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序
論

周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
義
務
論
的
倫
理
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
善

を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
悪
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
義
務
で
あ
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
善
を
な
す
と
何
ら
か
の
利
益
が
得
ら
れ
、
悪
を
な
す
と
何
ら
か
の
不
利
益

を
こ
う
む
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
張
で
あ
る
。
た
し

か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
の
結
果
と
し
て
予
想
さ
れ
る
利
益
や
不
利
益
を
動
機
と
し

て
行
為
す
る
こ
と
が
現
実
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
よ
う
に
行
為

す
べ
き

4

4

で
あ
る
こ
と
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
倫
理
学
と
い
う
学
の
存
在
意
義

が
、
現
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
で
は
な
く
、
ま
さ
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の

究
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
の
結
果
と
し
て
の
利
益
・
不
利
益
に
よ
る
説
明
に
と
ど

ま
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
、
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
利

益
や
不
利
益
に
も
と
づ
い
て
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
を
、
意
志
の
他
律
と
呼
び
、
そ

れ
を
道
徳
の
原
理
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
利
益
と

し
て
は
、
他
者
か
ら
の
賞
賛
や
自
ら
の
幸
福
・
快
楽
が
、
そ
し
て
行
為
の
結
果
生
じ

る
不
利
益
と
し
て
は
、
他
者
か
ら
の
非
難
・
制
裁
や
自
ら
の
不
幸
・
苦
痛
が
考
え
ら

れ
よ
う
。
制
裁
の
一
例
は
刑
罰
で
あ
る
。
罰
せ
ら
れ
る
か
ら
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い

け
な
い
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
罰
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
悪
い
こ
と
を
し
な
い
と
い

う
の
で
は
そ
こ
に
道
徳
的
価
値
は
な
い
。
罰
な
ど
な
く
て
も
意
志
規
定
は
正
し
く
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
正
し
く
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
外
か
ら
加
え
ら
れ
る

罰
な
ど
な
く
て
も
自
ら
の
理
性
に
よ
っ
て
正
し
く
意
志
規
定
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
い
う
意
志
の
自
律
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
倫
理

学
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
占
め
る
位
置
な
ど
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
、『
道
徳
形
而
上
学
』
の
「
法
論
」
に
お
い
て
、
刑
罰
に
関
す

る
強
い
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
犯
罪
に
対
し
て
は
断
固
と
し
て
刑
罰
を
科
さ
ね

ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
刑
罰
は
同
害
報
復
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（V

I 331f. ①
）。

一
方
で
、
刑
罰
な
ど
な
く
て
も
正
し
く
意
志
規
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
な
さ
れ
う
る
と
主
張
し
、
他
方
で
断
固
と
し
た
刑
罰
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
こ

れ
は
一
見
す
る
と
、
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
矛
盾
や
断
絶
が
あ
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は
矛
盾
も
断
絶
も
な
く
、
両
者
を
整
合
的
に
解

釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
立
場
、
す
な
わ
ち
両
者
の
間
に
矛
盾
や

断
絶
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
り
、
両
者
の
整
合
的
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
、
こ
れ

が
本
稿
の
狙
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る②
。

そ
し
て
ま
た
、
同
害
報
復
の
原
理
に
対
し
て
は
、
今
日
的
に
見
て
人
道
主
義
的
で

は
な
い
と
か
、
文
字
ど
お
り
実
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
容
易

に
想
起
さ
れ
う
る③
。
い
や
、
今
日
的
の
み
な
ら
ず
、
当
時
に
お
い
て
も
同
害
報
復
の

原
理
は
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ベ
ッ
カ
リ
ア
は
、
同
害

カ
ン
ト
の
刑
罰
論
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報
復
の
一
例
で
あ
る
死
刑
に
反
対
し
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
の
ベ
ッ
カ
リ
ア

を
批
判
し
、
殺
人
罪
に
対
す
る
死
刑
を
主
張
す
る
。
カ
ン
ト
が
そ
こ
ま
で
同
害
報
復

の
原
理
を
主
張
す
る
真
意
は
何
で
あ
る
の
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考

察
を
試
み
た
い④
。

第
一
章　

刑
罰
の
定
義
お
よ
び
そ
の
条
件

カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
刑
罰
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、「
法

論
」
の
第
二
部
「
公
法
」
の
第
一
章
「
国
家
法
」
に
付
し
た
「
市
民
的
統
合
の
本
性

に
も
と
づ
く
法
的
効
果
に
つ
い
て
の
一
般
的
註
」
の
最
後
の
部
分
「
Ｅ　

刑
罰
権
と

恩
赦
権
」
と
題
す
る
一
節
（V

I 331-337

）
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
「
刑
罰
権
」
と
い
う
語
が
注
目
に
値
す
る
。
刑
罰
権
と
は

何
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
命
令
権
者
が
〔
法
の
〕
服
従
者
に
対
し
て
、
そ
の
服
従

者
が
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
、彼
に
対
し
て
苦
痛
を
科
す
権
利
」
で
あ
る
（V

I 331

）。

こ
こ
で
「
命
令
権
者
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
国
家
に
お
け
る
最
上
位
者
」
と
も
言
い

換
え
ら
れ
る
法
の
「
執
行
権
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
服
従
者
」
と
い
わ
れ
る
の
は
法

に
し
た
が
い
法
の
保
護
を
受
け
る
「
臣
民
」
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
議
論
が
な
さ
れ
る
場
は
、
自
然
状
態
で
は
な
く
、
す
で
に
公
法
、
国
家
法
が
存

在
し
て
い
る
法
的
状
態
、
市
民
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
で
は
、「
罪
を
犯
す
」、
す
な
わ
ち
「
犯
罪
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
犯
罪

は
私
的
犯
罪
と
公
的
犯
罪
と
に
区
分
さ
れ
、
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の

は
公
的
犯
罪
で
あ
る
。
公
的
犯
罪
と
は
、「
公
法
へ
の
違
反
で
あ
り
」、
し
か
も
そ
の

違
反
に
よ
っ
て
「
単
に
一
個
人
が
危
機
に
瀕
す
る
の
で
は
な
く
公
共
体
が
危
機
に
瀕

す
る
」
よ
う
な
違
反
、
そ
し
て
「
そ
の
違
反
の
ゆ
え
に
〔
そ
の
違
反
者
は
〕
国
家
市

民
で
あ
る
資
格
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
」
違
反
で
あ
る
（ibid.

）。
カ
ン
ト
は
、
公

的
犯
罪
の
例
と
し
て
、
手
形
の
偽
造
、
窃
盗
、
強
盗
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
対
し
て
は
、
盗
み
の
一
つ
や
二
つ
で
公
共
体
が
危
機
に
瀕
す
る
と
は
大
袈
裟
な
、

と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
反
論
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
に

対
し
て
は
筋
違
い
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
そ
も
そ
も
所
有
権
の
概

念
を
根
底
か
ら
掘
り
崩
す
も
の
、
公
共
体
の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
掘
り
崩
す
も
の

と
考
え
て
、「
公
共
体
が
危
機
に
瀕
す
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る⑤
。「
国
家
体
制
の

理
念
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
か
ら
し
て
す
で
に
刑
罰
の
正
義
と
い
う
概
念
を
と
も
な
っ

て
い
る
」（V

I 362

）
と
い
わ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

次
に
カ
ン
ト
は
、刑
罰
は
、そ
の
犯
罪
者
自
身
に
と
っ
て
で
あ
れ
市
民
社
会
に
と
っ

て
で
あ
れ
、
け
っ
し
て
他
の
善
を
促
進
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
科
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
（ibid.

