
責
任
概
念
の
質
的
転
換
論
と
そ
の
適
用

後

藤

正

弘

　
責
任
概
念
に
規
範
的
責
任
概
念
と
可
罰
的
責
任
概
念
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
宮
本
英
修
博
士
の
説
か
れ
た
処
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ

の
妥
当
な
こ
と
を
自
由
意
志
論
（
刑
法
的
責
任
の
基
礎
と
し
て
の
）
に
お
け
る
決
定
論
、
非
決
定
論
を
研
討
し
て
論
証
し
、
さ
ら
に
質
的
転
換

論
と
い
う
自
説
を
未
遂
、
共
犯
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
た
だ
し
本
稿
は
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
ω
　
自
由
意
志
肯
定
論
（
非
決
定
論
）

　
イ
ン
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
自
由
意
志
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
考
え
方
は
今
日
の
刑
法
論
者
中
に
も
殆
ど
な
い
。
素
質
、

環
況
が
意
志
決
定
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
今
日
の
イ
ン
デ
タ
ー
ミ
ニ
ス
ト
は
い
わ
ば
ソ

フ
ト
な
イ
ン
デ
タ
ー
ミ
ニ
ス
ト
な
い
し
は
相
対
的
（
部
分
的
）
非
決
定
論
者
で
あ
る
。

　
こ
の
相
対
的
非
決
定
論
に
も
種
々
な
も
の
が
あ
る
。

　
一
　
意
思
は
多
く
の
場
合
外
部
的
要
素
の
た
め
規
制
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
場
合
に
は
自
由
な
意
思
決
定
を
な
し
得
る
と
解
す
見
解
。
こ

れ
に
は
意
思
は
常
に
決
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
決
定
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
い
う
考
え
（
決
定
さ
れ
な
が
ら
決
定
す
る
意
思
）
を
認
め
る
考
え
方
も

含
ま
れ
る
。
ま
た
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
は
意
思
は
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
将
来
の
事
実
に
つ
い
て
は
全
く
自
由
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
註
一
）
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も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
規
範
と
事
実
（
自
然
的
事
実
、
社
会
的
事
実
、
心
理
的
事
実
〉
を
区
別
し
、
事
実
の
面
に
於
て
は
因
果
律
が
支
配
し
、
因
果
律
に
拘
束

さ
れ
な
い
、
自
由
な
計
ω
勺
。
。
鷲
ぎ
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
規
範
の
世
界
に
於
て
は
自
由
意
志
は
男
o
ω
言
一
魯
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
而
し
て
刑

法
解
釈
学
は
規
範
科
学
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
公
準
に
従
い
自
由
意
志
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
註
二
）

　
三
　
心
理
現
象
に
お
け
る
因
果
律
の
支
配
を
認
め
な
い
見
解
。
こ
れ
に
は
自
然
的
事
実
に
お
け
る
因
果
律
は
社
会
現
象
や
歴
史
に
は
妥
当
し

な
い
と
す
る
見
解
も
含
ま
れ
る
。

　
第
一
の
相
対
的
非
決
定
論
を
採
る
見
解
は
相
当
広
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
「
決
定
論
者
の
云
う
よ
う
に
我
々
の
意
思
は
素
質
、
環

況
か
ら
因
果
律
に
よ
る
支
配
を
受
け
規
制
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
由
意
志
と
は
行
為
選
択
の
自
由
と
解
す
れ
ば
、
具
体
的
場
合
に
は
我
々
は

事
実
上
、
行
為
を
選
択
し
て
い
る
。
我
々
の
意
志
に
は
因
果
律
の
支
配
か
ら
独
立
し
た
何
物
か
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
こ
の
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
相
対
的
非
決
定
論
は
論
理
的
に
少
し
考
え
て
見
れ
ば
矛
盾
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
は
事
実
は
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、

部
分
的
（
具
体
的
）
に
は
決
定
さ
れ
な
い
」
と
い
う
が
、
一
般
は
部
分
の
総
体
で
あ
っ
て
、
部
分
的
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
一
般
的
に
も
決
定

