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安
平
政
吉
博
士
の
人
格
責
任
論

中

島

広

樹

序

今
日
「
人
格
形
成
責
任
と
は
、
責
任
の
基
礎
と
な
る
の
は
一
次
的
に
は
個
々
の
構
成
要
件
該
当
の
違
法
行
為
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
二

次
的
に
行
為
の
背
後
に
存
在
す
る
素
質
・
環
境
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
主
体
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
行
為
者
の
潜
在
的
人
格
体
系
で
あ

る
と
解
す
る
学
説
だ
が
、
個
人
の
生
活
に
対
す
る
過
度
の
干
渉
に
な
る
等
の
批
判
が
あ
る
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
人
格
形
成
責
任
論

は
、
団
藤
重
光
博
士
の
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
格
責
任
論
と
同
じ
概
念
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
格
責
任

序一

行
為
者
人
格
の
意
義

二

実
定
法
上
の
概
念
と
し
て
の
行
為
者
人
格

三

刑
事
政
策
よ
り
眺
め
た
る
行
為
者
人
格

四

法
律
哲
学
的
に
眺
め
た
る
行
為
者
人
格

五

行
為
者
人
格
の
綜
合
的
考
察

結
語
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論
の
一
応
の
完
成
形
態
と
評
さ
れ
て
お
り
、
人
格
責
任
論
そ
の
も
の
と
は
、
い
ち
お
う
区
別
さ
れ
て
い（
1
）る。

人
格
責
任
論
は
、
団
藤
博
士
だ
け
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
観
念
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
誕
生
し
、
そ
こ
で
成
長
を
遂
げ
た
行
為
者
責
任
論

が
め
ざ
し
た
「
旧
派
と
新
派
な
い
し
責
任
と
危
険
性
の
止
揚
」
を
出
発
点
と
す
る
理
論
な
い
し
理
論
傾
向
で
あ
り
、
わ
が
国
で
最
初
に
明

確
に
人
格
責
任
論
を
意
識
的
に
展
開
し
た
の
は
安
平
政
吉
博
士
で
あ
っ（
2
）た。

本
稿
で
は
、
こ
の
安
平
博
士
の
人
格
責
任
論
の
内
容
を
検
討
し
、
団
藤
説
へ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一

行
為
者
人
格
の
意
義

安
平
政
吉
博
士
は
、
昭
和
一
三
年
に
著
し
た
「
刑
法
に
於
け
る
行
為
者
人
格
の
理
論
」
で
自
説
の
概
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

ま
ず
、「
行
為
者
人
格
の
意
義
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
安
平
博
士
は
刑
罰
法
規
は
、
一
般
に
「
何
々
を
為
し
た
る
者
は
、
何
々
の
罰
に
処
す
」
と
し
て
、
刑
罰
法
規
が
今
日
に
い

わ
ゆ
る
構
成
要
件
と
法
定
刑
を
一
体
と
し
て
規
定
し
て
い
る
事
実
を
挙
げ
、
一
定
の
犯
罪
事
実
が
人
的
現
象
の
そ
れ
と
し
て
の
「
人
」
を

離
れ
て
存
在
し
得
ず
、
法
文
の
上
に
お
い
て
は
「
何
々
を
為
し
た
る
者
」
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
犯
罪
を
原
因
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
刑
罰

な
る
も
の
が
当
該
事
実
を
惹
起
せ
し
め
た
人
以
外
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
刑
罰
を
負
荷
し
行
使
す
る
目
標
な
る

も
の
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
か
か
る
犯
罪
行
為
者
を
し
て
一
定
の
方
向
に
導
か
ん
と
す
る
見
地（
改
善
刑
論
）に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
限
り
、

犯
罪
及
び
刑
罰
並
び
に
両
者
の
関
係
を
研
究
対
象
と
す
る
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
行
為
す
る
人
」（H

andelunde
M
enshu

）の
把

握
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
を
帰
趨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
だ
と
い
う
認
識
か
ら
議
論
を
始
め
る
の
だ
。
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安
平
博
士
の
時
代
に
は
、
国
民
を
主
に
儒
教
的
道
徳
に
よ
っ
て
善
導
し
な
け
れ
ば
、
皇
国
は
滅
ぶ
と
い
う
よ
う
な
危
機
感
は
、
常
住
わ

が
国
に
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
民
法
出
で
て
忠
孝
滅
ぶ
』
と
い
う
穂
積
八
束（
一
八
六
〇
―
一
九
一
二
）の
存
念
は
有
名
で
あ
る
が
、

教
育
勅
語
の
発
布（
一
八
九
〇
年
）が
、
民
法
の
権
利
意
識
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
日
本
に
は
、
孝
道
を
柱
と
す
る
道
徳
が
廃
れ
る
こ
と
を
畏
れ
る
空
気
が
常
に
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ（
3
）る。
受
刑
者
を
は
じ
め
と

す
る
国
民
の
善
導
を
教
育
勅
語
の
内
容
を
な
す
伝
統
的
善
悪
観
念
を
中
心
と
す
る
価
値
体
系
へ
の
馴
化
と
い
う
形（
勧
善
懲
悪
）で
行
う
、

と
い
う
考
え
方
が
当
時
の
刑
法
に
は
強
か
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ（
4
）う。

と
こ
ろ
で
、
安
平
博
士
は
従
来
の
刑
罰
諸
立
法
、
刑
法
学
理
論
、
判
例
が
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
主
と
し
て
、
犯
罪
行
為
を
中
心

に
置
き
、
行
為
者
は
二
次
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
趣（
伝
統
的
行
為
主
義
の
応
報
観
）が
あ
る
と
分
析
し
、
一
八
八
二
年
の
リ
ス
ト（Franz

E
duard

von
L
iszt,

一
八
五
一
―
一
九
一
九
）の『「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
」
に
お
け
る
目
的
思
想（D

er
Z
w
eckgedannke

im

Strafrecht

）』な
る
講
演
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
犯
罪
は
一
定
行
為
者
の
行
為
で
あ
る（D

ie
Tat
ist
des
taters

）」と
い
う
考
え
方
は
、
約

五
〇
年
を
か
け
て
刑
法
学
徒
の
承
認
を
得
た
、
と
い
う
認
識
を
前
提
と
す
る
諸
国
の
刑
法
改
正
事
業
は
一
定
の
成
果
を
え
た
が
、
な
お
そ

の
実
現
の
程
度
は
不
十
分
で
あ
る
と
論
じ
て
い（
5
）た。

し
か
も
、
安
平
博
士
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
近
時
は
学
派
の
如
何
を
問
わ
ず
刑
法
の
諸
問
題
の
研
究
は
「
行
為
者
た
る
人
」
の
把
握
よ
り

出
発
し
、
こ
れ
を
帰
着
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
力
説
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ（
6
）る。
そ
し
て
、
そ
れ
は
法
哲
学
に
お
け
る
現

象
学
的
傾
向
の
再
展
開
な
い
し
歴
史
的
行
為
的
人
間
の
思
想
の
主
張（E

.
W
olf,
N
agler,

M
ezger,

E
.
Shum

idt

）の
刑
法
的
帰
結
と
い
う

べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
族
共
同
態
保
護
、
独
裁
主
義
、
行
為
主
義
の
国
家
理
念
や
政
治
思
想
の
刑
法
的
一
適

用
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
と
す
る
。
他
方
、
行
為
者
人
格
の
重
要
性
の
主
張
は
、
上
記
の
よ
う
な
哲
学
理
論
・
政
治
的
国
家
理
念
に
支
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配
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
の
自
覚
的
認
識
も
語
ら
れ
て
い（
7
）る。

す
な
わ
ち
安
平
博
士
に
よ
れ
ば
、
刑
法
に
お
け
る
行
為
者
な
る
人
格
吟
味
問
題
の
重
要
性
は
、
す
で
に
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て

い
る
し
、
そ
も
そ
も
「
行
為
者
人
格
が
犯
罪
主
体
の
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
刑
罰
行
使
の
対
象
を
な
す
限
り
、
そ
れ
は
刑
法
問
題

の
発
端
で
あ
り
目
標
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
」
と
さ
れ
、「
刑
法
上
の
諸
概
念
の
構
成
や
刑
罰
の
実
際
的
行
使
に
お
い
て
、
こ
れ
を

目
的
論
的
に
実
証
科
学
的
に
、
文
化
的
に
、
全
社
会
的
に
、
有
価
値
的
に
、
人
道
的
に
事
を
考
え
、
こ
れ
を
実
現
化
せ
ん
と
す
る
限
り
、

そ
こ
に
行
為
者
人
格
の
問
題
は
必
然
的
に
、
一
切
刑
法
問
題
の
基
礎
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
ら
れ（
8
）る。
す
な
わ

ち
、
安
平
博
士
の
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
刑
法
が
そ
も
そ
も
人
格
を
出
発
点
と
し
、
人
格
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
い
る
事
実
を
直
視
す

る
な
ら
ば
、
刑
法
は
単
な
る
行
為
だ
け
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
安
平
博
士
は
行
為
者
人
格
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
は
、
第
一
に
刑
法
立
法
の
内
容
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
、
第
二
に

現
行
刑
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
何
人
が
行
為
者
の
範
疇
に
入
る
か
に
関
し
て
正
当
な
解
決
と
と
も
に
刑
事
責
任
の
認
定
に
正
当
な
根
拠
を

与
え
る
、
第
三
に
政
策
的
見
地
か
ら
す
る
刑
罰
の
現
実
的
行
使
に
あ
た
り（
そ
の
目
的
の
設
定
や
手
段
・
方
法
の
採
用
に
つ
い
て
）新
視
界

を
投
影
す
る
、
と
い
う
意
味
で
刑
法
問
題
の
運
命
を
決
す
る
、
と
説（
9
）く。

そ
れ
で
は
、
犯
罪
行
為
者
の
人
格
は
、
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
安
平
博
士
は
、
自
問
し
、
こ
う
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、

前
記
リ
ス
ト
の
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
」
で
な
さ
れ
た
一
応
の
解
答
に
於
い
て
示
さ
れ
た
行
為
者
人
格
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
甚
だ
し
く

自
然
科
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
行
為
者
人
格
の
解
明
と
理
解
が
全
く
欠
如
す
る
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
、
と
評
し
て
い（
10
）た。
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具
体
的
に
い
う
と
、
安
平
博
士
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ト
の
犯
罪
行
為
者
観
と
い
う
の
は
、
第
一
に
犯
罪
行
為
者
は
犯

罪
的
結
果
事
実
に
対
し
て
犯
罪
の
惹
起
者
で
あ
り
、
法
律
的
価
値
関
係
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
自
然
因
果
中
の
一
原
因
体
に
外
な
ら
ず
、

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
結
果
的
事
実
惹
起
者
た
る
行
為
者
の
実
質
は
一
つ
の
精
神
的
体
構
的
な
個
人
的
特
殊
存
在
で
あ
り
、
そ
の
現
実
的

存
在
は
生
来
の
素
質
と
社
会
的
影
響
と
の
所
産
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
行
為
者
と
し
て
の
犯
人
の
本
質
と
は
何

か
と
い
う
問
い
の
答
え
は
、
個
人
的
の
性
状
が
、
行
為
者
人
格
の
内
容
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
、
と
結
論
付
け（
11
）る。

こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
の
犯
罪
行
為
者
の
認
識
・
理
解
に
つ
い
て
、
安
平
博
士
は
、
そ
れ
で
は
、
個
人
の
性
状
が
犯
罪
の
原
因
で
、
刑
罰

制
裁
の
対
象
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
行
為
者
人
格
を
純
粋
に
自
然
科
学
的
な
い
し
社
会
科
学
的
に
把
握
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為
・
結
果
は
科
学
的
に
必
然
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
刑
法
上
の
責
任
の
大
半
は
否
定
さ
れ
よ
う
し
、
法
解
釈

の
場
面
に
於
い
て
も
、
リ
ス
ト
の
議
論
は
、
す
で
に
理
論
的
に
無
価
値
な
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

リ
ス
ト
自
身
も
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
総
括
す
る
。
そ
し
て
、
実
証
科
学
的
な
人
格
把
握
も
全
然
誤
り
だ
と
は
言
え
な
い
が
、

そ
れ
は
、
人
格
の
自
由
意
思
的
方
面
を
等
閑
に
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
だ
と
、
ま
と
め
る
わ
け
で
あ（
12
）る。
と
こ
ろ
で
、
安
平
博
士
は
、
時
々

「
性
状
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
が
、
新
派
の
用
い
る
「
性
格
」
と
同
意
義
な
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
安
平
論

文
を
読
む
際
に
は
、
注
意
を
要
す
る
と
思
わ
れ（
13
）る。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
安
平
博
士
は
、
一
切
の
刑
法
的
思
惟
の
基
礎
を
な
す
行
為
者
人
格
の
本
質
並
び
に
刑
法
学
的
意
義
に

つ
い
て
論
議
を
進
め
て
い
こ
う
と
考
え
、
同
時
に
行
為
者
人
格
の
本
質
や
刑
法
的
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
が
将
来
の
刑
法
を
考
え
る
上
で

何
を
導
く
か
に
つ
い
て
も
、
私
見
の
一
端
を
披
歴
し
た
い
と
前
置
き
し
つ
つ
、
本
論
へ
と
入
っ
て
い
く
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
先
立
ち
安
平
博
士
は
、
あ
ら
か
じ
め
三
点
の
注
意
事
項
を
指
摘
す
る
。
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ま
ず
、
刑
法
に
お
け
る
行
為
者
人
格
は
、
犯
罪
人
も
、
被
害
者
も
、
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
罰
を
加
え
る
者
も
や
は
り
刑
法
に
お
け
る
人

間
で
あ
り
、
将
来
と
の
関
係
に
於
い
て
は
行
為
者
人
格
で
あ
る
が
、
刑
法
的
秩
序
の
破
壊
者
と
し
て
主
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
「
犯
罪

人
格
」
な
の
だ
か
ら
、
以
下
の
論
議
の
対
象
と
な
る
の
は
「
犯
罪
行
為
者
の
人
格
」
で
あ
る
と
い
う
一
点
が
第
一
の
注
意
事
項
で
あ
る
と

指
摘
す（
14
）る。

次
に
、「
行
為
者
人
格
」
と
は
、
常
に
一
定
の
事
実
に
現
わ
れ
る
個
別
特
殊
的
の
人
以
外
に
あ
り
得
な
い
が
、
こ
こ
に
い
う
行
為
者
人

格
と
は
決
し
て
具
体
的
人
間
の
そ
れ
で
は
な
く
、
多
少
抽
象
化
さ
れ
た
行
為
者
人
格
の
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
第
二
の
注
意
事
項
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い（
15
）る。

最
後
に
安
平
博
士
は
、
も
と
も
と
刑
法
に
於
い
て
一
定
の
人
格
か
ら
離
れ
た
行
為
を
論
じ
て
も
無
意
義
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
人
格

の
徴
表
と
し
て
見
ら
れ
な
い
無
意
識
に
基
く
行
為
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
か
ら
、
要
は
た
だ
行
為
の
瞬
間
に
お
け
る
行
為

者
の
一
定
の
可
変
的
人
格
方
向（eine
im
A
usgenblick

der
Tat
veranderte

Porsonlichkeitsrichtung
des
Taters

）、
そ
れ
が
行
為
者

の
平
常
的
人
格
に
対
比
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
如
何
な
る
意
義
を
発
見
し
う
る
や
の
一
線
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
以
下
に
お
け
る