）。
い
わ
ゆ
る
目
的
刑
論
の
否
定
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
犯
罪
者
の
矯
正
と
い
う
目
的
の
た
め
の
刑
罰
、
今
後
の
犯

罪
を
抑
止
す
る
た
め
の
見
せ
し
め
的
な
刑
罰
が
否
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、刑
罰
は
、

犯
罪
が
公
共
体
を
危
機
に
陥
れ
る
が
ゆ
え
に
科
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
し
か

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
刑
罰
は
公
共
体
を
危
機
か
ら
守
る
と
い
う
善
の
促
進
の
た

め
の
手
段
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
面
か
ら
の

解
答
が
可
能
で
あ
る
。

一
つ
は
、善
と
正
義
と
の
区
別
に
も
と
づ
く
解
答
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る「
善

の
促
進
」
と
は
利
益
の
増
進
、
幸
福
の
増
進
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の
安
全
の
度
合

い
を
増
す
、
こ
れ
は
利
益
・
幸
福
の
増
進
、
善
の
促
進
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
刑
罰
権4

、
す
な
わ
ち
権
利

4

4

で
あ

る
。
権
利
（R

ech
t

）、
そ
れ
は
「
法
」
で
も
あ
り
正
し
さ
で
も
あ
る
。
公
共
体
の
存

立
、そ
れ
は
正
義
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
法
論
」
で
と
り
あ
げ
る
「
公
共
体
」

と
は
、
互
い
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
の
利
益
共
同
体
の
こ
と
で
は
な
く
、
共
存
す

る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
互
い
の
権
利
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
の

共
同
体
で
あ
る
。
権
利
と
は
、
利
益
の
よ
う
に
量
的
に
増
減
が
計
測
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
確
保
さ
れ
て
い
る
か
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
り
、
侵
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害
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
正
し
く
な
い
状
態
、
正
義
に
反
し
た
状
態

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
体
を
危
機
に
陥
れ
る
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰
を
科

す
こ
と
は
、
善
の
促
進
で
は
な
く
、
正
義
の
確
保
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
幸
福

説
を
否
定
し
て
、「
も
し
も
正
義
が
滅
び
る
な
ら
ば
人
間
が
地
上
に
生
き
て
い
る
こ
と

に
何
の
価
値
も
な
い
」
と
さ
え
い
う
（V

I 332

）。
幸
福
説
の
否
定
、
こ
れ
は
カ
ン
ト

の
道
徳
論
の
真
髄
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
は
道
徳
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る⑥
。

も
う
一
つ
の
解
答
は
、
カ
ン
ト
が
否
定
し
て
い
る
の
は
他
の
善
の
促
進
の
た
め
の

単
な
る

4

4

4

手
段
と
し
て
の
み

4

4

刑
罰
を
科
す
こ
と
だ
と
い
う
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
刑
罰
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
公
共
体
に
お
け
る

権
利
の
確
保
、
正
義
の
確
保
と
い
う
要
求
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
も
と
づ

き
、
刑
罰
は
、「
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
」
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
科
さ
れ

る
。
他
の
善
を
促
進
し
よ
う
が
し
ま
い
が
刑
罰
は
科
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
件

さ
え
満
た
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
加
え
て
他
の
善
を
促
進
す
る
と
い
う
目
的
が

と
も
な
っ
て
い
よ
う
が
、
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
何
の
問
題
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

カ
ン
ト
が
刑
罰
に
こ
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
る
の
は
、
た
と
え
犯
罪
者
と
い
え
ど
も

「
人
間
は
他
者
の
諸
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」

（ibid
.

）
か
ら
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ

け
』
で
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（IV

 429

）
道
徳
の
最
上
原

理
に
も
と
づ
く
主
張
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
法
論
と
の
一

体
不
可
分
性
が
現
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
定
言
命
法
に
し
て
す
で
に
、
人
間
を

い
っ
さ
い
手
段
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間

を
単
な
る

4

4

4

手
段
と
し
て
の
み

4

4

扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

じ
っ
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
い
て
は
、
教
員
と
学
生
、
雇
用
者
と
被
雇
用
者
、

店
主
と
顧
客
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
に
お
い
て
、
互
い
に
他
が
手
段
と
な
る
よ

う
な
側
面
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
ま
で
否
定
し
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
関
係
に
お
い
て
、単
に
4

4

手
段
と
し
て
の
み

4

4

扱
う
こ
と
、

こ
の
こ
と
だ
け
を
否
定
し
、
同
時
に
目
的
で
も
あ
る
よ
う
に
処
遇
す
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
刑
罰
に
お
い
て
公
共
体
の
善
の
促
進
と
い
う
性

格
が
と
も
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
な
ん
ら
問
題
は
な
い
こ
と
に
な
る⑦
。

つ
い
で
カ
ン
ト
は
、刑
罰
の
法
（S

trafgesetz

）
は
「
定
言
命
法
」
で
あ
る
と
述
べ

る
（ibid.

）。
も
し
も
犯
罪
者
に
対
し
て
は
刑
罰
を
科
す
べ
し
と
い
う
要
求
が
犯
罪
者

自
身
あ
る
い
は
社
会
に
と
っ
て
の
善
の
促
進
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の

要
求
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
要
求
は
仮
言
命
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
犯
罪
者
に
対
し
て
は
一
も
二
も
な
く
端
的
に
刑
罰
を
科
す
べ
し
と
い
う
の
が
刑

罰
の
法
で
あ
る
か
ら
し
て
、こ
の
要
求
は
ま
さ
し
く
定
言
命
法
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、

仮
言
的
か
定
言
的
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
で
説
明
が
つ
く
と
し
て
、
こ
の
刑

罰
の
法
が
「
命
法
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
説
明
が

必
要
で
あ
る
。「
命
法
」
と
い
う
概
念
は
、「
な
す
べ
し
」（
こ
こ
で
は
「
刑
罰
を
科
す
べ

し
」）
と
い
う
要
求
を
意
味
し
て
お
り
、「
義
務
」、「
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
」（
こ

こ
で
は
「
刑
罰
を
科
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」）
と
も
置
き
換
え
ら
れ
う
る
概
念
で

あ
る⑧
。
と
こ
ろ
が
、
最
初
に
示
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
刑
罰
の
問
題
を
刑
罰
権4

の

問
題
（
す
な
わ
ち
「
刑
罰
を
科
し
て
よ
い
」
と
い
う
問
題
）
と
し
て
論
じ
る
こ
と
か
ら
始

め
て
い
る
。
権
利
の
問
題
と
義
務
の
問
題
、「
刑
罰
を
科
し
て
よ
い
」
と
い
う
主
張
と

「
刑
罰
を
科
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
、
両
者
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト

の
こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
に
は
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
っ
た
疑
問

が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
正
義
」
が
鍵
と
な
る
。「
権
利

（R
ech

t
）」
と
は
、
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
法
」
で

も
あ
り
正
し
さ
で
も
あ
る
。
あ
る
こ
と
が
権
利
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
奪
わ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
状
態
、
不
正
な
状
態
で
あ
る
。
他
方
ま
た
、「
義
務
」
と

は
果
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
こ
と
が
義
務
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
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果
た
さ
れ
ず
に
い
る
こ
と
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
状
態
、
不
正
な
状
態
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
家
に
あ
っ
て
は
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
、
正
義
の
実
現
の
た
め
に
、
権

利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
刑
罰
の
定
義
と
条
件
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
は
、
刑
罰
の
正
当
化
の
根
拠
は
正
義
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
も
し
も
正
義
が
滅
び
る
な
ら
ば
人
間
が
地
上
に
生

き
て
い
る
こ
と
に
何
の
価
値
も
な
い
」（V

I 332

）
と
さ
え
言
う
ほ
ど
ま
で
に
正
義
を

重
く
と
ら
え
て
い
る
。
な
ぜ
カ
ン
ト
が
こ
と
さ
ら
に
刑
罰
の
問
題
を
論
じ
る
の
か（
意

志
規
定
に
か
か
わ
る
道
徳
論
に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
と
い
う
問
い
に

対
し
て
は
、
そ
れ
は
市
民
社
会
に
お
い
て
け
っ
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
正
義
の

問
題
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
答

え
が
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

応
報
の
原
理

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、「
ど
の
よ
う
な
種
類
の
刑
罰
、
ど
の
よ
う
な
程
度
の
刑
罰

が
、
公
的
正
義
が
原
理
と
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、

そ
れ
に
対
し
て
、「
等
し
さ
（G

leich
h

eit

）
と
い
う
原
理
以
外
に
は
な
い
」
と
答
え
て

い
る
（V

I 332

）。
こ
の
原
理
は
、「
同
害
報
復
の
法
（W

iedervergeltu
n

gsrech
t

）」、

あ
る
い
は
「
タ
リ
オ
の
法
（iu

s talion
is

）」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、犯

し
た
罪
の
度
合
い
を
は
る
か
に
超
過
し
た
厳
罰
を
科
す
だ
と
か
、
犯
し
た
罪
に
比
べ

て
は
る
か
に
軽
い
刑
罰
し
か
科
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
正
義
の
概
念
に
明
ら
か
に

反
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
同
害
報
復
の
法
あ
る
い
は
タ
リ
オ
の

法
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
序
論
で
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
今
日
的
に

見
て
人
道
主
義
的
で
は
な
い
し
、
文
字
ど
お
り
実
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い

う
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
殺
人
罪
に
対
し
て
は
死
刑
が

相
当
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
に
対
し
て
は
、
人
道
主
義
的
な
批
判
が
な
さ
れ

え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
弁
護
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
批
判
に
対
す
る
直
接
の
弁
護
で
は
な
い
が
、
ま
ず
最
初
に
、
カ
ン
ト
の
い
う

同
害
報
復
の
法
、
タ
リ
オ
の
法
が
、
犯
罪
被
害
者
の
復
讐
心
を
満
た
す
た
め
の
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑨
。
た
し
か
に
、
タ
リ

オ
の
法
、「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
と
、
犯
罪
被
害
者
の
報
復
、
復
讐

が
連
想
さ
れ
る
。
こ
ん
に
ち
の
死
刑
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
犯
罪
被
害
者
の

（
復
讐
）
感
情
が
も
ち
だ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、カ
ン
ト
の
刑
罰
論
は
被
害
者

感
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
刑
罰
権
を
も
つ
の
は
犯
罪
被
害
者
で
は
な
く
国

家
の
執
行
権
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
恣
意
的
な
私
的
制
裁
に
転
化
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
に
国
家
が
被
害
者
に
成
り
代
わ
っ
て
お
こ
な
う
と
い
う
理
由
に
よ
る
の

で
さ
え
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、こ
こ
で
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
犯
罪
と
は
、

「
公
法
へ
の
違
反
で
あ
り
」、
し
か
も
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
「
単
に
一
個
人
が
危
機
に

瀕
す
る
の
で
は
な
く
公
共
体
が
危
機
に
瀕
す
る
」
よ
う
な
違
反
で
あ
る
。
公
共
体
が

危
機
に
瀕
す
る
の
で
あ
る
か
ら
公
共
体
の
執
行
権
者
が
刑
罰
を
科
す
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
被
害
者
感
情
、
復
讐
感
情
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
正
義
に
も
と
づ
く
刑
罰
で

あ
る
。

さ
ら
に
い
う
と
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
応
報
の
原
理
と
は
、
犯
罪
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
る
公
共
体
が
そ
の
被
害
と
等
し
い
害
を
犯
罪
者
に
与
え
る
と
い
う
原

理
で
あ
る
と
同
時
に
、
犯
罪
に
よ
っ
て
公
共
体
に
害
を
与
え
た
犯
罪
者
は
そ
の
害
に

等
し
い
害
を
刑
罰
と
し
て
受
け
る
と
い
う
原
理
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
応
報
の
原

理
は
刑
罰
を
与
え
る
側
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
刑
罰
を
受
け
る
側
の
原
理
で
も
あ

る
。
カ
ン
ト
は
「
等
し
さ
」
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。「
君
は
、君

が
他
の
国
民
に
対
し
て
い
わ
れ
な
き
災
い
と
し
て
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
君
自
身

に
加
え
る
の
だ
。
君
が
彼
を
侮
辱
す
る
な
ら
、
君
は
君
自
身
を
侮
辱
す
る
の
だ
。
君

が
彼
か
ら
盗
む
な
ら
、
君
は
君
自
身
か
ら
盗
む
の
だ
。
君
が
彼
を
殴
る
な
ら
、
君
は
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君
自
身
を
殴
る
の
だ
。
君
が
彼
を
殺
す
な
ら
、君
は
君
自
身
を
殺
す
の
だ
」（V

I 332

）。

こ
こ
で
は
刑
罰
を
与
え
る
主
体
が
、
公
共
体
の
執
行
者
で
は
な
く
罪
を
犯
し
た
者
自

身
と
さ
れ
て
い
る
。
罪
を
犯
し
た
者
が
自
分
で
自
分
に
罰
を
科
す
こ
と
、
自
分
で
罰

を
引
き
受
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
応
報
の
原
理
で
あ
り
、
等
し
さ
と
し
て
の
正
義
な
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
罰
を
与
え
る
主
体
は
も
は
や
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
さ

え
い
え
る
。

罪
を
犯
し
た
者
は
、
刑
罰
に
値
す
る
こ
と
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
刑
罰
を
受
け
る

こ
と
が
当
然
の
正
義
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
実
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
も
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
法
で
は
な
く
道
徳
法
則
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
は
い