さ
れ
な
い
。
部
分
的
具
体
的
に
で
も
因
果
律
に
支
配
さ
れ
な
い
精
神
的
実
在
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
非
決
定
論
な
の
で
あ
っ
て

相
対
的
非
決
定
論
な
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
非
決
定
論
は
ハ
ー
ド
・
イ
ン
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
絶
対
的
非
決
定
論
な
の
で
あ
る
。

　
因
果
律
の
支
配
を
う
け
な
い
「
何
物
」
か
の
存
在
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
に
自
由
意
思
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
自

由
に
意
思
を
選
択
し
て
い
る
」
と
い
う
意
識
ー
1
自
由
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
区
別
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
自
由
意
識

の
存
在
が
自
由
意
思
存
在
の
証
明
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
行
動
と
意
識
を
見
れ
ば
直
ぐ
に
気
が
注
く
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
普
通
入
の
行
為
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
思
決
定
に
お
い
て
深
層
心
理
の
影
響
に
よ
り
無
意
識
的
に
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
深
層

心
理
学
の
示
す
処
で
あ
る
。
自
由
意
思
が
あ
る
と
い
う
意
識
の
存
在
は
決
し
て
自
由
意
思
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
第
二
の
規
範
と
事
実
を
区
別
す
る
立
場
か
ら
の
自
由
意
思
論
も
非
常
に
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
ろ
う
で
あ
る
。
規
範
の
世
界
と
事
実
の
世
界
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を
区
別
し
、
当
為
の
世
界
で
あ
る
刑
法
規
範
の
解
釈
に
於
て
は
事
実
の
世
界
と
異
る
法
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
当
然
の
主
張

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
事
実
の
世
界
に
於
け
る
因
果
律
の
支
配
の
原
則
は
規
範
の
世
界
に
当
然
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
し
、
こ
こ
に
於
て
は
全
く

拘
束
を
う
け
ぬ
自
由
な
意
思
決
定
ー
1
自
由
意
思
i
を
存
在
す
る
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
多
く
の
意
見
は
こ
こ
に
基
き
、

法
の
解
釈
的
原
理
と
し
て
自
由
意
思
の
存
在
を
主
張
し
、
か
つ
規
範
的
に
自
由
意
思
が
想
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
以
て
足
り
る
と
解
す
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
植
松
教
授
も
一
方
に
於
て
心
理
学
的
な
意
思
が
、
他
の
要
素
か
ら
規
制
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
公
準
と
し
て
の
自
由

意
思
を
主
張
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
応
報
刑
を
導
く
の
で
あ
る
。
　
（
註
三
）

　
後
述
す
る
よ
う
に
自
説
も
規
範
と
事
実
、
価
値
評
価
と
存
在
を
対
立
せ
し
め
て
考
え
、
前
者
に
は
い
わ
ゆ
る
自
由
意
思
（
正
確
に
は
自
由
意

識
）
を
認
め
、
後
者
で
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
規
範
と
存
在
を
区
別
す
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。

植
松
説
で
も
心
理
的
意
思
は
自
由
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
規
範
的
に
は
公
準
と
し
て
こ
れ
が
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
応
報
刑
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
説
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
逆
で
あ
る
。
規
範
的
に
自
由
意
思
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
こ
と
だ
け
で
止
ま

り
、
責
任
を
評
価
決
定
す
る
場
合
に
は
心
理
的
意
思
の
方
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
規
範
的
公
準
は
根
拠
を
も

た
ず
に
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
心
理
的
理
象
や
存
在
的
事
実
に
基
い
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
責
任
判
断
に
よ
り
現
実
に
受
刑
す
る

の
は
規
範
的
人
間
像
で
は
な
く
、
現
実
的
存
在
と
し
て
の
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
説
で
は
規
範
的
意
味
で
の
自
由
意
思
に
よ