行
為
者
人
格
の
観
察
方
向
と
て
も
こ
の
よ
う
な
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
第
三
の
注
意
事
項
と
し
て
指
摘
す
る
の（
16
）だ。

こ
の
よ
う
な
注
意
事
項
の
見
地
か
ら
す
る
犯
罪
行
為
者
の
人
格
の
本
質
的
解
明
は
、
研
究
目
標
の
如
何
に
よ
り
、
安
平
に
よ
る
と
、
概

ね
三
方
向
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
法
律
哲
学
的
見
地
か
ら
の
解
明
で
あ
り
、
第
二
は
、
実
定
法
解
釈
上
の
解
明
で
あ
り
、
第
三
は
刑
事
政
策
的
見

地
か
ら
の
解
明
で
あ
り
、
前
二
者
は
法
律
的
価
値
の
観
点
か
ら
す
る
規
範
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
は
、
実
証
科
学
的
な

い
し
因
果
的
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
前
者
の
見
地
を
一
次
的
と
し
な
が
ら
、
刑
事
政
策
的
見
地
を
副
次
的
な
意
味
で
と
り
あ
げ
る
、
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と
し
つ
つ
、
本
論
に
踏
み
出
し
て
ゆ（
17
）く。

二

実
定
法
上
の
概
念
と
し
て
の
行
為
者
人
格

安
平
博
士
は
、
行
為
者
人
格
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
現
行
刑
法
上
、
行
為
者
人
格
が
如
何
に
扱
わ
れ
て
い
る
か

と
い
う
角
度
か
ら
考
察
を
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
が
、
従
来
の
刑
法
及
び
刑
法
学
に
於
い
て
は
、
行
為
者
よ
り
も
行
為
が

第
一
次
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
に
せ
よ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
行
為
者
人
格
が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
行
為
者
な
る
人
間
は
、
行
為
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
、
と
の
認
識
を
提
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
法
各
本
条
は
表
面
的
に
は
行
為
事
実
を
示
す
と
は
い
え
、
そ
の
行
為
事
実
を
結
局
「
〜
を
な
し
た
る
者
」
な
る
人
に
帰

属
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
応
報
刑
的
見
地
か
ら
と
は
い
え
、
犯
罪
の
動
機
、
あ
る
い
は
犯
情
悔
悟
の
情

と
い
う
よ
う
な
若
干
、
人
的
分
子
に
よ
っ
て
刑
の
量
定
が
重
大
に
支
配
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
こ
の
事
情
を
物
語
る
も
の
だ

か
ら
と
、
敷
衍
す（
18
）る。

つ
ま
り
、
諸
国
の
立
法
例
と
同
様
に
わ
が
現
行
刑
法
典
の
も
と
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
、
〜
を
な
し
た
る
者
は（
あ
る
い
は
何
人
と

い
え
ど
も
）と
い
う
甚
だ
形
式
的
な
語
を
用
い
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
、
と
認
め
る
反
面
、
多
少
「
者
」
に
内
容
・
制
限
を
加
え
て
い

る
例
外
的
場
合
が
な
い
で
は
な
い
、
と
し
て
原
則
と
し
て
行
為
者
を
形
式
的
に
扱
っ
て
い
る
現
行
刑
法
に
若
干
実
質
的
性
格
を
帯
び
た
行

為
者
概
念
が
例
外
的
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
刑
法
総
則
に
お
け
る
「
公
務
員
」、「
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら

れ
た
る
者
」（
刑
法
二
八
条
）、「
心
神
喪
失
者
」（
刑
法
三
九
条
一
項
）、「
瘖
唖
者
」（
刑
法
四
〇
条
）、「
一
四
歳
未
満
の
者
」、「
犯
罪
の

実
行
に
着
手
し
之
を
遂
げ
ざ
る
者
」（
刑
法
四
三
条
）、「
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
者
」（
刑
法
五
六
条
一
項
）、「
再
犯
者
」、「
三
犯
以
上
の
者
」、
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「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
る
者
」（
刑
法
六
〇
条
）、「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
せ
し
め
た
る
者
」（
刑
法
六
一
条
一
項
）、

「
正
犯
を
幇
助
し
た
る
者
」（
刑
法
六
二
条
一
項
）
な
ど
、
刑
法
各
則
に
お
け
る
「
医
師
、
薬
剤
師
、
薬
種
商
、
産
婆
、
弁
護
人
、
公
証

人
、
ま
た
は
之
等
の
職
に
在
り
し
者
」（
刑
法
一
三
四
条
一
項
）、「
法
律
に
依
り
宣
誓
し
た
る
証
人
、
鑑
定
人
」（
刑
法
一
六
九
条
・
一
七

一
条
）、「
有
夫
の
婦
」（
刑
法
一
八
三
条
）、「
配
偶
者
あ
る
者
」（
刑
法
一
八
四
条
）、「
常
習
と
し
て
博
戯
又
は
賭
博
を
為
し
た
る
者
」（
刑

法
一
八
六
条
一
項
）、「
裁
判
、
検
察
、
警
察
の
職
務
を
行
い
又
は
之
を
補
助
す
る
者
」（
刑
法
一
九
四
条
）、「
仲
裁
人
」（
刑
法
一
九
七
条

一
項
）、「
一
定
の
業
務
者
」（
刑
法
二
五
三
条
）、「
老
者
、
幼
者
、
不
具
者
、
病
者
を
保
護
す
る
責
任
あ
る
者
」（
刑
法
二
一
八
条
）、
な

ど
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
は
、
行
為
者
人
格
の
極
め
て
外
形
的
な
一
態
様
に
過
ぎ
ず
、
行
為
者
人

格
な
る
「
者
」
そ
れ
自
体
の
内
容
に
つ
い
て
、
何
か
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
評
し
て
い（
19
）る。

こ
う
し
て
、
安
平
博
士
は
実
定
法
た
る
現
行
刑
法
を
観
察
し
た
結
果
、
そ
こ
に
存
す
る
と
認
め
ら
れ
た
行
為
者
人
格
は
、
そ
の
意
味
と

重
さ
に
お
い
て
、
甚
だ
し
く
形
式
的
し
か
も
軽
い
も
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
そ
れ
は
、
い
わ
ば
一
定
の
成
熟
期
に
達
し
た
一
定
の
欠
陥

性
な
き
も
の
で
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
よ
い
、
い
わ
ゆ
る
平
均
人
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
実
際
に

お
い
て
、
何
ら
か
の
犯
行
を
演
ず
る
具
体
的
行
為
者
人
格
の
性
状
か
ら
ま
っ
た
く
遊
離
し
た
も
の
だ
と
結
論
づ
け
る
の（
20
）だ。

し
か
し
、
現
行
刑
法
を
定
立
し
た
立
法
者
意
思
な
る
も
の
は
、
犯
罪
行
為
を
惹
起
す
る
人
格
の
内
容
に
関
し
て
は
特
別
に
吟
味
を
加
え
、

敢
え
て
分
類
を
試
み
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
法
律
上
人
は
画
一
平
等
で
あ
り
、
差
等
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
す
べ

て
一
定
の
発
育
に
達
し
た
異
常
無
き
平
均
人
で
あ
る
限
り
、
違
法
行
為
に
対
す
る
責
任
は
斉
一
的
に
平
等
た
る
べ
く
、
た
だ
犯
罪
の
軽
重

並
び
に
動
機
の
如
何
、
犯
情
、
悔
悟
等
に
よ
り
量
刑
を
多
少
異
に
す
る
と
い
う
一
種
の
抽
象
的
個
人
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
現
行
刑
法
立
法
者
の
予
定
し
て
い
る
行
為
者
人
格
と
い
う
も
の
は
、
一
面
に
お
い
て
反
省
の
主
体
と
し
て
、
人
は
刑
事
制
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裁
に
よ
り
正
常
の
法
律
意
識
に
復
帰
し
う
べ
き
性
状
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
、
そ
れ
は
決
し
て
具
体

的
な
生
き
た
人
間
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
法
律
の
世
界
に
立
て
る
平
均
的
法
律
人
が
極
め
て
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
る
ま

で
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
お（
21
）り、
実
定
法
た
る
刑
法
の
前
提
す
る
行
為
者
人
格
が
い
わ
ば
平
均
的
・
形
式
的
・
没
個
性
的
で
あ
る
こ
と

が
、
重
ね
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
応
報
主
義
の
予
想
す
る
単
一
平
等
な
る
理
性
人
は
、
単
純
な
る
抽
象
的
思
惟
の
産
物
と
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
、

こ
の
よ
う
な
理
性
的
人
間
型
を
基
礎
と
し
て
今
日
の
具
体
的
犯
罪
者
及
び
犯
罪
を
理
解
し
評
価
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
も
の

で
あ
り
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
人
格
は
、
正
常
な
る
機
会
犯
人
に
対
し
て
、
若
干
の
妥
当
性
を
も
ち
得
る
の
み
で
あ
る
、
と
述
べ
て

い（
22
）る。

さ
ら
に
、
安
平
博
士
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
予
定
さ
れ
て
い
る
人
格
は
、
自
由
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
甚
だ
利

己
的
、
且
つ
理
知
的
な
も
の
で
あ
り
、
各
人
は
各
自
の
利
益
を
追
求
し
な
が
ら
生
活
し
つ
つ
、
経
済
的
に
孤
立
し
て
い
る
と
い
う
意
義
に

於
い
て
自
由
な
る
而
も
政
治
的
に
は
無
色
中
立
、
何
れ
の
階
級
に
も
不
参
加
的
に
生
活
す
る
抽
象
的
、
個
別
的
主
体
と
し
て
の
人
格
で
あ

る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
人
格
型
に
は
、
前
期
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
遺
憾
な
く
反
影
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

な
お
そ
れ
に
随
伴
し
て
い
る
経
済
的
自
由
主
義
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
し
か
し
、
今
日
の
刑
法
的
運
用
の
実
際
に
於
い
て
、
そ
こ
に
問
題
と
さ
れ
る
行
為
者
人
格
の
多
く
は
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な
理
知

的
の
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
、
か
つ
自
由
的
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
応
報
主
義
の
現
行
刑
法
が
予
想
し
て
い
る

行
為
者
人
格
は
、
極
め
て
形
式
的
、
謂
わ
ば
い
か
な
る
人
で
も
、
人
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
甚
だ
無
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今

日
主
と
し
て
実
際
に
問
題
と
さ
れ
る
以
上
人
格
に
対
す
る
描
写
と
し
て
何
ら
か
の
内
容
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
の
刑

法
の
人
格
観
と
し
て
安
平
博
士
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ（
23
）た。
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安
平
博
士
の
認
識
通
り
、
現
行
刑
法
が
人
格
と
い
う
主
観
的
概
念
を
そ
も
そ
も
特
に
必
要
と
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
刑
法
三

九
条
は
、
人
格
的
能
力
と
し
て
の
責
任
能
力
を
い
わ
ば
裏
返
し
た
立
場
か
ら
規
定
し
て
い（
24
）るが
明
文
で
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
し

て
い
な
い
。
刑
法
三
八
条
は
「
罪
を
犯
す
意
思
」
と
し
て
故
意
の
必
要
性
を
規
定
す
る
が
、
人
格
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
し
、
各
則

上
の
「
過
失
犯
」
規
定
に
も
人
格
概
念
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

学
説
的
に
は
、
む
し
ろ
周
知
の
通
り
刑
法
学
で
は
人
格
責
任
論（Porsonlichkeitsshuld

）よ
り
も
性
格
責
任
論（C

haraktershulud

）と
い

う
言
葉
が
新
派
理
論
で
は
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
人
格
よ
り
も
性
格
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
後
年
、
人
格
形
成
責
任
論
を
主
唱

し
た
団
藤
博
士
自
身
は
新
派
と
旧
派
の
立
場
を
止
揚
し
よ
う
と
考
え
た
と
き
、
性
格
責
任
論
の
よ
う
に
社
会
的
に
危
険
な
性
格
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
直
ち
に
道
義
的
非
難
を
向
け
る
こ
と
は
、
刑
法
か
ら
人
間
性
を
奪
い
去
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、

主
体
性
を
含
意
す
る
人
格
と
い
う
概
念
を
用
い
た
、
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
行
っ
て
い（
25
）る。

多
方
、
安
平
博
士
に
お
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
人
格
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
と
く
に
論
じ
て
は
い
な
い
。

も
し
か
す
る
と
、
安
平
博
士
は
旧
派
の
前
提
と
す
る
行
為
責
任
を
新
派
の
主
張
す
る
性
格
責
任
と
置
き
換
え
て
、
性
格（
性
状
）と
人
格
を

同
じ
意
味
で
主
張
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
於
い
て
、
安
平
博
士
は
、
現
行
刑
法
上
の
行
為
者
人
格
像
が
抽
象
的
・
形
式
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、（
ａ
）刑
事

裁
判
上
の
行
為
者
人
格
は
、
常
に
一
定
の
実
質
的
行
為
者
で
あ
り
、
し
か
も
裁
判
が
犯
罪
そ
れ
自
体
を
裁
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

犯
罪
を
契
機
と
し
て
、
結
局
は
行
為
者
と
い
う
人
を
裁
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
具
体
的
行
為
者
の
人
格
に
対
す
る
策
を
考
え
る

こ
と
な
く
し
て
刑
事
司
法
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
ち
え
な
い
、
と
説
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
刑
法
は
一
般
行
為
者
を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
画
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一
公
平
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
の
に
反
し
て
、
刑
事
裁
判
は
、
こ
れ
を
個
別
的
に
そ
の
人
格
に
対
応
し
て
真
の
意
味
に
お
け
る
公
平
対
策

を
考
え
よ
う
と
す
る
一
種
の
欺
瞞
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、（
ｂ
）刑
罰
の
執
行
に
目
を
移
す
と
き
、
た
と
え
判
決
に
於
い
て
同
一
の
刑
罰
を
受
け
た
犯
人
と
い
え
ど
も
、
そ
の
人
格
を
異

に
す
る
こ
と
か
ら
、
自
ず
か
ら
刑
罰
執
行
の
方
法
も
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
執
行
後
の
成
績
が
異
な
る
と
い
う

の
で
、
事
実
上
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
の
範
囲
も
勢
い
差
異
を
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
仮
釈
放
後
の
観
察
方
法
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ（
26
）う。

さ
て
、
安
平
博
士
は
、
現
行
刑
法
が
、
そ
の
根
本
機
構
と
し
て
、
刑
法
典
上
に
於
い
て
行
為
者
人
格
を
抽
象
的
・
形
式
的
に
取
り
扱
っ

て
い
る
こ
と
は
、
一
八
世
紀
来
の
自
然
法
的
な
考
え
方
、
個
人
平
等
主
義
、
機
械
主
義
の
遺
物
で
あ
り
、
一
つ
の
仮
定
に
過
ぎ
な
い
、
と

再
説
し
、
行
為
主
義
の
刑
法
は
、
行
為
者
人
格
主
義
の
刑
法
思
想
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
べ
き
運
命
を
持
つ
、
と
述
べ
、
少
な
く
と
も
今
日