え
、以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
実
践
理
性
の
理
念
の
う
ち
に

は
、
…
…
道
徳
法
則
の
違
反
は
罰
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
（S

trafw
ü

rd
igk

eit

）
が

あ
」
り
、罰
と
い
う
禍
い
が
罪
を
犯
し
た
者
に
生
じ
る
の
は
「
正
当
（rech

t

）」
な
こ

と
で
あ
っ
て
、「
彼
の
運
命
が
彼
の
ふ
る
ま
い
に
完
全
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
彼
は
自
ら

4

4

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
刑
罰
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
で
あ

る
か
ら
に
は
、そ
の
う
ち
に
ま
ず
も
っ
て
正
義
（G
erech

tigkeit
）
が
存
在
し
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
義
こ
そ
が
刑
罰
の
概
念
の
本
質
を
な
す
の
で
あ
る
」（V

 

37 

傍
点
筆
者
）。
こ
こ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
「
値
す
る
」、「
正
当
」、「
正
義
」
と
い
う

概
念
は
、
ま
さ
し
く
『
道
徳
形
而
上
学
』
の
「
法
論
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
に
と
っ
て
、
道
徳
論
と
法
論
と
は
い
っ
た
い
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
る⑩
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
帰
責
可
能
な
人
格
性
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い

る
。
犯
罪
（V

erbrech
en

）
と
は
、
法
に
対
す
る
「
意
図
的
な
（vorsätzlich

）
違
反

（Ü
bertretu

n
g

）、
す
な
わ
ち
そ
の
行
為
が
違
反
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
と
も
な
っ
た

違
反
」
で
あ
り
、
違
反
と
は
「
義
務
に
反
し
た
〔
能
動
的
〕
行
為
（T

at

）」
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
不
正
（U

n
rech

t

）」
で
あ
る
（V

I 224

）。
こ
こ
で
い
う
「〔
能
動
的
〕
行
為

（T
at

）」
と
は
、「
拘
束
性
（V

erbin
d

lich
k

eit

）
の
も
と
に
あ
る
か
ぎ
り
で
の
行
為

（H
an

dlu
n

g

）、
し
た
が
っ
て
主
体
が
そ
の
行
為
に
お
い
て
彼
の
選
択
意
志
の
自
由
に

し
た
が
っ
て
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
行
為
」
で
あ
り
、「
行
為
者
は
、
こ
の
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
〔
行
為
の
〕
結
果
の
創
始
者
（U

rh
eber

）
と
み
な
さ
れ
、
行
為
お
よ
び

そ
の
結
果
の
責
任
を
負
う
（zu

gerech
n

et w
erden

）」
こ
と
に
な
る
（V

I 223

）。「
責

任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
為
を
な
す
主
体
は
人
格
（P

erson

）
で
あ
」
り
、

そ
れ
に
対
し
て
「
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は
物
件
（S

ach
e

）
で

あ
り
」、「
そ
れ
自
身
自
由
を
欠
い
て
い
る
」（ibid

.

）。
じ
っ
さ
い
、
た
と
え
ば
老
木

か
ら
枯
れ
た
枝
が
落
下
し
て
通
行
人
が
負
傷
し
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
老

木
に
責
任
を
問
う
こ
と
は
し
な
い
し
、
か
り
に
そ
の
老
木
を
切
り
倒
す
こ
と
に
な
る

と
し
て
も
そ
れ
を
刑
罰
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
を
な
し
た
者

に
対
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
刑
罰
を
科
さ

な
い
な
ら
ば
、そ
の
こ
と
は
、彼
を
人
格
と
し
て
で
は
な
く
単
な
る
物
件
と
し
て
扱
っ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
国
家
が
犯
罪
者
に
刑
罰
を
科
す
こ
と

は
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
が
、
逆
に
犯
罪
者
の

側
か
ら
い
う
と
、
犯
罪
者
も
ひ
と
り
の
人
格
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
刑
罰
を
受
け

る
責
任
を
有
す
る
と
同
時
に
刑
罰
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
応

報
の
原
理
と
は
、
罪
を
犯
し
た
者
を
、
た
と
え
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
人
格
と
し
て

遇
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
刑
罰
の
し
か
た
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
「
犯
罪
者
個

人
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性
へ
の
尊
敬
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

I 362f.

）。

そ
れ
ゆ
え
、
応
報
の
原
理
は
非
人
道
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は

逆
で
、
む
し
ろ
犯
罪
者
に
刑
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
彼
を
人
格
と
し
て
遇
し

て
い
な
い
非
人
道
的
な
や
り
か
た
で
あ
る
し
、
刑
罰
を
科
す
に
あ
た
っ
て
も
犯
罪
者

の
人
間
性
を
尊
重
し
た
人
道
的
な
し
か
た
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
と
応
答
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う⑪
。

次
に
、
同
害
報
復
の
原
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
た
し
か
に
、
同
害
報
復
の

原
理
は
、
詐
欺
や
性
犯
罪
を
例
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
文
字
ど
お
り
に
適
用
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、無
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、応
報
の
原
理
を
「
種
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的
同
等
性
」
で
は
な
く
「
価
値
の
同
等
性
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
克

服
し
よ
う
と
し
た⑫
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
害
報
復
の
原
理
を
文
字
ど
お
り
に
適
用
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
も
す
で
に
気
が
つ
い
て
お
り
、
か

り
に
文
字
ど
お
り
に
適
用
で
き
な
い
と
し
て
も
、
同
害
報
復
の
原
理
は
「
効
果
の
う

え
で
妥
当
で
あ
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
（V

I 332

）。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
こ
と

ば
を
通
じ
て
他
人
を
侮
辱
し
て
名
誉
を
傷
つ
け
た
場
合
、
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
し
か

た
で
彼
の
名
誉
愛
を
傷
つ
け
る
と
い
う
例
や
、
暴
力
行
為
に
対
し
て
謝
罪
と
拘
禁
を

も
っ
て
罰
す
る
例
も
カ
ン
ト
は
あ
げ
て
い
る
（ibid

.

）。
文
字
ど
お
り
で
な
く
と
も
、

そ
の
精
神
に
し
た
が
っ
て
処
罰
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
（V

I 363

）。
先
に
あ
げ
た
『
実
践
理
性
批
判
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
犯
罪

は
刑
罰
に
値
す
る
、
刑
罰
を
受
け
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
れ
が
刑
罰
的
正
義
で
あ

る
。「
値
す
る
」
と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
の
は
、ま
さ
し
く
文
字
ど
お
り
の
同
害
報

復
で
は
な
く
、
価
値
の
う
え
で
の
同
等
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ヘ
ッ
フ
ェ

は
、カ
ン
ト
は
同
害
報
復（W

iedervergeltung

）と
い
う
語
を
用
い
、応
報（V

ergeltung

）

と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
い
が
、
事
柄
上
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
の
は
応
報

（V
ergeltung

）
で
あ
る
と
解
釈
し
（H

öffe, S.219f.

）、
タ
リ
オ
の
原
理
は
文
字
ど
お
り

に
、
あ
る
い
は
実
質
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
形
式
的
に
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
（H

öffe, S.238f.