の
刑
法
各
則
は
、
一
定
の
生
き
た
行
為
者
類
型
を
予
想
す
る
も
の
と
、
理
解
す
べ
く
仮
に
行
為
者
主
義
の
出
現
は
、
な
お
遠
し
と
す
る
も
、

す
で
に
解
釈
と
し
て
は
各
則
に
お
け
る
各
種
の
行
為
形
式（
た
ぶ
ん
、
い
わ
ゆ
る
目
的
犯
・
傾
向
犯
・
表
現
犯
等
の
事
で
あ
ろ
う
）は
、
各

行
為
者
人
格
に
連
関
せ
し
め
て
、
観
念
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
安
平
博
士
は
、
現
行
刑
法
各
則
に
若
干
の
「
目
的
犯
」（「
目
的
罪
」
と
表
現
さ
れ
る
）が
規
定
さ
れ
、
行
為
者
人
格
の
主
観

的
違
法
要
素（
内
心
的
違
法
分
子
、
と
表
現
さ
れ
る
）が
、
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
こ
に
「
犯
罪
構
成
要
件
の

立
証
上
困
難
な
場
合
を
生
じ
る
と
は
雖
も
」
な
お
一
部
分
な
り
と
も
、
行
為
者
人
格
そ
れ
自
体
の
内
容
を
法
規
的
に
徴
表
さ
せ
た
も
の
と

し
て
、
人
格
主
義
の
刑
法
進
出
に
対
し
て
一
種
の
暗
示
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
甚
だ
有
意
義
で
あ
る
と
評
価
し
て
い（
27
）るも
の
の
、
こ
の

よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
法
文
の
構
成
は
、
法
律
規
範
の
客
観
性
及
び
刑
事
責
任
の
立
証
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
上
、
極
め
て
困
難
で
あ
り
、

そ
れ
は
行
為
者
の
内
部
的
諸
性
状
の
観
察
を
、
こ
れ
に
対
応
し
て
一
定
の
外
部
的
事
実
に
還
元
せ
し
め
、
以
て
一
定
の
法
文
形
式
に
表
現

せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
の
下
に
置
か
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
単
な
る
法
律
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、
内
実
的
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に
人
間
の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
生
物
学
的
、
体
構
的
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
、
経
済
学
的
等
の
科
学
的
方
面
よ
り
す
る
行
為
者
性
状
の

把
握
、
お
よ
び
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
の
一
定
の
哲
学
的
、
精
神
文
化
主
体
と
し
て
の
人
間
の
把
握
を
前
提
に
実
証
科
学
的
見
地
よ
り
す

る
行
為
者
人
格
把
握
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
刑
事
政
策
的
に
探
究
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
安
平
博
士
自
身
も
、
刑
事

政
策
的
方
面
に
お
け
る
行
為
者
人
格
の
理
論
の
探
求
に
移（
28
）る。

三

刑
事
政
策
よ
り
眺
め
た
る
行
為
者
人
格

﹇
1
﹈
安
平
博
士
に
よ
る
と
、
刑
事
政
策
は
、
予
め
刑
法
典
に
お
い
て
犯
罪
行
為
が
発
生
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
て
一
定
の
刑
罰
を

科
す
べ
き
こ
と
を
一
般
人
に
予
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
を
し
て
犯
罪
よ
り
遠
ざ
か
ら
し
め
、
か
つ
、
現
実
に
刑
罰
を
行
使
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
特
定
の
個
人
及
び
一
般
大
衆
の
犯
罪
的
人
格
に
対
し
て
、
一
定
の
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
こ
う
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
行
為
者
人
格
は
、
果
た
し
て
何
ら
か
の
刺
激
影
響
に
よ
っ
て
本
質
的
に
変
革
さ
せ

ら
れ
、
刑
政
の
理
念
と
す
る
方
向
に
指
導
せ
ら
れ
う
べ
き
適
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
が
、
科
学
的
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ（C

esare
L
om
broso,

一
八
三
五
―
一
九
〇
九
）以
降
近
く
は
メ
ッ
ガ
ー
の
近
著
「
刑
事
政
策

論
」（M

ezger,
K
rim
inalpolitik

）に
至
る
ま
で
の
犯
罪
学
に
お
い
て
種
々
に
論
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
人
に
対
す
る
自
然
科
学
的（
生
物
学
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
な
）考
察
を
必
要
と
す
る
と
共
に
、
第
二
に
、
人
に

対
す
る
社
会
学
的
研
究（
犯
罪
社
会
学
的
研
究
）を
必
要
と
し
、
主
と
し
て
科
学
的
方
面
よ
り
し
て
の
行
為
者
人
格
の
本
質
が
あ
き
ら
か

に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
、
安
平
博
士
は
一
般
予
防
お
よ
び
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
行
為
者
人
格
の
問
題
を
考
察
し
て

い
く
こ
と
に
な（
29
）る。



77 安平政吉博士の人格責任論

﹇
2
﹈Ⅰ

そ
こ
で
、
ま
ず
安
平
博
士
は
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
行
為
者
人
格
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
の
考
察
を
行
う
。
そ
こ
で
は
、
一

般
予
防
と
し
て
の
刑
事
政
策
は
、
社
会
全
体
の
関
係
と
し
て
犯
罪
性
を
可
能
な
限
度
に
縮
小
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
の

も
と
に
、
第
一
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ（Paul

Johann
A
nselm

von
Feuerbach,

一
七
七
五
―
一
八
三
三
）に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
心

理
強
制
説（psychologische

Z
w
angstheorie

）が
、
考
察
対
象
と
な
る
。
安
平
博
士
は
、
心
理
強
制
説
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、

「
一
切
の
社
会
人
、
法
律
違
反
に
傾
く
人
間
に
は
、
そ
の
心
理
的
成
立
要
因
と
し
て
、
常
に
快
楽
へ
の
欲
望
と
い
う
衝
動
を
持
つ
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
衝
動
は
一
切
の
行
為
せ
ん
と
す
る
者
に
対
し
て
、
も
し
そ
の
行
為
を
な
す
に
お
い
て
は
、
忽
ち
に
し
て
、
刑
罰
と

い
う
一
害
悪
を
随
伴
し
来
る
べ
く
、
そ
れ
は
遥
か
に
そ
の
行
為
を
な
さ
ざ
る
に
よ
り
て
生
ず
る
不
快
よ
り
も
、
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
を

連
想
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
圧
服
さ
れ
る
。
か
る
が
故
に
、
法
規
に
お
け
る
刑
罰
誡
告
の
目
的
な
る
も
の
は
、
法
律
の
侵
害
と
い
う

こ
と
に
傾
か
ん
と
す
る
一
切
人
の
心
理
に
対
し
て
、
一
種
の
害
悪
的
威
嚇
を
加
え
以
て
反
対
的
動
機
を
結
成
せ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
り
、

刑
罰
を
現
実
に
付
加
す
る
こ
と
の
目
的
は
、
右
の
ご
と
き
法
文
に
お
け
る
威
嚇
の
空
文
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
如
実
に
立
証
し
、
基
礎
付

け
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ず
」
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
平
博
士
は
「
事
実
に
お
い
て
社
会

が
犯
罪
人
を
出
す
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
彼
の
予
想
す
る
が
ご
と
き
人
格
の
外
に
あ
る
人
間
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
多
く
の
行
為
者
人
格
は
、
そ
の
行
動
に
際
し
て
一
切
の
成
立
せ
る
刑
法
を
思
い
浮
べ
、
そ
の
刑
罰
的
苦
痛
と
対
比
し
て
、
し
か
る

後
に
行
動
す
る
と
い
う
が
如
き
理
知
的
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
と
し
て
刑
事
政
策
の
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
領
域
は
、
か
か
る
理
知
的
以
外
の
行
為
者
に
対
す
る
場
合
が
多
き
を
占
む
る（
た
と
え
ば
、
衝
動
や
妄
想
に
基
づ
く
行
為
等
が
該
当

す
る
で
あ
ろ
う
）と
し
て
み
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
行
為
者
人
格
の
考
え
方
は
、
現
実
と
し
て
の
刑
政
を
考
え
る
上
で
無
意
義

も
し
く
は
無
価
値
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」、
と
批
判
的
に
評
価
す
る
。
こ
こ
で
、
安
平
博
士
の
い
わ
ゆ
る
「
理
知
」
と
い
う
も
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の
は
、
国
民
の
多
く
が
実
際
に
は
、
そ
れ
す
ら
犯
罪
時
に
は
持
た
な
い
動
物
的
「
ず
る
賢
さ
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
い
う
意
味

の
「
理
知
」
に
よ
っ
て
行
動
す
る
人
間
を
想
定
す
る
心
理
強
制
説
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル（G

eorg
W
ilhelm

Friedrich
H
egel,

一
七
七

〇
―
一
八
三
一
）は
「
人
間
を
犬
畜
生
と
同
一
視
」
す
る
も
の
、
と
生
理
的
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い（
30
）る。

そ
し
て
、
結
論
と
し
て
「
一
般
的
正
常
人
に
対
す
る
犯
罪
予
防
が
重
点
に
置
か
れ
、
し
か
も
そ
の
手
段
と
し
て
一
般
人
を
刑
罰
威
嚇

の
対
象
と
し
て
眺
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
は
、
人
を
威
迫
的
に
一
定
の
方
向
に
導
か
ん
と
す
る
理
論
以
外
の
何
物
で
も
な

く
、
と
う
て
い
文
化
的
な
理
論
た
り
え
な
い
。
そ
の
当
然
も
た
ら
す
結
論
は
、
要
す
る
に
法
定
刑
は
重
け
れ
ば
重
い
ほ
ど
刑
政
上
、
よ

り
効
果
的
で
あ
る
と
の
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
結
論
を
も
っ
て
甘
ん
ず
べ
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。」
と
否
定
的
に
述
べ（
31
）る。

﹇
2
﹈Ⅱ

安
平
博
士
は
、
さ
ら
に
前
述
の
心
理
強
制
説
を
深
化
さ
せ
た
一
般
予
防
思
想
と
し
て
、「
国
民
性
に
連
結
さ
れ
た
人
格
構
成
の

理
論（T

heorie
der

volksverbunndener
P
orsonlichkeitsgestaltung

）」を
見
出
す
の
だ
。
安
平
博
士
は
、
そ
の
論
旨
を
先
に
挙
げ
た

メ
ッ
ガ
ー
の
「
刑
事
政
策
論
」
に
依
拠
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
「
一
般
予
防
の
思
想
、
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
社

会
一
般
人
に
対
し
て
犯
罪
予
防
的
影
響
を
与
え
ん
と
す
る
思
想
は
、
常
に
建
設
的
意
義
を
持
つ
。
即
ち
か
か
る
刑
罰
威
嚇
手
段
を
一
定

の
行
為
事
実
に
適
用
す
べ
き
や
否
や
は
、
決
し
て
瞬
間
的
の
功
利
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
て
の
み
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ

れ
が
国
家
的
手
段
と
し
て
承
認
さ
れ
ん
が
た
め
に
は
、
正
し
い
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
を
換
え
て
い
え
ば
そ
れ
は
単
に
個
別

的
且
つ
現
在
的
の
目
的
に
奉
仕
す
る
の
み
な
ら
ず
、
合
理
的
人
間
よ
り
眺
め
、
永
久
的
絶
対
目
的
な
る
国
民
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
人

格
構
成
と
い
う
こ
と
に
合
致
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
正
し
き
応
報（G

erechte
V
ergeltunng

）と
い

う
こ
と
は
、
一
切
の
国
家
的
刑
事
政
策
の
動
か
し
が
た
き
指
導
線
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
知
的
道
徳
論
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
観
の
一
展
開
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
プ
ロ
イ
セ
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ン
や
ド
イ
ツ
刑
法
へ
と
移
入
し
た
の
が
、
ス
タ
ー
ル
の
法
律
哲
学
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
守
的＝

プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
的
世
界
観
の
著
名
な
形
式
者
と
し
て
、
そ
の
時
代
思
想
を
代
表
し
て
、
一
種
の
「
社
会
地
位
的＝

人
類
型
」
を
構
成
し
、
そ
れ
を

当
時
の
法
治
国
家
的
刑
法
に
承
認
さ
せ
よ
う
と
欲
し
た
が
、
そ
の
思
想
下
で
予
定
さ
れ
て
い
る
行
為
者
人
格
な
る
も
の
は
、
支
配
的
・

拘
束
的
国
家
に
お
け
る
奉
仕
を
約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
こ
で
の
純
化
さ
れ
た
一
般
予
防
的
刑
事
政
策
の
最
重
要
な
所
産
は
近
代

的
責
任
刑
の
発
達
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
予
想
さ
れ
る
行
為
者
人
格
は
「
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
」
の
原
則
の
適
用
を
う
け
る

べ
き
、
意
思
自
由
な
い
し
自
由
な
る
自
己
決
定
能
力
を
有
す
る
人
と
し
て
の
行
為
者
人
格
で
あ
り
、
完
結
し
た
人
格
を
意
味
せ
ず
、
将

来
的
完
成
の
予
約
さ
れ
て
い
る
人
格
で
あ
っ（
32
）た。

﹇
3
﹈Ⅰ

次
に
、安
平
博
士
は
特
別
予
防
と
し
て
の
刑
事
政
策
は
、個
々
の
犯
人
に
対
し
て
刑
罰
又
は
刑
法
的
処
分
を
加
え
る
こ
と
に
依
っ

て
、
そ
の
将
来
的
犯
罪
の
予
防
と
鎮
圧
と
の
両
目
的
を
達
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
、
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
刑
罰
及

び
刑
法
的
処
分
の
適
用
は（
ａ
）一
定
の
人
に
対
し
て
そ
の
将
来
的
犯
罪
を
防
止
し
国
家
社
会
共
同
態
に
復
帰
せ
し
め
、
ま
た
は（
ｂ
）そ

れ
が
不
可
能
な
限
り
、
社
会
を
そ
の
人
の
危
険
な
る
刑
事
的
性
向
よ
り
有
効
に
保
護
し
、
彼
を
教
育
し
、
改
善
し
、
隔
離
せ
ん
と
の
目

的
を
も
っ
て
行
使
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
、
と
宣
言
す（
33
）る。

で
は
、
特
別
予
防
の
下
に
お
い
て
予
想
さ
れ
て
い
る
行
為
者
人
格
の
本
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
安
平
博
士
は
、
問

を
投
げ
か
け
た
う
え
で
、
こ
の
見
地
か
ら
す
る
行
為
者
人
格
は
、
も
と
よ
り
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
平
均
人
で
は
な
い
、
と
こ
と
わ
り

つ
つ
、
そ
こ
に
は
実
証
的
個
人
に
対
す
る
生
物
学
的
及
び
心
理
学
的
観
察
よ
り
し
て
な
さ
る
る
生
き
た
無
限
の
発
達
可
能
性
を
予
定
す

る
具
体
的
人
間
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
に
リ
ス
ト
一
派
の
近
代
刑
法
思
潮
に
対
す
る
最
大
の
業
績
な
る
も
の
は
、
伝
統
的

応
報
刑
主
義
に
対
し
て
改
善
・
隔
離
・
威
嚇
の
刑
罰
理
論
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
刑
事
政
策
論
の
基
礎
に
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置
か
れ
て
い
る
実
験
的
方
法
、
即
ち
犯
罪
原
因
の
根
本
的
研
究
、
並
に
こ
れ
が
対
策
を
犯
人
に
対
す
る
実
証
的
手
段
と
効
果
に
於
い
て

論
じ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
す
で
に
周
知
の
事
実
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
注
目
す
べ
き
主
張
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
安
平
博
士
は
、
リ
ス
ト
が
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
に
お
い
て
刑
事
政
策
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
立
し
た
瞬
間
に
、
リ
ス
ト
は

す
で
に
行
為
者
人
格
の
問
題
を
提
出
し
、
同
時
に
そ
れ
を
解
答
す
る
意
図
に
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
の
核
心
思

想
な
る
も
の
は
、
行
為
者
類
型
の
問
題
を
如
何
に
定
立
す
べ
き
か
に
あ
っ
た
の
だ
と
、
結
論
付
け
る
。
そ
し
て
、
安
平
博
士
は
、
以
下

の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
リ
ス
ト
の
行
為
者
概
念
を
検
討
す
る
と
、
リ
ス
ト
は
人
を
自
然
科
学
的
対
象
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
者
な
る
も
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
次
的
に
は
、
事
実
的
出
来
事
の
意
味
に
お
け
る
犯
罪
結
果
の

自
然
的
惹
起
者
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
犯
罪
惹
起
者
は
、
そ
の
本
質
上
、
一
定
の
精
神
的
、
心
霊
的
、
肉
体
的
に
特
殊
の
個
人
で
あ

り
、
そ
れ
は
一
部
分
そ
の
固
有
な
る
性
質
、
他
部
分
は
そ
の
社
会
的
環
境
の
影
響
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
リ
ス
ト
に
あ
っ
て

は
、
行
為
者
は
個
人
人
格
と
し
て
徹
頭
徹
尾
、
自
然
科
学
的
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
刑
事
政
策
に
お
け
る
人
格
の
概
念
中
に
は
、
不
幸
に
し
て
近
時
漸
く
真
面
目
に
考
え
ら
れ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
道
義
的
社
会
人
、

歴
史
的
国
家
人
、
文
化
人
と
し
て
の
人
間
の
内
容
が
、
全
く
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
リ
ス
ト
一
派
の
行
為
者
人

格
の
考
え
方
が
、
今
日
批
判
さ
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
実
証
科
学
主
義
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
た
行
為

者
人
格
の
本
質
解
明
の
結
論
は
、
安
平
博
士
に
よ
る
と
、
大
別
し
て
、
①
人
類
学
的
見
解
、
②
心
理
学
的＝

病
理
学
的
見
解
、
③
生
物

学
的
見
解（
体
質
生
物
学
的
見
解
、
遺
伝
学
的
見
解
、
犯
罪
生
物
学
的
見
解
）、
④
社
会
学
的
見
解
と
い
う
四
個
の
考
え
方
に
至
っ
た
と

い（
34
）う。
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﹇
4
﹈【
1
】
人
類
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
人
類
学
的
見
解
の
目
的
を
、
犯
罪
を
も
っ
て
個
人
並
び
に
社
会
的
現
象
で
あ
る
と
し
、
そ
の
犯
罪
原
因
を
で
き
得
る
限

り
科
学
的
に
討
究
し
、
一
定
の
計
画
的
か
つ
有
効
な
犯
罪
鎮
圧
の
方
策
を
論
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
説
明
し
た
う
え
、
こ
の
傾
向
に
大

き
な
刺
激
を
与
え
た
の
は
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
犯
罪
人
類
学
に
基
づ
く
「
生
来
的
犯
罪
人（D

elinquento
nato

）」の
主
張
で
あ
っ
た
と
、
分

析
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
理
論
は
、
犯
罪
行
為
人
格
を
も
っ
て
一
定
の
身
体
的
ま
た
は
精
神
的
特
徴
を
有
す
る
人
間
の
特
殊
な
定
型（Species

generis
hum
ani

）で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
兆
候
と
し
て
、「
頭
蓋
骨
、
顎
骨
、
脳
、
四
肢
等
の
変
態
的
解
剖
的
異
常
、
痛
覚
脱
失
等
の
機

械
的
異
常
、
残
忍
、
怠
惰
、
迷
信
、
隠
語
等
の
心
理
的
異
常
を
挙
げ
、
か
か
る
兆
候
を
有
す
る
者
は
、
生
来
的
犯
罪
人
た
る
性
質
を
有
し
、

社
会
的
環
境
は
、
た
だ
、
こ
れ
に
機
会
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
」
と
い
う
も
の
だ
と
安
平
博
士
は
説
明
す（
35
）る。

﹇
4
﹈【
2
】
心
理
学
的＝

病
理
学
的
見
解

安
平
博
士
に
よ
る
と
、
犯
罪
に
対
す
る
心
理
学
的
観
察
は
、
近
時
甚
だ
し
く
進
歩
し
、
犯
人
に
対
し
深
刻
な
取
り
扱
い
を
為
す
に
至
っ

て
お
り
、
こ
の
見
地
か
ら
す
る
行
為
者
人
格
の
考
察
は
、
一
に
精
神
病（G

eisteskranke

）の
主
体
、
二
に
心
理
異
常（Psychopatisch

）の

主
体
、
三
に
個
性
心
理
学（Individualpsychologigie

）の
主
体
、
四
に
分
析
心
理（Psychoanalyse

）の
主
体
、
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、

①
に
つ
い
て
は
、
医
学
の
任
務
で
あ
り
、
刑
法
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
精
神
病
者
は
、
厳
格
な
る
意
味
に
お
け
る
犯
罪
の
主
体
で

は
な
く
、
多
く
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
、
と
論
ぜ
ら
れ
、
第
二
は
、
刑
法
上
重
要
な
意
義
を
有
し
、
い
わ
ゆ
る
限
定
責
任
能
力
を
考
え
る

上
で
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
精
神
病
理
の
問
題
に
帰
着
し
、
こ
こ
で
詳
述
す
べ
き
で
は
な
く
、
正
常
な
行
為
人
格
と
心
理
的
異
常
者

に
分
析
し
て
、
人
格
の
統
一
性
を
失
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
異
常
者
と
精
神
病
者
と
を
区
別
し
、
異
常
者
に
一
定
の
責
任
要
素
を
認
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め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
的
異
常
心
理
に
体
系
を
与
え
る
こ
と
は
病
理
的
に
見
て
も
困
難
な
問
題
で
、
幾
多
の
理
論
的
対
立
を

認
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
だ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
は
、
心
理
学
的
観
察
を
基
礎
に
お
き
つ
つ
も
、
人
類
学
的
立
場
か
ら

犯
罪
人
の
種
族
的
、
体
質
的
要
素
と
そ
の
性
格
の
間
に
は
密
接
の
関
係
あ
り
と
し
、
両
者
の
相
互
関
係
に
重
点
を
求
め
行
為
者
人
格
を
考

え
よ
う
と
す
る
も
の
と
分
析
さ
れ
、
犯
罪
人
格
は
、
先
天
的
な
心
身
の
低
格
性
、
教
育
不
十
分
、
社
会
的
圧
迫
等
よ
り
生
じ
た
減
弱
的
価

値（M
inderw

ertigketskom
pex

）に
し
て
、
結
局
犯
罪
行
為
は
、
こ
の
減
弱
者
が
常
人
に
伍
そ
う
と
し
て
採
ら
れ
た
異
常
手
段
と
考
え
ら

れ
て
い
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

第
四
は
、
過
去
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
理
論
と
さ
れ
、
現
在
と
し
て
は
、
犯
罪
現
象
に
対
す
る
潜
在
的
心
理
観
察

を
お
こ
な
お
う
と
す
る
も
の
、
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
叙
述
さ
れ
る
が
、
安
平
博
士
は
、「
潜
在
心
理（T

iefe-psychoogie

）」は
、
精

神
の
眞
底
又
は
そ
の
背
後
に
潜
め
る
部
分
、
精
神
生
活
の
無
意
識
的
部
分
に
つ
い
て
考
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
科
学
的
体

系
は
、
フ
ロ
イ
ト（Sigm

und
Freud,

一
八
五
六
―
一
九
三
九
）の
心
理
分
析
学（Psychoanalyse

）に
源
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
説
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
、
潜
在
的
な
情
緒
的
法
則（G

eheim
e
affective

R
eg
lung

）に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
潜
在

意
識
は
、
平
素
は
無
意
識
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
休
養
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
常
に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
覚
し
た
意
識
生
活
は
、
潜
在
意
識
が
表
面
化
し
た
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
心
理
分
析
学
は
こ
の
隠
れ
た
部

分
に
対
す
る
意
義
解
明
の
学
問
で
あ
り
、
外
部
に
現
わ
れ
な
い
潜
在
力
並
び
に
精
神
現
象
の
隠
れ
た
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
目
的
を

持
つ
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

安
平
博
士
に
よ
る
と
、
心
理
分
析
学
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
行
為
者
人
格
は
万
人
の
有
す
る
潜
在
意
識
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
行
為
事
実
は
偶
然
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
実
は
深
い
根
柢
を
有
し
、
こ
の
根
底
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
、
そ
こ
に
必

要
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
出
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
イ
ト
の
見
解
は
心
理
分
析
学
を
過
大
評
価
し
て
い
る
と
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の
誹
り
を
免
れ
ず
、
人
格
性
の
絶
え
ざ
る
発
達
性
を
承
認
し
え
な
い
意
味
に
お
い
て
一
種
の
宿
命
観
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ず
、
刑
事
政
策
上

そ
の
支
配
的
価
値
を
見
出
し
え
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の（
36
）だ。

﹇
4
﹈【
3
】
生
物
学
的
見
解

①
体
質
生
物
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
生
物
学
的
見
解
は
、
メ
ッ
ガ
ー（E

dm
und

M
ezger,

一
八
八
三
―
一
九
六
二
）に
よ
る
と
、
更
に
三
分
さ
れ
る
と
述
べ

る
。す

な
わ
ち
、（
ａ
）精
神
科
学
的
と（
ｂ
）自
然
科
学
的
の
二
つ
で
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
安

平
博
士
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
は
、
人
格
を
観
察
す
る
に
、
肉
体
と
精
神
と
の
不
可
分
的
関
係
を
理
論
的

根
拠
と
し
、
肉
体
的
現
象
を
精
神
現
象
の
徴
表
と
し
て
眺
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
人
格
型
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
人

格
の
類
型
を（
イ
）反
応
型
、（
ロ
）内
分
泌
型
、（
ハ
）体
格
性
格
型
の
三
つ
に
分
け
る
。
反
応
型
と
し
て
は
、
外
界
に
対
し
て
各
種
の
人
格

型
を
作
る
も
の
と
し
、
単
純
、
錯
誤
、
誇
大
、
感
傷
、
無
気
力
等
の
諸
型
を
認
め
、
内
分
泌
型
と
し
て
は
、
各
種
の
内
分
泌
腺
の
作
用
は
、

脳
の
植
物
性
神
経
中
枢
に
作
用
し
、
以
て
身
体
の
生
成
、
発
達
、
代
謝
の
み
な
ら
ず
、
情
緒
状
態
を
も
支
配
し
て
、
そ
こ
に
種
々
の
人
格

型
を
作
る
と
し
、
体
格
性
格
型
と
し
て
は
、
人
の
体
格
を
肥
満
型
、
闘
士
型
、
無
力
型
の
三
つ
に
分
ち
、
且
つ
人
の
性
格
を
回
帰
性
と
乖

離
性
と
の
二
つ
に
分
か
ち
、
こ
れ
は
体
格
型
と
密
接
な
関
係
の
下
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
こ
の
よ
う
に

単
純
に
体
格
、
性
格
等
に
お
け
る
一
定
の
型
の
区
別
の
み
を
以
て
、
人
格
の
全
内
容
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
機
械
的
理
論

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
我
々
と
し
て
は
、
更
に
そ
れ
ら
各
型
の
内
容
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
犯
人
人
格
と
素
質
及
び
環
境
と
の
相
互
関

係
に
関
す
る
一
般
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
認
め
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い（
37
）る。
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②
遺
伝
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
遺
伝
学
的
見
解
は
、
犯
人
人
格
は
遺
伝
の
創
る
も
の
で
、
こ
の
遺
伝
質
、
即
ち
先
系
血
族
に
お
け
る
精
神
病
、
神
経
病
、

酒
癖
犯
罪
性
、
卒
中
、
異
常
性
格
、
自
殺
等
が
、
犯
罪
原
因
中
最
も
優
位
に
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、

し
か
し
勿
論
、
犯
人
の
人
格
構
成
に
遺
伝
質
が
一
定
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
み
が
そ
の
全
部
で
は
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
と
説（
38
）く。

③
犯
罪
生
物
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
犯
罪
生
物
学
的
見
解
に
つ
い
て
、
上
述
の
体
格
及
び
遺
伝
生
物
学
を
包
括
的
に
捉
え
、
こ
れ
ら
一
切
の
条
件
裡
に
行
為

者
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
捉
え
、
行
刑
に
対
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
犯
罪
生
物
学
見
解
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
学
派
と
グ
ラ
ー
ツ
学
派
が
あ
っ
て
、
後
者
に
属
す
る
レ
ン
ツ（A

dolf
L
enz,

一
八

六
八
―
一
九
五
九
）に
よ
れ
ば
、
元
来
「
人
格
は
、
身
体
的
精
神
的
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
起
源
に
お
い
て
遺
伝
的
基
礎
に
立
つ
中
性
的

な
存
在
で
あ
り
、
特
定
の
環
境
に
お
い
て
特
定
の
発
現
形
態
、
即
ち
生
活
経
歴
を
結
成
し
、
こ
れ
は
、
反
対
に
人
格
の
形
成
に
指
導
的
役

割
を
演
じ
、
こ
こ
に
具
体
的
人
格
を
創
る
。
こ
う
し
て
、
本
来
一
定
の
形
成
さ
れ
た
型
と
し
て
理
解
で
き
な
い
人
格
は
、
特
定
の
人
生
生

活
過
程
に
お
い
て
、
特
定
の
身
体
的
精
神
生
活
を
示
す
傾
向
を
有
す
る
に
至
り
、
こ
の
個
々
的
傾
向
の
体
系
的
結
合
体
を
称
し
て
体
構

（Struktur

）と
い
い
、
各
種
の
体
構
の
統
一
的
、
綜
合
的
ま
た
は
対
立
的
全
体
を
行
為
者
人
格
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
レ
ン
ツ
は
論
じ
て

い
る
、
と
安
平
博
士
は
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
多
面
的
な
一
個
の
折
衷
的
見
解
は
、
そ
こ
に
統
一
的
指
導
原
理
を
欠
く
と
の
非
難
を

加
え
得
る
、
と
批
判
し
て
い（
39
）る。
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﹇
5
﹈【
1
】
犯
罪
統
計
的＝

社
会
心
理
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
社
会
学
的
見
解
に
は
、
こ
の
犯
罪
統
計
的＝

社
会
心
理
学
的
見
解
と
後
述
す
る
狭
義
の
社
会
学
的
見
解
の
二
つ
が
あ
る

と
分
析
し
た
う
え
で
、
ま
ず
、
犯
罪
統
計
的＝

社
会
心
理
学
的
見
解
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
と
い
う

も
の
を
社
会
的
現
象
と
し
て
統
計
的
に
考
察
す
る
と
き
は
、
そ
こ
に
は
行
為
者
人
格
は
ひ
と
つ
の
有
機
体
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
人
は
結
局
、
生
物
学
的
な
る
生
来
的
及
び
習
慣
的
構
造
体
に
過
ぎ
ず
、
心
理
学
的
に
見
れ
ば
、
精
神
的
機
能
を
営
む
器
械
に
過