）。
カ
ン
ト
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
「
ど
の
よ
う
な
し
か
た

で
ど
の
て
い
ど
処
罰
し
て
よ
い
か
」
で
は
な
く
、
刑
罰
一
般
の
正
当
化
な
の
で
あ
る
か

ら⑬
、
そ
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
は
「
同
害

4

4

報
復
」
よ
り
も
「
応
報
」
こ
そ
が
重
要
な
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
ヘ
ッ
フ
ェ
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
、
罪
と
罰
と
の
等
し
さ
の
原
理
を
「
犯
罪
者
の
内
的
な
邪
悪
さ
に
つ
り

あ
っ
た
し
か
た
で
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
（V

I 333

）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
同
害

報
復
の
原
理
は
文
字
ど
お
り
に
、
す
な
わ
ち
「
結
果
と
し
て
生
じ
た
害
の
大
き
さ
と

等
し
い
害
を
与
え
る
罰
を
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
べ
き
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、「
故
意
の
違
反
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
違
反
で
あ
る

と
い
う
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
違
反
」
こ
そ
が
「
犯
罪
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
故
意
で
な
い
違
反
は
単
な
る
過
失
と
呼
ば
れ
る
（V

I 224

）。「
内
的
な
邪
悪
さ
」

と
は
故
意
で
あ
る
こ
と
、
違
反
で
あ
る
こ
と
の
意
識
を
も
ち
つ
つ
な
お
違
反
す
る
こ

と
で
あ
る
。
故
意
で
な
い
違
反
も
責
任
を
問
わ
れ
う
る
と
カ
ン
ト
は
い
う
が（ibid.

）、

そ
れ
で
も
そ
れ
は
内
的
な
邪
悪
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
と

過
失
と
で
は
、
た
と
え
行
為
の
結
果
生
じ
た
被
害
が
同
じ
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
責

任
の
度
合
い
は
異
な
る
し
、
刑
罰
の
度
合
い
も
ち
が
っ
て
い
て
当
然
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

第
三
章　

刑
罰
へ
の
同
意

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、ベ
ッ
カ
リ
ア
に
よ
る
死
刑
批
判
を
と
り
あ
げ
る
（V

I 335

）。

カ
ン
ト
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ア
の
死
刑
批
判
論
を
、「
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
自
分
の
生
命
を

処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
「
ひ
と
は
他
人
を
殺
し
た
ら
自
分
の

生
を
失
う
こ
と
に
同
意
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
」、し
た
が
っ
て
「
死
刑

は
根
源
的
契
約
の
中
に
含
ま
れ
え
な
い
」
と
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

は
す
べ
て
詭
弁
で
あ
り
法
の
曲
解
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て

カ
ン
ト
が
示
す
反
論
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
十
分
に
明
晰
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
く
、

補
足
的
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ベ
ッ
カ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
は
死
刑
に

関
し
て
同
意
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
の
議
論
は（
そ
し
て

本
稿
の
議
論
は
）
死
刑
の
正
当
化
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
刑
罰
全
般
の
正
当
化

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
は
刑
罰
に
関
し
て
同
意
が
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
別
の
箇
所
（V

I 333

）
で
は
、「
立
派
な
ひ

と
で
あ
れ
ば
」、「
人
間
の
心
の
自
然
な
あ
り
方
」
か
ら
、
自
分
の
犯
し
た
罪
に
対
し

て
は
そ
れ
に
相
当
す
る
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
を
名
誉
心
か
ら
選
ぶ
だ
ろ
う
と
述
べ
て
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い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
論
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
立
派

で
な
い
ひ
と
に
も
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
立
派
で
な
い
ひ

と
も
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身

も
、「
人
が
刑
罰
を
受
け
る
の
は
刑
罰
を
欲
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
罰
せ
ら
れ
る
べ
き

行
為
を
欲
し
た
か
ら
」
に
す
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
罰
せ
ら
れ
た
い
か
ら
罪
を
犯
す
の

で
は
な
く
欲
し
た
行
為
が
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
罰
さ
れ
る
の

だ
、
と
い
う
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（V

I 335

）。
で
は
、
罰
せ
ら
れ

る
こ
と
に
同
意
す
る
と
言
い
う
る
の
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
私
は
他
の
ひ
と
と
同
様
に
刑
罰
法
に
し
た
が
う
」
こ
と
を
欲
す

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
（ibid
）。
わ
れ
わ
れ
が
立
法
を
お
こ
な
う
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
自
分
自
身
も
そ
の
法
に
し
た
が
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
自
分
だ
け

は
し
た
が
わ
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
創
出
さ
れ
て
い
る

の
は
法
で
は
な
く
、
単
な
る
恣
意
的
規
則
で
あ
る
。
恣
意
的
規
則
で
は
な
く
法
を
問

題
と
す
る
以
上
、
他
者
が
遵
守
す
る
こ
と
と
同
時
に
自
分
自
身
も
そ
れ
に
し
た
が
う

こ
と
は
、
そ
の
法
が
法
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
の
要
求
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
た
し

か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
求
の
も
と
に
立
法
し
つ
つ
も
現
実
に
は
そ
の
法

に
そ
む
く
よ
う
な
行
為
を
な
す
こ
と
が
あ
る
。
な
す
べ
き
こ
と
を
考
え
る
理
性
的
立

法
者
（
市
民
）
と
し
て
の
私
と
、感
性
的
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
に
違
反
す
る
こ
と

も
あ
り
う
る⑭
服
従
者
（
臣
民
）
と
し
て
の
私
、私
に
こ
の
二
面
性
が
あ
る
こ
と
を
カ
ン

ト
は
直
視
し
、
そ
れ
を
叡
智
的
人
間
（h

om
o n

ou
m

en
on

）
と
現
象
的
人
間
（h

om
o 

p
h

aen
om

en
on

）
と
表
現
す
る
。
多
分
に
形
而
上
学
が
か
っ
た
こ
の
表
現
は
、
こ
ん

に
ち
で
は
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に

こ
の
二
面
性
が
あ
る
と
い
う
人
間
観
は
こ
ん
に
ち
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ

う⑮
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
刑
罰
へ
の
同
意
が
あ
る
と
主
張
し
う
る
の
は
、
法
に

し
た
が
う
べ
き
臣
民
が
罪
を
犯
し
た
の
ち
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
を
お
こ
な
う

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
公
共
体
の
一
員
で
あ
る
以
上
は
法
に
し
た
が
う

こ
と
に
も
と
も
と
同
意
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
罪
を
犯
し
た
と
き
に
は
刑
罰
を
受
け

る
こ
と
に
も
す
で
に
同
意
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
々

の
犯
罪
に
対
す
る
個
々
の
刑
罰
の
執
行
へ
の
同
意
が
論
点
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

刑
罰
法
全
般
を
創
出
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
立
法
）
へ
の
同
意
が
論
点
な
の
で
あ
る⑯
。

第
四
章　

罪
と
罰
、
徳
と
福

さ
て
、
応
報
の
原
理
に
よ
っ
て
犯
罪
（
悪
行
）
に
対
す
る
刑
罰
が
要
求
さ
れ
る
な

ら
、
善
行
に
対
し
て
の
報
償
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
求
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
法
論
・
国
家
論
に