ぎ
な
い
。
そ
し
て
犯
罪
は
精
神
病
と
同
様
に
一
つ
の
自
然
現
象
で
あ
っ
て
、
犯
人
人
格
と
は
生
来
的
に
法
律
違
反
に
向
か
っ
て
性
格
づ
け

ら
れ
た
人
間
な
る
一
種
の
生
活
体
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
ナ
ー
ク
ラ
ー（N

agler

）の
議
論
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
、
こ

の
よ
う
な
理
解
で
は
行
為
者
に
対
し
て
、
責
任
を
問
う
と
い
う
よ
う
な
法
律
現
象
は
、
理
論
的
に
不
可
能
と
な
る
、
と
批
判
し
て
い（
40
）る。

﹇
5
﹈【
2
】
狭
義
の
社
会
学
的
見
解

安
平
博
士
は
、
こ
の
学
説
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
学
説
で
は
環
境
を
強
調
す
る
。
社
会
生
活
や
社

会
発
達
の
社
会
的
諸
条
件
及
び
自
然
的
諸
条
件
を
重
要
視
す
る
。
犯
罪
を
以
て
社
会
生
活
そ
の
う
ち
で
も
前
者
の
力
を
強
調
す
る
。
犯
罪

は
社
会
の
生
産
物
で
あ
り
、
犯
人
は
社
会
秩
序
に
よ
り
背
反
者
と
看
做
さ
れ
る
。
犯
罪
を
以
て
社
会
現
象
と
し
、
そ
れ
は
全
社
会
生
活
の

一
断
片
と
し
て
視
る
と
き
は
、
経
済
的
、
社
会
的
要
因
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
大
な
る
も
の
あ
り
と
な
す
。
リ
ス
ト
は
、「
犯
人
の
多
く
は

特
に
経
済
的
遊
戯
の
犠
牲
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
者
は
資
本
主
義
社
会
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
そ
う
し
て
犯
罪
が
、
こ
の

よ
う
に
行
為
当
時
の
諸
状
況
そ
の
他
一
切
条
件
と
人
と
の
因
果
関
係
の
所
産
で
あ
る
限
り
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
刑
事
政
策
の
上
に

於
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
当
時
の
諸
条
件
と
人
と
の
因
果
関
係
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
前
提
と
し
て
の
個
人
的
並
び
に
社
会
的
原
因

の
探
求
が
主
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
人
格
を
主
と
し
て
社
会
環
境
の
所
産
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
安
平
博
士
自
身
と
し
て
は
、
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「
こ
の
理
論
で
は
、
行
為
者
人
格
の
対
全
体
社
会
に
対
す
る
責
任
と
い
う
も
の
を
説
き
得
な
い
の
で
、
そ
の
反
面
に
行
為
者
は
一
定
の
自

由
な
自
己
決
定
性
の
余
地
を
存
す
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
刑
事
責
任
な
る
も
の
を
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
事

政
策
と
い
っ
て
も
こ
の
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
論
じ
て
い（
41
）る。

﹇
6
﹈
小
括

安
平
博
士
は
、
①
人
類
学
的
見
解
、
②
心
理
学
的＝

病
理
学
的
見
解
、
③
生
物
学
的
見
解（
体
質
生
物
学
的
見
解
、
遺
伝
学
的
見
解
、

犯
罪
生
物
学
的
見
解
）、
④
社
会
学
的
見
解
と
い
う
四
個
の
考
え
方
を
概
観
し
た
う
え
で
、
刑
事
政
策
的
に
考
え
ら
れ
た
行
為
者
人
格
即

ち
実
証
科
学
的
見
地
よ
り
す
る
行
為
者
人
格
の
把
握
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
予
め
与
え
ら
れ
た
一
定
の
方
向
の
み
よ
り
す
る
極
め

て
単
純
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
分
析
結
果
を
導
く
。
そ
し
て
、
も
と
よ
り
そ
の
各
個
の
解
明
に
は
刑
政
上
極
め
て
有
意
義
な
も
の
を

存
す
る
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
一
方
向
の
み
よ
り
の
理
論
を
も
っ
て
し
て
は
、
と
う
て
い
人
格
の
全
体
を
闡
明
し
え
な
い
と

説
く
。

そ
の
う
え
で
、
安
平
博
士
は
総
括
し
て
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
し
か
し
な
が
ら
特
に
刑
事
政
策
と
い
う
真
正
面

よ
り
刑
法
を
合
目
的
論
的
に
観
察
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
は
常
に
事
態
の
全
体
が
実
証
科
学
的
に
、
動
態
論
的
に
合
目
的
論
的

に
有
価
値
的
に
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
否
刑
事
政
策
そ
れ
自
体
と
て
も
、
一
国
文
化
の
全
般
よ
り
、
そ
の
本
質
と
方

向
と
が
論
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
ま
や
一
切
の
刑
事
政
策
の
基
礎
を
な
す
行
為
者
人
格
の
認
識
と
て
も
、
思
惟
を

新
た
に
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。」
と
論
じ
る
わ
け
で
あ（
42
）る。
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四

法
律
哲
学
的
に
眺
め
た
る
行
為
者
人
格

【
1
】

安
平
博
士
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
イ
タ
リ
ア
学
派
の
発
生
以
来
、
行
為
者
人
格

の
問
題
及
び
そ
の
解
答
は
、
行
為
者
な
る
犯
人
は
一
体
何
物
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
犯
罪
は
ど
う
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
の
、
自
然

科
学
的
解
明
の
み
を
主
題
と
し
、
そ
れ
は
哲
学
的
思
弁
的
見
解
、
ま
た
は
倫
理
的
及
び
法
律
的
観
点
を
全
く
排
斥
す
る
も
の
で
あ
り
、
犯

人
及
び
犯
罪
の
実
証
科
学
的
、
社
会
学
的
意
義
に
真
面
目
よ
り
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
行
為
者
人

格
の
考
え
方
に
お
い
て
甚
だ
し
く
片
面
的
た
る
を
免
れ
ず
、
真
の
意
味
に
お
け
る
人
格
内
容
の
把
握
よ
り
遠
ざ
か
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
結
論
の
要
求
す
る
刑
事
政
策
と
て
も
、
甚
だ
し
く
単
調
を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に

は
全
体
的
人
間
と
し
て
の
行
為
人
格
の
本
質
が
充
分
に
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
実
証
科
学
的
思
想
を
以
て
し
て
は
、
何

が
故
に
我
々
は
行
為
者
人
格
に
対
し
て
刑
法
的
責
任
を
問
い
う
る
の
か
、
の
刑
法
的
中
心
問
題
の
解
答
と
、
刑
罰
は
何
を
目
標
と
し
て
労

作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
の
解
明
に
、
あ
る
物
足
り
な
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
実
証
主
義
の
犯
罪
論
並
び
に

こ
れ
に
基
づ
く
刑
法
論
に
対
す
る
不
満
の
存
し
た
所
以
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
ひ
と
た
び
単
な
る
感
覚
的
見
地
よ
り
し
て

で
は
な
く
、
真
の
意
味
に
お
け
る
行
為
者
の
本
質
如
何
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
、
行
為
者
の
実
証
的

存
在
に
対
す
る
認
識
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
更
に
何
ら
か
の
哲
学
的
考
察
を
必
要
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。」
人
格
と
い
う
翻
訳
語
が
、

日
本
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
ま
ず
心
理
学
、
倫
理
学
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
り
、
法
学
は
そ
の
後
で
あ（
43
）る。
現
在
で
も
心
理

学
と
倫
理
学
で
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
定
義
づ
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
さ
ま
ざ
ま
の
多
様
な
精
神
現
象
を
現
に
統
一
し
て
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お
り
、
か
つ
時
間
の
う
え
で
も
持
続
的
に
統
一
し
て
い
て
、
自
我
な
る
意
識
を
維
持
す
る
個
体
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
関
し
て

は
「
個
々
の
経
験
に
よ
る
そ
の
と
き
ど
き
の
意
識
の
連
続
で
な
く
、
自
我
と
し
て
統
一
を
も
ち
、
自
己
決
定
的
な
も
の
と
し
て
、
自
律
的

な
意
志
を
も
つ
こ
と
」
を
そ
の
特
徴
と
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ（
44
）る。
新
派
が
性
格
と
い
う
心
理
学
的
実
証
科
学
的
概
念
を
持

ち
だ
し
た
と
き
、
旧
派
は
性
格
概
念
に
対
抗
し
て
人
格
概
念
を
使
用
し
た
の
は
、
心
理
学
的
概
念
で
も
あ
る
人
格
概
念
に
よ
り
、
新
派
の

「
性
格
概
念
」
と
の
共
通
の
土
俵
を
確
保
し
て
お
き
つ
つ
、
性
格
に
は
存
し
な
い
哲
学
的
・
倫
理
学
的
属
性
を
秘
め
た
人
格
概
念
に
よ
り
、

性
格
概
念
と
の
差
異
性
を
確
保
さ
せ
得
る
利
点
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う（
45
）か。

【
2
】

安
平
博
士
は
、
さ
ら
に
続
け
て
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
行
為
者
人
格
に
対
す
る
若
干
の
哲
学
的
見
解
の
発

生
を
見
る
の
で
あ
り
、
古
く
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ（G

ottfried
W
ilhelm

L
eibniz,

一
六
四
六
―
一
七
一
六
）一
派
が
犯
罪
を
道
徳
的
現
象
と

し
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
代
表
的
例
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
観
に
お
い
て
は
、
心
霊（Seele

）は
、
一
種
の
実
体
的
な
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
心
霊
は
人
間
の
行
為
の
原
動
力
と
し
て
肉
体
的
に
対
す
る
一
つ
の
実
体
と
し
て
思
念
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
の
下

で
は
、犯
罪
行
為
者
人
格
の
本
質
的
部
分
を
構
成
す
る
の
は「
犯
罪
心
霊
」で
あ
る
。ま
た
、シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル（A

rthur
Schopenhauer,

一
七
八
八
―
一
八
六
〇
）が
、
一
種
の
論
理
主
義
の
人
格
を
考
え
、
人
間
の
行
為
は
動
機
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
、
そ
の
動
機
決
定
は
す
で

に
性
格
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
人
間
は
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
行
為
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
思
自
体
は
必
然
的
法
則
に
支
配
さ
れ
る

と
な
し
た
る
如
き
は
、
ま
た
行
為
者
人
格
を
哲
学
的
に
考
え
る
一
例
と
考
え
ら
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
行
為
者
人
格
を
何
ら
か
の
精
神
的
個
体
の
反
面
と
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
安
平
博
士
は
そ
の
結
論
は
自
然
哲
学
的
の
そ
れ
と
同

じ
く
刑
政
上
何
等
の
価
値
も
も
た
ら
さ
ず
、
ほ
と
ん
ど
機
械
論
的
説
明
と
異
な
ら
な
い
結
論
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
外
な
い
、
と
断
じ
た
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う
え（
46
）で、
行
為
者
人
格
に
対
す
る
哲
学
的
考
察
は
、
近
時
わ
が
刑
法
学
界
に
於
い
て
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
正
犯
者
の
本
質
吟
味
と
し
て
、

あ
る
い
は
行
為
者
の
人
間
性
把
握
の
問
題
と
し
て
牧
野
英
一
博
士（
一
八
七
八
―
一
九
七
〇
）、
小
野
清
一
郎
博
士（
一
八
九
一
―
一
九
八

六
）、
木
村
亀
二
博
士（
一
八
九
七
―
一
九
七
二
）ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
安
平
博
士
は
、
ま
ず
牧
野
説
の
考
察
か
ら
展
開
す
る
。

【
3
】（
1
）
牧
野
博
士
の
見
解

安
平
博
士
は
、
牧
野
博
士
が
「
人
間（hom

o

）と
人
格（persona

）と
を
区
別
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
律
学
の
入
門
に
お
い
て

第
一
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
さ
れ
た
う（
47
）え、
そ
の
こ
と
を
刑
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
刑
法
の
範
囲
内
に
お
い
て
見
る
と
犯
罪
人
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
来
の
刑
法
論
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
を
説
い
た
。
そ

れ
に
は
、
犯
罪
人
が
甲
た
り
や
乙
た
り
や
は
全
く
論
外
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
の
定
型
を
そ
の
自
由
意
思
に
求
め
る
に
於
い

て
は
具
体
的
に
犯
罪
人
を
考
え
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
犯
罪
人
そ
の
も
の
を
研
究
し
て
、
自
然
科

学
的
な
人
間
と
し
て
は
、
犯
罪
の
同
一
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
犯
罪
人
は
互
い
に
著
し
く
、
そ
の
実
体
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
研
究
は
其
後
フ
ェ
リ
ー（E

nrico
Ferri,

一
八
五
六
―
一
九
二
九
）に
よ
っ
て
社
会
学
的
に

拡
大
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
犯
罪
現
象
の
本
質
は
、
犯
罪
事
実
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
犯
罪
の
個
人
的
・
社
会
的
原
因
に
つ
き

看
取
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
相
は
、
人
間
に
つ
い
て
そ
の
自
由
意
思
を
否
定
す
る
も
の
と
云
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
一

方
に
お
い
て
そ
の
個
人
の
素
質
に
基
づ
き
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
行
為
者
の
環
境
に
従
い
、
自
づ
か
ら
行
為
が
決
定
さ
れ
る
も
の
と
な
す

か
ら
で
あ
る
。」
と
牧
野
博
士
は
、
論
じ
つ
つ
も
、
な
お
「
こ
の
よ
う
な
犯
罪
お
よ
び
犯
人
な
い
し
そ
の
処
遇
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究

と
い
う
こ
と
は
、
刑
法
を
罪
刑
法
定
主
義
か
ら
主
観
主
義
に
ま
で
引
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
証
的
研
究
は
、
さ
ら
に
そ
の
歩
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を
進
め
る
こ
と
に
因
っ
て
、
こ
こ
に
人
格
の
認
識
と
い
う
哲
学
的
要
求
と
結
び
つ
く
こ
と
に
因
り
、
教
育
刑
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
に
於

い
て
、
ま
た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
漸
次
に
示
し
つ
つ
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
、
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
「
抽
象
人
論
か
ら
発
展
し
た
新
し
い

具
体
人
論
が
、
又
抽
象
人
論
に
立
ち
返
る
べ
き
運
命
の
も
の
と
為
す
こ
と
を
得
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
国
家
は
之
を
法
律
論
と
し
て
云
え
ば
、

そ
の
法
律
に
よ
っ
て
具
体
的
人
間
を
そ
の
全
制
度
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
生
か
し
め
、
働
か
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

か
ら
で
あ
る
。」
と
論
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
「
社
会
生
活
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
刑
事
政
策
の
目
標
と
し

て
考
え
る
の
な
ら
、
犯
罪
人
に
対
し
て
も
や
は
り
そ
れ
を
人
間
と
し
て
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
そ
れ
が
た
だ
社

会
か
ら
排
斥
さ
れ
国
家
か
ら
害
悪
を
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
や
は
り
刑
罰
に
依
っ
て
適
当
に
社
会
に
復
帰
せ
し
め
ら
れ
る
と