お
い
て
で
は
な
く
、
最
高
善
と
い
う
形
而
上
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
意

志
規
定
を
問
題
と
す
る
道
徳
論
に
お
い
て
は
、
幸
福
の
追
求
を
意
志
規
定
の
根
拠
と

す
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
他
律
で
あ
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
行
為
の
結
果
と
し
て
幸
福

が
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
正
し
い
行
為
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と

主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
い
か
に
意
志
規
定
を
な
す
べ
き
か
と
い

う
道
徳
論
の
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
の
次
の
議
論
と
し

て
、
道
徳
的
に
正
し
く
立
派
で
あ
る
ひ
と
が
幸
福
に
恵
ま
れ
な
い
（
そ
し
て
悪
徳
の
か

ぎ
り
を
尽
く
す
者
が
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
ら
し
て
い
る
）
と
い
う
状
況
を
想
定
し
て
み
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ひ
と
が
道
徳
的
に
正
し
く
立
派
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
し
、
ま
た
幸
福
に
恵
ま
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
し
た
振
る
舞
い

を
や
め
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
わ
れ
わ

れ
は
不
条
理
だ
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
的
に
正
し
く
立
派
で
あ

る
ひ
と
が
ま
っ
た
く
幸
福
に
恵
ま
れ
な
い
状
況
よ
り
は
、
あ
る
て
い
ど
の
幸
福
に
恵

ま
れ
て
い
る
状
況
を
よ
し
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
人
の
道
徳
性
と
幸
福
と
が
完

全
に
一
致
す
る
状
況
に
こ
そ
も
っ
と
も
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
徳
に
福
が
と
も
な
わ

な
く
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
善
な
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
徳
と
福
と
が
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完
全
に
一
致
す
る
こ
と
こ
そ
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
最
高
善
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
弁
証
論
」
で
論
じ
る
最
高
善
の

思
想
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
で
は
、
必
ず
し
も
道
徳

性
と
幸
福
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
病
や
天
災
な
ど
、
本
人
の
力
で
は
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
わ

れ
わ
れ
が
現
実
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を
超
え
て
で
も
道
徳
性
と
幸
福
と
の
完
全

な
一
致
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
形
而
上
学
を
構
想
し
た
。
そ
れ
が
神
の
存
在
の
要
請

で
あ
る
。
こ
う
し
た
想
定
は
、
学
と
い
う
よ
り
信
仰
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
ん

に
ち
で
は
も
は
や
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
、

カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
さ
え
、
批
判
哲
学
を
標
榜
す
る
以
上
、
容
易
に
打
ち
出
し
が

た
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
想

定
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
道
徳
的
に
正
し
く
立
派
で
あ
る
人
は
幸
福
に
恵
ま
れ
て
し

か
る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う

「
し
か
る
べ
き
だ
」
と
は
、「
そ
れ
こ
そ
が
正
義
で
あ
る
」
と
い
う
正
義
要
求
で
あ
る

と
も
い
え
る
。
最
高
善
の
思
想
は
、
正
義
要
求
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
も

理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
強
い
正
義
要
求
は
、
裏
返
し
て
い
う
と
、
悪
徳

に
対
す
る
刑
罰
の
要
求
と
も
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
じ
っ
さ
い
『
実
践
理
性
批

判
』
に
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
実
践
理
性
の
理
念
の
う
ち
に
は
、
…
…
道
徳
法
則
の
違
反

は
罰
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
（S

trafw
ü

rdigkeit

）
が
あ
」
り
、罰
と
い
う
禍
い
が
罪

を
犯
し
た
者
に
生
じ
る
の
は
「
正
当
（rech

t

）」
な
こ
と
で
あ
っ
て
、「
正
義

（G
erech

tigkeit

）
こ
そ
が
刑
罰
の
概
念
の
本
質
を
な
す
」（V

 37

）
と
い
う
記
述
も
見

ら
れ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
徳
と
福
と
の
完
全
な
一
致
を
可
能
な
ら
し
め
る
神
、
そ
し
て
罪

に
対
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
罰
を
科
す
執
行
権
者
は
、
い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
意

志
規
定
（
立
法
）
の
場
面
に
お
い
て
は
役
割
を
も
た
な
い
。
意
志
規
定
（
立
法
）
を
お

こ
な
う
の
は
行
為
者
で
あ
り
市
民
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
る
。
神
や
執
行
権
者

が
役
割
を
も
つ
の
は
、
意
志
規
定
が
な
さ
れ
、
行
為
が
お
わ
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
法
論
と
は
整
合
的
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
両
者
の
あ
い
だ
に
は
ち
が
い
も
あ
る
。
徳
と
福
の
一
致
に
関
し
て
は
、

徳
と
は
行
為
で
は
な
く
心
の
あ
り
か
た
（G

em
ü

t

）、
意
志
規
定
の
問
題
で
あ
り
、
行

為
の
結
果
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
善
意
志
に
も
と
づ
く
な
ら
幸
福
に
値
す
る
。
逆
に
、

自
己
利
益
目
的
で
合
法
的
な
行
為
を
し
て
も
、幸
福
に
値
す
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

他
方
、
罪
と
罰
の
つ
り
あ
い
に
関
し
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
犯
罪
者
の
内
的

な
邪
悪
さ
に
つ
り
あ
っ
た
し
か
た
」
が
求
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
ま
ず
は
外
的
行
為

と
し
て
の
犯
罪
が
問
題
と
な
る
。
行
為
は
目
に
見
え
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
人
間（
人

間
で
あ
る
裁
判
官
）
に
判
定
が
可
能
で
、
刑
罰
権
が
人
間
で
あ
る
執
行
権
者
に
与
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
動
機
、
意
志
の
規
定
根
拠
が
本
当
の
と
こ
ろ

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
。
正
し
い
つ
り
あ
い
を
取

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
洞
察
で
き
る
想
定
上
の
判
定
者
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
徳

と
福
の
一
致
が
問
題
に
な
る
の
は
、
個
々
の
行
為
に
関
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
人
物

の
人
生
を
と
お
し
て
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
の
判
定
を
正
し
く
下
す
こ
と
は
、

有
限
な
る
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
な
し
え
ず
、
そ
れ
を
な
し
う
る
想
定
上
の
判
定
者
が

必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
神
の
存
在
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
個
々
の
行
為
と
し
て
の
犯
罪
と
刑
罰
の
応
報
に
関
し
て
も
、
有
限
な

わ
れ
わ
れ
人
間
に
つ
ね
に
正
し
い
判
定
が
な
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
で
あ

ろ
う
。
刑
罰
権
を
も
つ
の
は
執
行
権
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
執
行
権
者
が
現

実
の
人
間
で
あ
れ
ば
、こ
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
で
あ
ろ
う⑰
。
マ
ー
フ
ィ
ー
は
、

公
共
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
市
民
は
自
己
利
益
に
も
と
づ
い
て
行
為
し
て
い
る
か
も

し
れ
ず
、
だ
と
し
た
ら
は
た
し
て
市
民
が
執
行
権
者
と
い
う
代
表
者
を
通
じ
て
罰
を

科
す
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
、『
宗
教
論
』
で

根
源
悪
思
想
が
出
た
以
上
、
こ
の
問
い
は
重
要
で
あ
り
、「
法
論
」
と
『
宗
教
論
』
と
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の
あ
い
だ
に
は
緊
張
関
係
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑱
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、そ
も
そ
も
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
は「
道

徳
形
而
上
学
」
の
一
部
と
し
て
の
刑
罰
論
な
の
で
あ
っ
て
、理
念
と
し
て
の
公
共
体
、

理
念
と
し
て
の
国
家
、
理
念
と
し
て
の
執
行
権
者
の
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

し
て
、
な
ん
ら
問
題
は
な
い
と
答
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
な

に
よ
り
、
本
稿
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
の
要
を
な
す
応
報
原
理

と
し
て
の
正
義
と
は
、
罪
を
犯
し
た
者
は
自
ら
罰
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
刑
罰
を
与
え
る
主
体
は
も
は
や
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
再

び
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

結
論

以
上
に
よ
り
、
次
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
カ
ン
ト
の
刑
罰

論
は
、一
方
に
お
い
て
公
共
体
（
国
家
体
制
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
掲
げ
ら
れ

た
も
の
と
し
て
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
な
し
た
行
為
に
関
し
て

責
任
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
応
報
原
理
を
示
す
も
の
と
し
て
、
い

ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
の
意
志
規
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
点
で
、
カ
ン
ト
の
自
律
原
理
と
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

次
に
第
二
に
、
そ
の
応
報
原
理
は
、
非
人
道
的
な
同
害
報
復
の
原
理
を
あ
ら
わ
す
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
犯
罪
者
と
い
え
ど
も
帰
責
能
力
を
も
つ
人
格
と
し
て
遇
す
べ

き
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
む
し
ろ
人
格
の
尊
厳
と
い
う
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
整
合

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
最
後
に
第
三
に
、
そ
の
応
報
の
原
理
は
、
罪
と
罰
と
の
つ

り
あ
い
の
み
な
ら
ず
、
徳
と
福
と
の
一
致
に
関
し
て
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
よ
う
に
読
み
取
る
な
ら
ば
カ
ン
ト
の
最
高
善
思
想
は
あ
る
種
の
正
義
要
求
で
あ
る

と
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
以
上
の
三
点
に
よ
り
、
法
論
と
し
て
の
刑

罰
論
と
道
徳
論
と
は
け
っ
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
整
合
的
で
あ
る
と

結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注①　

以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
そ
れ
へ
の
言
及
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数

と
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
中
の
〔　

〕
は
、
本
稿
筆
者
に
よ
る

挿
入
で
あ
る
。

②　

た
し
か
に
、
刑
罰
無
用
論
は
『
実
践
理
性
批
判
』
や
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ

け
』
の
よ
う
な
道
徳
論
の
文
脈
で
の
議
論
（
あ
る
い
は
叡
智
界
の
話
）
で
あ
り
、刑
罰

必
要
論
は
法
論
・
国
家
論
の
文
脈
で
の
議
論
（
あ
る
い
は
現
象
界
の
話
）
で
あ
っ
て
、

そ
も
そ
も
議
論
の
次
元
が
ち
が
う
の
だ
か
ら
、
断
絶
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
り
、
そ
の
断

絶
は
矛
盾
で
は
な
い
と
す
る
解
決
策
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、本
稿
は

そ
の
立
場
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
法
論
と
が
同
一

の
原
理
に
も
と
づ
く
不
可
分
一
体
の
も
の
で
み
な
す
立
場
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ

は
、そ
も
そ
も
「
法
論
」
じ
た
い
が
『
道
徳
形
而
上
学
』
と
い
う
著
作
の
主
要
な
半
分

を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
道
徳
形

而
上
学
」
と
は
、
す
で
に
筆
者
が
別
に
論
じ
た
よ
う
に
（
北
尾2008

）、
分
析
的
に
規

定
さ
れ
た
道
徳
性
の
最
上
原
理
か
ら
出
発
し
て
そ
の
原
理
の
使
用
が
見
出
さ
れ
る
通

常
の
認
識
へ
と
綜
合
的
に
戻
っ
て
い
く
試
み
、す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
現
実

世
界
へ
と
適
用
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、そ
こ
に
断
絶
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
刑
罰
論
の
整
合
的
解
釈
が
成
功
す
る
な
ら
ば
、そ
れ

に
よ
っ
て
、道
徳
論
と
法
論
の
不
可
分
一
体
説
が
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
な
し
と
げ
る
こ
と
も
ま
た
、
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
三
島
、
六
六
八
頁
参
照
。

③　

た
と
え
ば
、H

öffe,S
.215f., M

u
rp

h
y,p.436, 

木
村
（1963

）
四
十
頁
、
木
村

（1967

）
三
十
二
頁
。

④　

同
種
の
論
究
と
し
て
、
平
田
（2001

）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
平
田
の
主
た
る
論
点
が

カ
ン
ト
は
な
ぜ
死
刑
4

4

を
主
張
す
る
の
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、本
稿
で
は
刑
罰
一
般

4

4

の

正
当
化
お
よ
び
そ
も
そ
も
な
ぜ
刑
罰
を
論
じ
る
の
か
を
考
え
た
い
。

⑤　

公
共
体
が
可
能
と
な
る
た
め
の
条
件
か
ら
な
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
論
証
は
、一
つ
の

違
反
行
為
が
引
き
起
こ
す
帰
結
か
ら
な
さ
れ
る
帰
結
主
義
的
な
論
証
と
は
別
物
で
、い
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う
な
れ
ば
超
越
論
的
論
証
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、カ
ン
ト
が
『
人
類
愛
か
ら
の

嘘
』
で
嘘
を
禁
じ
る
主
張
を
す
る
と
き
、そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
「
言
表
一
般
の
信
用
を

な
く
さ
せ
」、「
人
間
性
一
般
に
害
を
与
え
る
」
か
ら
だ
と
論
拠
づ
け
て
い
る
（V

III 

426
）
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
目
的
刑
論
は
行
為
者
の
動
機
づ
け
（
カ
ン
ト

的
に
い
え
ば
「
意
志
規
定
」）
に
作
用
す
る
が
、
超
越
論
的
刑
罰
論
は
行
為
者
の
動
機

づ
け
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
。
刑
罰
が
行
為
者
の
意
志
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、そ
れ

は
意
志
の
他
律
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
相
容
れ
な
い
が
、
超
越
論
的
刑
罰
論
に

お
い
て
は
、刑
罰
が
行
為
者
の
意
志
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
意
志
の
他
律
と
い

う
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。

⑥　
「
刑
罰
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
は
道
徳
に
か
か
わ
る
（m

oralisch

）
の
で
あ
る

か
ら
、刑
罰
の
正
義
（S

trafgerech
tigkeit

）
は
刑
罰
の
利
口
さ
（S

trafklu
gh

eit

）

と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

I 363

）。

⑦　

ヘ
ッ
フ
ェ
は
、カ
ン
ト
の
応
報
原
理
の
主
張
は
そ
れ
が
他
の
原
理
〔
＝
目
的
刑
の
原

理
〕に
対
し
て
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
そ
れ
が

他
の
原
理
〔
＝
目
的
刑
の
原
理
〕
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、し
た
が
っ
て
実
用
主