い
う
点
か
ら
事
を
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
不
良
な
行
動
を
敢
て
す
る
に
至
っ
た
具
体
的
な
人
間
が
、
正
当
に
行
動
す
る

合
理
的
な
人
間
定
型
に
適
合
す
る
も
の
に
ま
で
に
再
社
会
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
刑
事
政
策
の
目
標
と
し
て
の
人

た
る
に
値
す
る
生
活
の
保
障
の
理
が
成
立
す
る
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ（
48
）る。
安
平
博
士
自
身
は
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
牧
野
博
士
の
学

説
に
対
し
て
「
犯
罪
人
と
い
う
具
体
的
人
間
の
実
証
的
研
究
を
発
端
と
し
て
、
そ
れ
が
や
は
り
人
間
と
し
て
人
に
値
す
る
生
活
が
保
障
さ

れ
、
理
念
的
な
法
律
人
格
に
ま
で
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
些
か
な
り
と
も
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
で
は
、
そ
の
具
体
的
人
間
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
単
に
個
人
的
資
質
と
、
行
為
者
の
環
境
と
い
う
二
方
向
を
示
さ
れ
る
外
に
、

別
段
の
科
学
的
検
討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
謂
理
念
的
な
人
間
乃
至
法
律
人
格
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
内
容
と

い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
い
な
そ
れ
よ
り
も
具
体
的
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
的
な
人
格
に
ま
で
仕
上
げ
得
る

適
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
い
ま
だ
に
十
分
な
検
討
と
論
証
と
は
試
み
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
批
判
的
に
検
討
し
て
い（
49
）る。
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【
3
】（
2
）
小
野
博
士
の
見
解

次
に
安
平
博
士
は
、
刑
法
に
お
け
る
人
間
性
な
い
し
行
為
者
人
格
の
認
識
を
高
調
し
て
い
る
者
と
し
て
小
野
清
一
郎
博
士
を
あ
げ
、
小

野
博
士
が
刑
法
に
お
け
る
人
間
は
単
純
な
物
理
的
存
在
で
は
な
く
精
神
的
存
在
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
即
ち
、
小
野

は
「
刑
法
の
対
象
た
る
人
間
の
生
活
お
よ
び
行
動
は
単
な
る
物
理
的
、
生
物
学
的
、
連
想
心
理
学
的
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
然

的
で
あ
る
と
共
に
精
神
的
存
在
で
あ
る
。
法
律
、
裁
判
官
及
び
法
律
学
者
の
直
面
す
る
世
界
は
意
味
に
満
た
さ
れ
た
現
象
の
世
界
で
あ
る
。

其
の
概
念
は
、
没
意
味
的
な
存
在
を
方
法
論
的
に
改
容
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
意
味
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
実
在
を
叙
述
す
る
も
の
で

あ
る
。
其
は
単
に
主
知
的
で
な
く
、
情
操
的
価
値
感
得
的
な
領
解
を
必
要
と
す
る
。
了
解
の
対
象
た
る
も
の
は
価
値
的
実
在
で
あ
り
、
其

は
理
論
及
び
概
念
に
先
立
っ
て
人
間
の
本
質
的
構
造
及
び
具
体
的
生
存
が
世
界
に
対
し
て
取
る
形
而
上
学
的
根
本
態
度
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
て
い
る
。
法
律
学
は
法
令
に
規
定
さ
れ
た
概
念
を
通
じ
て
此
の
具
体
的
な
現
実
生
活
の
形
成
に
ま
で
沈
潜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

説
き
、
転
じ
て
「
行
刑
終
局
目
的
と
し
て
の
教
誨
又
は
転
向
」
と
い
う
こ
と
を
機
縁
と
し
て
教
育
刑
に
つ
い
て
論
評
し
「
行
刑
終
局
目
的

と
し
て
の
ほ
ん
と
う
の
転
向
又
は
教
誨
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
能
率
を
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
で
な
く
、
よ
り
精
神

的
な
理
論
的
で
あ
る
と
同
時
に
体
験
的
な
基
礎
を
も
っ
た
教
育
乃
至
教
化
を
必
要
と
す
」
と
さ
れ
、「
こ
の
教
化
に
は
本
人
の
身
体
的
、

精
神
的
な
全
体
が
問
題
で
あ
る
の
で
あ
り
、
犯
人
は
常
に
身
体
的
、
精
神
的
な
人
間
で
あ
り
、
経
済
的
文
化
的
な
社
会
の
裡
に
生
き
て
い

る
も
の
で
あ
る
一
事
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
せ
ら
れ
、
安
平
博
士
と
し
て
は
そ
れ
が
小
野
博
士
特
有
の
極
め
て
精
神
的
な
刑
法
的

な
人
間
観
が
力
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
に
お
い
て
も
人
間
乃
至
人
格
内
容
の
科
学
的
吟
味
に
於

い
て
、
充
分
と
為
し
え
ざ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
安
平
博
士
は
、
小
野
博
士
が
主
張
す
る
身
体
的
と
、
精
神

的
と
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
。
主
張
さ
れ
る
身
体
的
と
精
神
的
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
の
物
心
融

合
の
存
在
体
は
、
特
に
経
済
的
文
化
的
な
社
会
と
い
か
な
る
関
係
に
立
て
る
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
科
学
的
解
明
に
於
い
て
ま
だ
十
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分
と
為
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
批
判
的
な
結
論
を
導（
50
）く。

【
3
】（
3
）
木
村
亀
二
の
見
解

さ
て
、
安
平
博
士
が
わ
が
国
の
研
究
者
と
し
て
最
後
に
挙
げ
た
木
村
亀
二
博
士
の
場
合
は
、
安
平
博
士
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
法
律
が
元
来
人
間
の
為
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
如
く
、
刑
法
も
ま
た
人
間
の
為
に
存
在
し
て
い
る
。
で
、
古
典
学
派
に
お
い
て
も
、

実
証
学
派
に
お
い
て
も
そ
の
初
期
に
於
い
て
は
い
つ
も
人
間
の
解
釈
が
中
心
と
さ
れ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
う
し
て
「
古
典

学
派
に
於
い
て
は
、
そ
の
犯
罪
的
人
間
と
し
て
理
性
人
か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
の
犯
罪
刑
罰
論
に
至
っ
て
は
人
間
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
な

い
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
実
証
学
派
は
、
其
の
犯
罪
的
人
間
と
し
て
は
単
な
る
生
物
学
的
、
社
会
学
的
な
自
然
人
的
人

か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
の
刑
罰
論
に
於
て
は
段
々
と
人
間
性
へ
の
自
覚
を
深
め
往
き
つ
つ
あ
る
。
そ
の
い
づ
れ
の
人
間
論
が
今
日
の
刑
法

に
於
い
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
れ
が
今
日
の
刑
法
の
中
心
問
題
と
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
な
が
ら
も
「
現
代
の
刑
法
学
は
、
こ
れ

ら
の
主
義
の
錯
綜
の
中
に
そ
の
出
発
点
た
る
べ
き
人
間
そ
の
も
の
を
や
や
も
す
れ
ば
忘
れ
つ
つ
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
、
我
々
は

常
に
そ
の
出
発
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
概
念
に
遠
り
、
新
し
い
人
間
性
の
理
念
へ
の
反
省
を
怠
る
こ
と
を
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
刑

法
も
ま
た
人
間
の
た
め
に
在
る
が
ゆ
え
に
…
」
と
警
告
し
て
い
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
も
こ
こ
に
お
い
て
も
、
安
平
博
士
は
、

「
我
々
は
現
代
刑
事
学
諸
理
論
を
総
動
員
し
て
の
行
為
者
人
間
性
の
吟
味
に
お
い
て
、
未
だ
十
分
と
為
し
え
ざ
る
も
の
あ
る
を
憾
み
と
す

る
」、
と
結
ぶ
の
で
あ（
51
）る。

【
4
】

以
下
は
、
安
平
博
士
に
よ
る
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
ま
と
め
、
で
あ
る
。
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
思
う
に
行
為
者
人
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格
に
対
す
る
正
し
い
哲
学
的
考
察
は
、
一
体
い
か
な
る
存
在
か
を
設
問
す
る
と
き
、
最
も
明
確
な
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
は
、
お
の
づ
か
ら
文
化
と
い
う
こ
と
が
、
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
人
の
存
在
は
、
単
に
生
き
た
自
然
的
存
在

と
い
う
こ
と
の
み
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
単
な
る
精
神
的
存
在
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
両
者
を
通
じ
て
の
『
人
の
世
の
中
に
お
け
る
存
在（in
der

W
elt-sein

）』と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
眞
偽
を
存
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
実
に
行
為
者
人
格
の
世
界
は
人
の
世
よ
り
下
位
の
自
然
的
世
界
の
み
に
属
せ
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
上
位
の
超
世
間
的
観
念

の
世
界
、
ま
た
は
先
験
的
法
則
界
に
の
み
属
す
る
の
で
は
な
く
、
人
は
、
人
の
世
界
に
お
け
る
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
自
然
的
諸
条
件

及
び
観
念
的
の
諸
指
導
原
理
に
従
い
な
が
ら
も
、
絶
え
ず
こ
れ
ら
を
弁
証
法
的
に
克
服
し
、
価
値
の
創
造
を
目
指
し
て
発
展
す
る
文
化
の

世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
文
化
の
世
界
に
お
い
て
、
人
は
行
為
者
人
格
即
ち
犯
人
と
し
て
登
場
し
き
た
る
の
を
見
出
だ
す
の

で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
人
は
文
化
の
世
界
に
お
い
て
、
犯
罪
の
行
為
者
と
し
て
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
次
の
如

く
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
人
が
地
上
に
生
を
受
け
一
定
の
発
育
状
態
に
達
す
る
と
、
特
に
そ
の
精
神
、
肉
体
に
お
い
て
異
常
が
な
い
か
ぎ
り
、
一
定
の
人

類
団
体
に
よ
っ
て
構
成
し
維
持
さ
れ
る
秩
序
の
世
界
に
投
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
秩
序
は
、
人
類
団
体
の
生
存
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
団
体
の
生
存
は
も
と
よ
り
、
そ
の
構
成
員
な
る
自
然
人
の
発

生
自
体
さ
え
も
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

実
に
秩
序
は
文
化
の
反
面
で
あ
る
。
し
か
も
、
文
化
は
、
一
方
に
お
い
て
一
定
の
理
念
を
前
提
と
す
る
。
理
念
は
純
粋
の
目
的
表
象
と

し
て
、
現
在
に
比
し
、
よ
り
良
き
世
界
へ
の
思
念
を
内
容
と
す
る
。
人
類
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
念
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
一
定
の
努
力

を
生
じ
、
秩
序
を
生
み
、
こ
れ
に
背
反
す
る
者
は
駆
逐
さ
れ
て
団
体
の
存
在
は
可
能
と
な
る
。
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そ
し
て
、
秩
序
の
最
も
客
観
的
な
も
の
は
法
律
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
ま
た
文
化
担
当
の
主
体
と
し
て
一
定
の
法
律
団
体
の
一
肢
体
と

し
て
現
れ
る
。彼
は
こ
の
よ
う
な
一
肢
体
を
し
て
、始
め
て
そ
こ
に
一
定
の
法
律
的
に
保
障
さ
れ
た
活
動
の
範
囲
を
獲
得
し
、こ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
文
化
団
体
の
一
員
と
し
て
自
己
自
由
活
動
の
世
界
を
見
出
だ
し
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
い
て
、
い
か
な
る
人
格
も
法
律
よ
り
全
く
解
放
さ
れ
た
も
の
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
性
格
は

決
し
て
一
律
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
は
、
も
と
も
と
そ
の
人
の
素
質
・
環
境
に
よ
っ
て
趣
を
異
に
し
、
仮
に
同
じ
と
す
る
も
、
そ
の
発
現

形
式
を
異
に
し
、
こ
れ
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
別
箇
新
た
な
人
格
徴
表
形
式
を
創
る
に
至
る
。
こ
れ
を
法
律
的
に
観
察
す
る

な
ら
ば
、
即
ち
、
合
秩
序
的
、
合
法
律
的
見
地
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
一
定
の
人
格
は
そ
こ
に
必
然
的
に
一
定
の
心
意
的
傾
向＝

情
操

（G
esinnung

）を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
一
挙
に
し
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
部
分
先
天
的
素
質
に
支

配
さ
れ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
全
く
先
験
的
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
日
常
に
お
け
る
行
為
的
存
在
が
こ
れ
を
生
み
だ
す

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
文
化
の
世
界
に
於
い
て
行
為
者
人
格
の
発
生
す
る
所
以
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
、
一
定
人
が
秩
序
及
び
法
律
に
反
す
る

背
反
へ
の
情
操
を
結
成
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
犯
人
す
な
わ
ち
行
為
者
人
格
と
は
、
そ
の
秩
序
背
反
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
全

然
法
律
追
従
へ
の
情
操
を
放
棄
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
な
い
が
、
た
だ
、
法
律
情
操
へ
の
正
常
な
自
己
決
定
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
突
如

と
し
て
、
あ
る
い
は
継
続
的
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
あ
る
い
は
全
体
的
に
、
一
時
こ
れ
を
拒
否
し
た
者
、
換
言
す
れ
ば
、
法
律
情
操
へ

の
何
ら
か
の
量
、
質
に
於
け
る
退
廃
を
示
す
者
に
外
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
文
化
理
論
か
ら
す
る
行
為
者
人
格
は
、
一
定
の
国
家
社
会
で
あ
る
法
律
団
体
の
一
肢
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
律
規
範
の

存
在
に
対
し
て
麻
痺
し
た
感
覚
ま
た
は
退
廃
し
た
法
的
情
操
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
文
化
哲
学
的
に
考
え
ら
れ
た
行
為
者
人
格
は
、
自
然
的
行
為
者
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
法
律
的
規
範
の
上
よ
り
、
無
価
値
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の
判
断
を
受
け
る
対
象
と
し
て
の
特
殊
的
人
間
性
で
あ
る
。
法
律
情
操
の
退
廃
は
、
そ
の
態
様
に
よ
り
種
々
あ
り
う
べ
く
、
そ
の
程
度
に

も
段
階
が
あ
る
。
現
行
刑
法
が
、
そ
の
各
則
に
お
け
る
幾
多
の
規
定
に
お
い
て
種
々
の
行
為
を
規
定
し
、
こ
れ
に
対
す
る
刑
罰
を
異
に
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
法
律
情
操
を
媒
介
と
し
て
、
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
反
法
律
的
行
為
者
人
格
の
種
々
な
る
形
式
に
対
応
し
よ
う
と
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」

こ
こ
に
お
い
て
、
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
秩
序
及
び
法
律
の
裏
面
と
し
て
の
文
化
の
世
界
で
法
背
反
的
人
格
が
一
定
の
素
質
を
有
す
る

行
為
者
の
日
常
的
行
為
に
よ
り
漸
次
形
成
さ
れ
た
文
化
規
範
違
反
と
し
て
の
違
法
行
為
を
お
こ
な
う
行
為
者
人
格
こ
そ
、
刑
法
の
前
提
と

す
る
人
格
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
安
平
博
士
の
人
格
思
想
は
、
文
化
規
範
違
反
と
し
て
の
違
法
観
と
そ
れ
に
付
従
し
責
任
判
断
の
対
象
と
な
る
行
為
者
人
格

と
い
う
犯
罪
論
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
窺
知
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
情
操
刑
法
」
と
批
判
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ（
52
）う。

五

行
為
者
人
格
の
綜
合
的
考
察

【
1
】

安
平
博
士
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
行
為
者
人
格
の
内
容
を
、
思
弁
的
な
も
の
と
実
証
科
学
的
な
も
の
と
に
二
分
し
、（
1
）現
行

刑
法
解
釈
よ
り
眺
め
た
理
論
、（
2
）刑
事
政
策
的
見
地
よ
り
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
一
般
人
威
嚇
理
論
、（
3
）法
律
哲
学
的
に
考
え

ら
れ
た
も
の
、
の
三
個
が
前
者
に
属
す
る
、
と
述
べ
、
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
観
念
は
、
旧
派
的
人
格
観
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
犯
罪
的
人

間
を
考
え
る
に
、
極
め
て
単
調
な
形
式
的
か
つ
理
性
人
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
一
九
世
紀
の
国
家
及
び
社
会
思
潮
の
反
映
で
な
け
れ
ば
、
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文
化
哲
学
の
雰
囲
気
か
ら
脱
却
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
行
為
者
人
格
の
人
間
性
が
な
お
い
ま
だ
科
学
的
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
傾
き
が

存
す
る
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
新
派
実
証
学
派
の
刑
事
政
策
的
見
地
か
ら
の
も
の
を
あ
げ
、
そ

こ
に
お
け
る
犯
罪
人
格
の
本
質
は
、
生
物
学
的
、
社
会
学
的
、
自
然
科
学
的
人
間
か
ら
出
発
し
て
の
把
握
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
い
ま
だ
に
全
体
と
し
て
の
人
間
性
の
理
解
が
十
分
と
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
、
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
問
題
提
起
す
る
の
だ
。

そ
し
て
、
安
平
博
士
は
、
従
来
の
刑
法
学
な
い
し
刑
事
政
策
学
が
、「
学
」
と
し
て
の
事
物
観
察
に
対
す
る
方
法
論
的
単
一
性
が
、
た

だ
ち
に
事
物
の
全
体
的
真
理
性
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
も
の
と
早
解
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
、
し
か
も
、
刑
法
学
・
刑
事
訴
訟
法
学
が
、

国
家
目
的
遂
行
上
の
手
段
と
し
て
、
一
定
の
単
一
原
理
を
要
求
す
る
限（
53
）り、
方
法
論
的
純
正
は
必
要
不
可
避
的
で
あ
り
、
ま
た
行
為
者
人

格
が
一
つ
の
社
会
的
実
在
と
し
て
、
そ
の
存
在
の
眞
義
に
お
い
て
、
一
個
の
眞
理
し
か
持
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
我
々
は
そ

れ
を
以
て
、
或
は
犯
罪
及
び
刑
罰
責
任
の
主
体
と
眺
め
、
或
は
応
報
の
対
象
と
し
、
又
は
一
般
予
防
的
見
地
か
ら
す
る
威
嚇
の
対
象
と
し
、

或
は
特
別
予
防
的
見
地
か
ら
す
る
改
善
・
保
安
・
教
育
・
威
嚇
の
対
象
と
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
の
方
面
か
ら
し
た
と
し
て
も
、
一
定
の

方
法
論
な
る
も
の
は
、
し
ょ
せ
ん
、
事
物
認
識
へ
の
一
方
向
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
認
識
は
、
そ
の
間

統
一
性
を
実
証
し
え
た
り
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
事
物
認
識
の
全
体
で
な
い
こ
と
が
忘
却
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
事
物

の
絶
対
的
か
つ
全
体
的
な
真
理
性
は
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
『
一
定
方
向
の
み
に
よ
る
認
識
結
果
の
彼
岸
に
あ
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
、
た

だ
こ
の
よ
う
な
一
定
方
向
に
よ
る
科
学
的
認
識
を
綜
合
し
て
、
最
大
限
度
に
統
一
的
真
理
に
突
進
し
接
近
す
る
以
外
に
、
今
日
他
の
よ
り

良
き
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。』
と
論
じ
、
だ
か
ら
、
い
ま
こ
こ
に
行
為
者
人
格
の
全
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
に
際
し
て

も
、
我
々
は
勢
い
現
在
に
於
い
て
可
能
と
さ
れ
る
科
学
的
方
法
の
一
切
を
綜
合
し
、
事
態
を
広
く
深
く
検
討
す
る
し
か
方
策
は
な
い
、
と

ま
と
め
る
の（
54
）だ。
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【
2
】（
1
）
人
格
に
対
す
る
動
態
的
分
析
の
理
論

こ
う
し
た
考
察
の
終
わ
り
に
、
安
平
博
士
は
、
自
説
を
開
陳
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
安
平
博
士
は
、
行
為
者
人
格
は
、
そ
の
実
体
に
お

い
て
交
互
的
不
可
分
の
複
合
体
と
考
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
前
者（
素
質
）に
つ
い
て
い
え
ば
、「
素
質
の
基
礎
た
る
遺
伝
質
は
、
す
で
に

母
体
の
胎
中
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
梅
毒
、
結
核
、
酒
精
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
出
生
後
も
絶
え
ず
に
外
界
の
刺
激
を
受
け
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
人
性
の
如
何
な
る
時
期
を
採
っ
て
も
環
境
か
ら
全
く
分
離
し
た
素
質
の
存
在
を
許
さ
ず
、
環
境
と
素
質
と
は
常
に
不
可

分
の
一
体
と
し
て
各
個
人
に
お
い
て
一
つ
の
潜
勢
力
を
構
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
潜
在
勢
力
と
し
て
の
一
定
の
行
為
可
能
的
人
格
と
、

現
に
一
定
行
為
を
な
し
た
人
格
と
は
、
明
か
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
潜
在
勢
力
と
し
て
の
行
為
可
能
的
人
格
の
要
素
は
、
い

か
な
る
人
間
に
も
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
、
犯
罪
行
為
人
格
を
し
て
通
常
人
格
と
区
別
さ
せ
る
所
以
の
も
の
は
、
そ
の
素
質
、
体
構
の
点
で

は
な
く
、
そ
の
潜
勢
力
を
現
実
力
に
転
化
せ
し
む
る
機
械
的
、
力
学
的
な
る
一
定
の
性
向
の
点
に
あ
る
。
そ
こ
に
行
為
者
人
格
の
自
己
決

定
性
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
性
向
と
い
っ
て
も
結
局
、
素
質
と
環
境
と
の
相
互
作
用
に
支
配
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
個
々
の
行
為
に
際
し
て
は
そ
の
間
、
自
由
な
る
意
思
決
定
の
余
地
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
余
地
を
承
認
す

る
こ
と
は
、
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
所
以
で
あ
り
、
そ
の
自
由
範
囲
を
以
下
に
行
動
す
る
か
は
同
時
に
将
来
へ
の
素
質
形
成
に
大
な
る
影

響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
す
べ
き
で
は
な
い
。」

次
に
後
者（
環
境
）に
つ
い
て
い
う
と
、「
行
為
者
を
囲
繞
す
る
経
済
状
態
、
家
庭
、
教
育
、
職
業
等
の
関
係
は
、
勿
論
犯
罪
発
生
の
重

要
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
静
的
潜
在
的
条
件
た
る
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
個
々
の
犯
罪
行
為
を
必
然
的
に
発
生
せ
し
む
る
現
勢
的
動
的

条
件
を
作
す
も
の
で
は
な
い
。
然
ら
ば
、
い
よ
い
よ
現
実
に
行
為
惹
起
の
支
配
力
を
も
つ
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
実

は
実
に
素
質
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
環
境
は
要
す
る
に
素
質
を
如
何
に
試
練
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ

と
に
た
い
す
る
解
答
は
、
こ
れ
に
処
す
る
「
行
動
主
体
と
し
て
の
人
の
素
質
」
が
決
定
力
を
持
つ
、
と
い
う
よ
う
な
簡
単
な
形
式
の
み
に
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よ
っ
て
片
付
け
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
者
の
行
為
に
際
し
て
の
一
回
性
の
意
思
活
動
も
重
要
な
、
否
最
大
の
役
割
を
演
じ
る
。
そ

こ
に
固
有
の
意
義
に
お
け
る
人
格
活
動
の
自
由
領
域
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
刑
事
責
任
性
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
、
素
質
が
環
境
的
に
変
革
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
安
平
博
士
は
、
素
質
の
潜
在
力
を
現
実
力
に
転
化
さ
せ
る
、
行
為
者
人
格
の
自
己
決
定
性
の
重
要
性
、
自
由
決
定
の
余

地
を
承
認
す
る
こ
と
は
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
所
以
だ
と
論
じ
、
他
方
、
環
境
自
体
は
、
個
々
の
犯
罪
行
為
を
必
然
的
に
発
生
せ
し
む
る

動
的
条
件
で
は
な
く
、
行
為
惹
起
の
支
配
力
を
も
つ
も
の
は
素
質
で
あ
る
場
合
が
多
い
も
の
の
、「
行
動
主
体
と
し
て
の
素
質
」
が
決
定

力
を
持
つ
と
単
純
な
解
答
を
導
く
べ
き
で
は
な
く
、
行
為
者
の
行
為
に
際
し
て
の
一
回
性
の
意
思
活
動
に
固
有
な
意
義
に
お
け
る
人
格
活

動
の
自
由
領
域
が
あ
り
、
そ
こ
に
刑
事
責
任
性
の
根
拠
が
あ
る
、
と
説（
55
）く。

【
2
】（
2
）
人
格
に
対
す
る
動
態
的
構
成
の
理
論

こ
の
よ
う
な
、
犯
罪
行
為
を
惹
起
す
る
に
際
し
て
の
行
為
者
人
格
の
決
定
力
、
人
格
活
動
の
自
由
領
域
を
認
め
な
が
ら
も
、
安
平
博
士

は
そ
の
よ
う
な
行
為
者
人
格
が
孤
立
的
・
偶
然
的
な
存
在
と
は
考
え
ず
、「
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
各
個
人
の
有
す
る
主
観
的
精
神
は
、

超
個
人
的
な
超
時
間
的
な
精
神
態
に
よ
っ
て
深
く
広
く
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
な
行
為
者
人
格
は
、
こ
の
客
観
的
、

永
久
的
精
神
の
一
分
岐
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
各
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
論
じ
、
に

わ
か
に
倫
理
的
で
も
、
実
証
科
学
的
で
も
な
い
、「
絶
対
精
神
」
な
る
ド
イ
ツ
哲
学
風
の
用
語
が
用
い
ら
れ
、
全
体
と
し
て
意
味
の
判
然

と
し
な
い
呪
術
的
表
現
が
現
れ
る
。

さ
ら
に
、
議
論
の
続
き
を
見
て
行
こ
う
。「
…
そ
の
器
官
と
機
能
と
に
お
い
て
個
体
以
上
の
或
る
も
の
が
あ
る
。
一
定
人
の
結
合
に
よ

る
一
定
の
歴
史
的
、
精
神
団
体
的
精
神
に
お
い
て
特
に
そ
う
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
個
人
に
お
け
る
特
殊
的
、
時
間
的
現
出
を
支
配
し
、
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指
導
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
類
の
永
遠
普
遍
的
意
味
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
定
国
家
文
化
の
全
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

行
為
者
人
格
は
こ
の
見
地
に
於
い
て
永
遠
的
、
普
遍
的
人
格
性
の
個
々
的
、
特
殊
的
存
在
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
各
個
の
人
格
性
の
真
の
把
握
は
、
統
一
的
全
体
人
性
に
お
け
る
個
別
的
価
値
決
定
の
見
地
よ
り
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

人
は
単
な
る
自
然
因
果
の
適
用
を
受
け
る
発
生
学
的
物
体
よ
り
も
、
他
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な（
56
）い。」

こ
こ
で
、
説
か
れ
る
、
行
為
者
人
格
が
、
現
行
憲
法
の
基
礎
に
あ
る
個
人
の
尊
厳
を
根
底
に
も
つ
特
殊
的
な
時
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、

個
人
を
超
え
、
国
家
社
会
の
全
体
を
な
す
永
遠
の
普
遍
的
存
在（
絶
対
精
神
）の
一
部
分（
一
分
岐
）と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
前

の
皇
国
史
観
下
の
国
体
思
想
の
刑
法
的
表
現
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い（
57
）か。

【
2
】（
3
）
精
神
文
化
主
体
と
し
て
の
行
為
者
人
格

安
平
博
士
の
議
論
は
、
ま
す
ま
す
難
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
…
歴
史
的
に
活
動
す
る
人
間
は
、
人
間
と
し
て
決
し
て
肉
体
的
・
心
理

的
作
用
或
は
性
状
の
モ
ザ
イ
ク
で
は
な
く
、
そ
れ
は
本
来
、
全
体
人
の
一
分
派
、
し
か
も
自
由
意
思
活
動
の
主
体
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

人
間
は
自
然
因
果
に
支
配
さ
れ
、
歴
史
的
全
体
人
に
支
配
さ
れ
る
外
に
、
そ
の
自
己
固
有
の
精
神
力
に
よ
り
、
自
然
因
果
律
を
逆
に
利
用

し
、
歴
史
的
全
体
人
を
修
正
し
変
革
し
命
令
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
求
し
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
に
接
近
し
よ
う
と
、
絶
え
ず
努
力

を
続
け
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
各
個
人
か
ら
眺
め
た
人
類
文
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
人
類
の
向
上
進
化
と
い
う

こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
全
体
人
と
し
て
の
発
展
世
界
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
各
人
は
そ
の
基
礎
に
於
い

て
一
定
の
必
然
的
な
物
理
的
心
理
的
現
象
の
支
配
を
受
け
つ
つ
も
、
ま
た
、
精
神
的
な
人
類
歴
史
の
拘
束
を
う
け
つ
つ
も
、
な
お
個
々
的

な
る
固
有
の
生
命
よ
り
派
生
す
る
創
造
的
自
己
活
動
に
よ
っ
て
こ
の
必
然
的
方
向
を
一
定
の
理
念
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
ま
さ
に
人

の
ひ
と
た
る
所
以
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
活
動
に
お
け
る
原
動
力
と
し
て
の
超
感
覚
的
精
神
力
を
有
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
精
神
と
そ
の
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体
構
的
基
礎
こ
そ
は
、
人
格
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
間
は
固
有
な
精
神
と
体
構
的
の
不
可
分
的
な
結
合
と
し
て
の
個
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
察
を
し
て

み
る
と
、
人
は
自
然
的
所
与
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
理
念
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
格
の
現
実
性
は
、
人
の
行
為
に
よ
っ

て
最
も
如
実
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
な
る
も
の
は
、
過
去
人
格
の
必
然
的
結
果
た
る
要
素
を
含
む
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
よ

り
の
飛
躍
的
な
る
自
己
創
造
要
素
を
も
含
む
。
そ
れ
は
、
過
去
一
切
の
行
為
的
結
果
と
し
て
、
自
己
を
見
出
だ
し
つ
つ
も
、
な
お
新
し
き

将
来
的
人
格
構
成
へ
の
段
階
た
る
性
質
を
持
つ
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
行
為
は
人
格
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
行
為
者
人