義
理
論
〔
＝
目
的
刑
の
原
理
〕
に
よ
る
補
完
は
開
か
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る

（H
öffe,s.245

）。
三
島
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
倫
理
学
講
義
や
遺
稿
を
論
拠
に
し

つ
つ
、カ
ン
ト
は
国
家
の
存
立
維
持
の
た
め
に
刑
罰
の
効
用
論
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

る
と
解
釈
し
て
い
る
（
三
島
、
六
七
〇
頁
以
下
参
照
）。
ま
た
、
現
代
の
刑
法
学
説
の

主
流
は
応
報
と
予
防
目
的
と
の
二
つ
の
契
機
を
統
合
さ
せ
る
相
対
的
応
報
刑
論
だ
と

い
わ
れ
、そ
れ
を
カ
ン
ト
の
応
報
思
想
の
再
評
価
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
い
う
試

み
も
な
さ
れ
て
い
る
（
飯
島
、
五
十
六
頁
以
下
参
照
）。

⑧　

三
島
、
六
六
九
頁
参
照
。

⑨　

W
illiam

s, p.99 

参
照
。

⑩　

な
お
、「
刑
罰
に
値
す
る
」
と
い
う
表
現
が
、
も
っ
ぱ
ら
意
志
規
定
の
あ
り
か
た
を

問
う
道
徳
論
で
あ
る
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
は
登
場
す
る
こ
と
な

く
、最
高
善
思
想
を
ふ
く
む
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
の
み
登
場
し
て
い
る
こ
と

に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
で
と
り
あ
げ
た
い
。

ま
た
、
ヘ
ッ
フ
ェ
は
、
こ
れ
は
内
的
道
徳
（
徳
論
、
哲
学
的
神
学
）
の
話
で
あ
っ
て
、

強
制
権
限
の
あ
る
義
務
の
倫
理
学
（
法
倫
理
学
）
に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
（H

öffe, S.225

）
が
、
本
稿
で
は
道
徳
論
と
法
論
と
が
一
体
不
可
分
で
あ
る

と
い
う
立
場
を
と
る
の
で
、そ
れ
に
は
与
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
本
稿
第
四
章

参
照
。

⑪　

こ
の
よ
う
な
帰
責
可
能
性
に
も
と
づ
く
刑
罰
論
は
、精
神
障
害
者
の
犯
罪
に
対
す
る

刑
罰
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
く
る
。あ
る
種
の
精
神
障
害

の
も
と
で
は
、自
由
な
選
択
意
志
に
も
と
づ
く
行
為
が
な
さ
れ
え
な
い
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
、そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
行
為
が
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
責
任
を
問

う
こ
と
は
で
き
ず
、刑
罰
を
免
除
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
刑

罰
論
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
帰
結
す
る
。
こ
れ
は
、
精
神
障
害
者
の
犯
罪
に

対
し
て
刑
罰
を
科
す
と
い
う
の
は
酷
な
こ
と
だ
と
い
う
心
情
か
ら
で
は
な
く
、帰
責
能

力
の
な
い
も
の
に
責
任
を
求
め
る
の
は
矛
盾
だ
と
い
う
論
理
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
も
そ
も
精
神
障
害
者
を
一
人
前
の
人
格

と
み
な
し
て
い
な
い
（
本
文
で
あ
げ
た
例
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、老
木
同
然
の
扱
い
を

し
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
服
部
（2008

）
は
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ

び
刑
法
学
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
見
て
取
り
、「
人
間
を
自
律
的
な
自
由
意
志
の
主

体
と
考
え
、そ
の
本
質
を
人
間
の
理
性
的
本
質
に
求
め
た
近
代
思
想
の
伝
統
」
に
よ
る

も
の
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
「
理
性
主
義
的
な
近
代
の
ひ
と
つ
の
考
え
方
、
つ
ま
り
人

間
の
本
質
を
精
神
的
あ
る
い
は
理
性
的
本
質
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
一

種
の
暴
力
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
服
部
、一
七
六

頁
以
下
）。
こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
に
も
そ
の
ま
ま
差
し
向
け
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

⑫　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
一
〇
一
節
参
照
。

⑬　

あ
る
い
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
誰
を
罰
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ

り
、こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、「
罪
を
犯
し
た
も
の
だ
け
を
罰
し
て
よ
い
の
で
あ
っ

て
、
無
実
の
人
を
罰
し
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
る
（H

öffe,229

）。
も
し
も
無
実
に
人

を
罰
し
て
も
よ
い
と
い
う
な
ら
、そ
れ
は
見
せ
し
め
に
よ
り
今
後
の
犯
罪
を
防
ぐ
た
め

と
い
う
仮
言
命
法
に
な
る
。
そ
う
し
た
条
件
を
付
加
す
る
こ
と
な
く
、罪
を
犯
し
た
者

に
対
し
て
は
、
無
条
件
に
刑
罰
を
科
す
べ
し
と
い
う
の
が
定
言
命
法
で
あ
る
。

⑭　

わ
れ
わ
れ
人
間
は
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
で
も
あ
る
の
で
、法
を
遵
守
す

る
こ
と
も
あ
れ
ば
法
に
違
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る

4

4

4

4

。そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
選
択
意
志

（W
illk

ü
r

）
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
帰
責
能

力
が
あ
り
、
刑
罰
が
有
意
味
と
な
る
。
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カ
ン
ト
の
刑
罰
論

943

⑮　

こ
の
二
面
性
を
捉
え
る
こ
と
な
く
、そ
も
そ
も
別
も
の
で
あ
る
両
者
を
ひ
と
ま
と
め

に
し
て
し
ま
い
、そ
こ
に
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
死
刑
を
斥
け
た
の
が
ベ
ッ
カ
リ
ア

だ
と
い
え
る
。
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば
、こ
れ
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
っ
て
い
る
の
と
同

じ
こ
と
で
あ
る
。

⑯　

で
は
、
そ
も
そ
も
法
に
し
た
が
う
こ
と
自
体
に
同
意
し
な
い
者
、
し
た
が
っ
て
立
法

す
る
（
自
分
自
身
も
含
め
て
普
遍
的
妥
当
す
る
法
を
創
出
す
る
）
こ
と
自
体
に
参
加
し

よ
う
と
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。そ
う
い
っ
た
者
は

自
然
状
態
に
と
ど
ま
り
市
民
的
状
態
に
移
行
す
る
こ
と
を
拒
む
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
市
民
状
態
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
は
、本
稿
と
は

別
の
論
点
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

⑰　

カ
ン
ト
自
身
こ
の
問
題
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
一
七
九
二
年
十
二
月

二
十
一
日
付
の
エ
ル
ハ
ル
ト
宛
書
簡
か
ら
窺
え
る
（X

I 398f.

）。

⑱　

 M
u

rph
y, pp.438-440.
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