格
の
発
現
で
あ
り
、
同
時
に
未
来
へ
の
人
格
創
造
で
も
あ
る
。

…
以
上
を
要
す
る
に
、
吾
々
の
見
解
に
よ
る
行
為
者
人
格
の
観
念
は
、
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
外
部
的
刺
激
に
よ
っ
て
絶

え
ず
変
化
の
過
程
に
置
か
れ
つ
つ
も
、
な
お
、
行
為
者
み
づ
か
ら
或
る
程
度
の
自
由
な
る
自
己
決
定
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
外
界

を
支
配
し
自
己
を
開
拓
し
て
ゆ
く
と
為
す
限
り
に
お
い
て
外
的
因
子
と
内
的
因
子
と
の
相
互
依
存
関
係
を
力
強
く
認
識
し
主
張
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種
の
歴
史
的
、
文
化
主
義
な
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
と
精
神
と
を
有
す
る
。
一
言
に
し
て
こ
れ
を
言
え

ば
、
行
為
者
人
格
は
絶
え
ず
成
長
発
達
の
過
程
に
あ
る
一
事
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
に
あ（
58
）る。」。

【
2
】（
4
）
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
の
所
説

大
谷
實
博
士
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
安
平
説
が
ド
イ
ツ
の
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ（E

.W
olf

）の
情
操
頽
落
論
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
の
所
説
を
、
概
観
し
て
お
こ
う
。

大
谷
博
士
は
「
犯
罪
行
為
者
の
本
質
は
、
情
操
の
頽
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
裁
判
官
は
①
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
行
為
者
類
型
、
②
反

社
会
的
行
為
者
類
型
、
③
共
同
体
に
背
反
す
る
行
為
者
類
型
、
④
社
会
的
無
気
力
の
行
為
者
類
型
、
⑤
社
会
的
有
害
性
を
も
つ
行
為
者
類
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型
と
い
う
五
個
の
行
為
者
類
型
を
基
準
と
し
て
行
為
者
の
存
在
そ
の
も
の
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
犯
罪
徴
表
説
に
お
け
る
行

為
と
行
為
者
と
の
関
連
に
類
似
し
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
的
行
為
者
観
念
が
指
向
す
る
も
の
は
、
生
物

学
的＝
精
神
医
学
的
個
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
は
、「
法
の
世
界
に
お
け
る
人
格
」
か
ら
犯
罪
人
の
本
質
を
演
繹
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
か
か
る
情
操
の
頽
落
に
対
応
す
る
刑
罰
は
、
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を

も
つ
も
の
と
予
定
さ
れ
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
は
、
ま
ず
、
刑
罰
に
お
け
る
応
報
観
念
は
い
か
な
る
刑
法
に
と
っ
て

も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
点
で
は
行
為
者
刑
法
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
応
報
観
念
は
、
タ
リ
オ
的
性
格
で
は
な

く
「
法
共
同
体
に
と
っ
て
欠
陥
の
あ
る
共
同
体
構
成
員
は
、
以
後
、
彼
に
認
め
ら
れ
て
い
る
法
的
な
可
能
領
域
と
許
容
領
域
を
制
限
さ
れ

る
。
…
し
た
が
っ
て
、
刑
法
的
な
応
報
の
内
容
は
、
法
的
な
情
操
が
明
白
に
し
か
も
確
実
に
頽
落
を
示
し
た
こ
と
に
対
し
、
法
共
同
体
の

側
か
ら
不
信
任
と
い
う
形
で
答
責
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。」
こ
の
観
念
は
同
時
に
刑
罰
の
目
的
に
も
妥
当
す
る
。
刑

罰
の
目
的
は
、
行
為
者
を
教
育
し
、
完
全
な
る
法
的
人
格
を
彼
に
回
復
性
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
教
育
観
念
と
人
格
観
念
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
教
育
は
自
然
的
行
為
者
観
念
を
基
礎
と
し
た
の
で
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
道
義
的

人
格
の
再
構
築
は
刑
法
の
問
題
で
は
な
く
、
お
よ
そ
情
操
頽
落
者
に
対
し
て
は
法
的
情
操
に
目
覚
め
る
よ
う
な
精
神
状
態
を
導
く
手
段
が

選
択
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
情
操
頽
落
に
対
す
る
刑
罰
は
行
為
者
応
報
の
理
念
に
基
づ
く
が
、
行
為
者
応
報
の
正
当
化
根

拠
が
、
明
確
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
性
格
の
危
険
性
や
反
社
会
的
情
操
を
科
刑
根
拠
と
し
た
と
し
て
も
、
問
題
の
本
質
は
応

報
た
る
刑
罰
を
受
け
る
べ
き
行
為
者
側
の
非
難
の
契
機
に
あ
る
。
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
は
、
法
的
文
化
は
法
共
同
体
構
成
員
の
合
法
的
情
操
に

よ
っ
て
維
持
・
発
展
す
る
も
の
だ
か
ら
、
お
よ
そ
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
者
は
特
に
精
神
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
法
的
人
格
を

形
成
す
べ
き
義
務
と
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
正
常
な
者
で
あ
る
限
り
、
情
操
頽
落
を
回
避
す
る
可
能
性
が
一
般
的
に
擬
制
さ
れ
る
、

と
説
く
が
、
他
行
為
可
能
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、「
〜
で
き
る
か
ら
、
〜
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
的
責
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任
論
に
反
す
る
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
違
法
行
為
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
法
的
情
操
の
背
反
性
が
責
任
の
実
質
と
説
明
す
る
安

平
説
も
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ
に
対
す
る
、
上
記
の
批
判
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す（
59
）る」
と
評
価
す
る
。

結
語

安
平
政
吉
博
士
の
「
刑
法
に
お
け
る
行
為
者
人
格
の
理
論
」
を
精
細
に
読
ん
で
、
初
期
の
人
格
責
任
論
を
概
観
し
、
戦
後
の
団
藤
重
光

博
士
の
い
わ
ゆ
る
人
格
形
成
責
任
論
と
の
異
同
を
確
認
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
ま
ず
、「
行
為
の
背
後
に
存
在
す
る
素
質
・
環
境
の
制
約

を
受
け
な
が
ら
も
主
体
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
行
為
者
の
潜
在
的
人
格
体
系
」
と
い
う
団
藤
説
の
中
核
に
あ
る
思
想
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
。

い
わ
く
、「
人
格
形
成
は
…
わ
れ
わ
れ
の
日
常
に
お
け
る
行
為
的
存
在
が
こ
れ
を
産
み
来
っ
た
」（
五
〇
頁
）、「
動
的
観
察
」（
五
二
頁
）、「
外

部
的
刺
激
に
よ
っ
て
絶
え
ず
変
化
の
過
程
に
置
か
れ
つ
つ
も
、
な
お
、
行
為
者
み
づ
か
ら
或
る
程
度
の
自
由
な
る
自
己
決
定
を
な
す
」（
五

七
頁
）な
ど
で
あ
る
が
、「
主
体
的
」
と
い
う
観
念
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。
新
派
の
強
調
し
た
「
性
格
」
が
、
主
と
し
て
生
来
的
素
質
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
天
的
な
主
体
的
形
成
を
重
視
す
る
「
人
格
」
概（
60
）念が
皇
国
の
発
展
と
併
合
的
に
考
え
ら
れ
て
い

た
フ
シ
が
あ
る
こ
と
が
、
戦
後
に
団
藤
博
士
の
人
格
形
成
責
任
論
が
執
拗
に
学
界
か
ら
拒
否
さ
れ
る
こ
と
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
今
後
、
安
平
博
士
以
後
の
不
破
博
士
・
井
上
正
治
博
士
等
の
人
格
責
任
論
を
考
察
し
た（
61
）い。
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【
注
】

（
1
）
大
谷
実
『
人
格
責
任
論
の
研
究
』（
慶
応
通
信

昭
和
四
七
年
）二
〇
二
―
二
一
一
頁
。

（
2
）
安
平
政
吉
『
人
格
主
義
の
刑
法
理
論
』（
厳
松
堂

昭
和
一
三
年
）参
照
。
大
谷
・
前
掲
書（
注
1
）一
九
二
頁
以
下
で
は
、
安
平
説
の
刑
法
学
説
史

上
の
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
3
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
―
三
頁
。

（
4
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
頁
。

（
5
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
―
四
頁
。

（
6
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
頁
。

（
7
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
頁
。

（
8
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
頁
。

（
9
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）六
頁
。

（
10
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）七
頁
。

（
11
）
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
Ⅰ

総
論
』（
勁
草
書
房

昭
和
四
九
年
）二
〇
〇
頁
は
、
性
格
責
任
論
は
、
性
格
を
も
っ
て
主
と
し
て
生
来
的
素
質
と

し
て
理
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
格
責
任
論
は
む
し
ろ
後
天
的
な
主
体
的
形
成
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
差
が
あ
る
と
、
指
摘
す
る
。

（
12
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）八
頁
。

（
13
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）八
頁
。

（
14
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）九
頁
。

（
15
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）九
―
一
〇
頁
。

（
16
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
〇
―
一
一
頁
。

（
17
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
二
頁
。

（
18
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
二
頁
。

（
19
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
三
頁
。

（
20
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
三
頁
。

（
21
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
三
―
一
四
頁
。

（
22
）
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
五
版
〕』（
成
文
堂

平
成
三
一
年
）三
一
四
―
三
一
八
頁
。
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（
23
）
大
塚
仁
『
刑
法
に
お
け
る
新
・
旧
両
派
の
理
論
』（
日
本
評
論
社

昭
和
三
二
年
）二
一
〇
―
二
一
一
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
〕』

（
創
文
社

平
成
二
年
）二
五
八
―
二
五
九
頁
。

（
24
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
五
頁
。

（
25
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
五
頁
。

（
26
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
五
―
一
六
頁
。

（
27
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
六
頁
。

（
28
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）一
七
頁
。

（
29
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
〇
頁
。

（
30
）
大
谷
・
前
掲
書（
注
22
）一
九
頁
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
心
理
強
制
説
は
「
犬
に
向
か
っ
て
杖
を
振
り
上
げ
、
脅
か
す
に
等
し
い
」
と
言
う
。

（
31
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
二
―
二
四
頁
。

（
32
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
四
―
二
五
頁
。

（
33
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
五
―
二
七
頁
。

（
34
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
二
―
三
六
頁
。

（
35
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
七
―
二
八
頁
。

（
36
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）二
九
―
三
一
頁
。

（
37
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
二
―
三
三
頁
。

（
38
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
三
―
三
四
頁
。

（
39
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
四
―
三
五
頁
。

（
40
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
六
頁
。

（
41
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
七
頁
。

（
42
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）三
八
頁
。

（
43
）
佐
古
純
一
郎
『
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
人
格
観
念
の
成
立
』（
朝
文
社

平
成
七
年
）二
八
―
二
七
四
頁
に
よ
る
と
、
人
格
と
い
う
訳
語
は
、

明
治
二
六
年
一
〇
月
刊
行
の
「
哲
学
雑
誌
」
に
お
い
て
、「
心
理
学
に
於
け
る
無
意
識
作
用
論
の
発
達
」
と
い
う
心
理
学
関
係
の
外
国
文
献
訳
出
に

際
し
て
、
中
島
力
造（
一
八
五
八
―
一
九
一
九
）か
ら
の
相
談
を
受
け
た
井
上
哲
次
郎（
一
八
五
六
―
一
九
四
四
）が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
数
個
の

personality

の
訳
語
か
ら
、
従
来
か
ら
若
干
使
用
さ
れ
て
い
た
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
て
以
来
、
他
者
に
よ
っ
て
も
徐
々
に
使
用
さ
れ
る
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よ
う
に
な
り
、
や
が
て
翻
訳
語
と
し
て
確
立
し
た
と
い
う
経
緯
な
ら
び
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
人
格
」
概
念
の
成
立
に
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト

（Im
m
anuel

K
ant,

一
七
二
四
―
一
八
〇
四
）の
第
二
命
法（zw

eiten
Form

el

）に
基
づ
く
高
潔
な
人
格
主
義（Personalism

us

）と
の
関
連
抜
き
に
は
考

え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
た
と
え
ば
、
森
宏
一（
編
）『
哲
学
辞
典
〔
普
及
版
〕』（
青
木
書
店

平
成
一
二
年
）二
二
八
頁
。

（
45
）
植
松
・
前
掲
書（
注
11
）二
〇
〇
頁
は
、
性
格
と
人
格
は
そ
の
名
称
に
於
い
て
混
同
さ
れ
や
す
い
と
し
て
、
人
格
責
任
論
の
「
人
格
」
は
「
性
格
」

の
語
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。

（
46
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
一
―
四
二
頁
。

（
47
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
五
頁
注（
一
）の
安
平
博
士
の
解
説
に
よ
る
と
、
牧
野
博
士
の
「
人
間
」
と
い
う
の
は
、
自
然
に
存
立
す
る
実
在
と
し
て

の
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
然
科
学
的
な
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
学
的
な
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
人
格
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、

法
律
学
者
が
法
律
現
象
を
説
明
す
る
に
用
い
て
い
る
一
つ
の
観
念
な
い
し
仮
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
科
学
的
な
い
し
社
会
学
を
超
越
し
た
観
念
で

あ
る
。

（
48
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
三
―
四
五
頁
。

（
49
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
四
―
四
五
頁
。

（
50
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
五
―
四
七
頁
。

（
51
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
八
―
五
〇
頁
。

（
52
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）四
七
―
四
八
頁
。な
お
、大
谷
・
前
掲
書（
注
1
）一
九
二
頁
で
、安
平
博
士
の
所
論
は
、ド
イ
ツ
の
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
フ（E

.W
olf

）

の
情
操
頽
落
論
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

（
53
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
三
頁
注（
一
）。

（
54
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
一
―
五
三
頁
。

（
55
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
四
―
五
五
頁
。

（
56
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
六
頁
。

（
57
）
片
山
杜
秀
『
皇
国
史
観
』（
文
藝
春
秋

令
和
二
年
）一
四
四
頁
で
は
、
筧
克
彦（
一
八
七
二
―
一
九
六
一
）の
憲
法
思
想
に
つ
い
て
「
…
国
民
は
天

皇
の
表
現
で
あ
る
と
唱
え
ま
す
。
天
皇
に
は
無
限
の
可
能
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ひ
と
り
ひ
と
り
の
国
民
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
、
天
皇
の
無
限

性
が
国
民
個
々
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
天
皇
は
国
民
の
象
徴
で
は
な
く
、
国
民
は
天
皇
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
議
論
な
の
で
す
ね
…
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
が
、
安
平
の
呪
術
的
な
難
解
な
主
張
も
こ
の
よ
う
な
戦
後
憲
法
を
転
倒
さ
せ
た
よ
う
な
思
考
の
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
み
る
と
、
そ
れ
に
賛
成
し
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得
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
安
平
思
想
も
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
58
）
安
平
・
前
掲
書（
注
2
）五
六
―
五
九
頁
。

（
59
）
大
谷
・
前
掲
書（
注
1
）一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。

（
60
）
植
松
・
前
掲
書（
注
11
）二
〇
〇
頁
。

（
61
）
安
平
博
士
の
人
格
責
任
論
の
比
較
法
的
特
徴
の
研
究
と
し
て
、
大
谷
・
前
掲
書（
注
1
）一
九
二
―
一
九
四
頁
参
照
。