り
な
さ
れ
た
違
法
行
為
に
対
す
る
責
任
は
規
範
的
責
任
で
あ
り
、
心
理
的
事
実
的
関
係
よ
り
生
ず
る
可
罰
的
責
任
と
は
別
個
で
あ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
心
理
過
程
に
お
い
て
因
果
律
の
適
用
を
認
め
な
い
説
に
つ
い
て
は
余
り
多
く
の
言
葉
を
要
し
な
い
。
た
だ
今
日
の
心
理
学
で
は
「
意

思
」
と
い
う
概
念
す
ら
捨
て
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
意
思
」
と
は
欲
求
と
充
足
と
い
う
心
理
的
現
象
に
分
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
せ
ば
よ
い
と
思
う
。
　
（
註
四
）
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⇔
　
ハ
ー
ド
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

　
イ
タ
リ
ー
の
実
証
主
義
学
派
や
我
が
牧
野
博
士
の
主
観
主
義
に
お
け
る
自
由
意
思
に
関
す
る
立
場
は
い
わ
ば
ハ
ー
ド
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
と

云
え
よ
う
。
心
理
的
現
象
と
し
て
の
意
思
が
素
質
・
環
境
の
規
制
の
下
に
於
か
れ
応
報
刑
論
者
の
前
提
と
す
る
自
由
な
意
思
決
定
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

　
心
理
学
的
な
意
味
に
於
て
自
由
意
思
を
考
え
れ
ば
当
然
の
結
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
刑
法
解
釈
学
と
し
て
は
規
範
の
概
念
を
用
い
な
い
こ
と
は
主
観
主
義
に
立
つ
も
の
と
し
て
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
反
社
会

的
危
険
性
の
概
念
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
等
に
於
て
は
こ
の
悪
性
な
い
し
は
反
社
会
的
危
険
性
の
危
険
性
と
は
自
然
犯
に
お
け
る
危
険
性

を
意
味
し
て
い
る
。
殺
人
犯
、
強
盗
犯
の
反
社
会
的
危
険
性
と
い
う
こ
と
は
直
ぐ
判
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
反
社
会
的
危
険
性
は
責
任
あ
る

い
は
犯
罪
の
本
質
と
さ
れ
る
結
果
、
過
失
犯
や
行
政
犯
に
お
い
て
も
反
社
会
的
危
険
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
過
失
犯
の
悪
性
と
か
、

そ
の
累
犯
可
能
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
主
観
主
義
は
こ
の
よ
う
に
規
範
や
構
成
要
件
に
つ
い
て
こ
れ
を
重
視
す
る

こ
と
を
し
な
い
結
果
や
や
無
理
な
刑
法
の
解
釈
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
共
犯
の
行
為
共
同
説
、
錯
誤
の
抽
象
符
合
説
な
ど
で
あ
る
。
や
は
り

規
範
科
学
と
し
て
の
刑
法
解
釈
学
は
規
範
的
現
象
を
心
理
的
現
象
か
ら
切
離
し
、
い
わ
ば
二
元
論
的
に
自
由
意
思
の
問
題
を
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
自
説
は
そ
こ
で
ハ
ー
ド
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。

一119一

ハ
国
　
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム

　
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
近
代
学
派
の
傾
向
が
強
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
刑
法
学
の
影
響
を
受
け
て
い
て
、
自
由
意
思
論
に
於
て
も
堅
い
非
決
定
論

に
反
対
し
て
い
る
。
　
「
刑
法
的
責
任
を
問
う
際
に
、
犯
罪
を
な
し
た
意
思
行
為
を
行
為
選
択
の
自
由
を
濫
用
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
非
決
定
論

者
に
も
出
来
な
い
。
人
は
基
本
的
に
選
択
の
自
由
を
有
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
自
由
は
無
制
限
で
は
な
い
し
、
心
理
作
用
の
物
理
的
要



素
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
が
な
い
」
と
云
い
さ
ら
に
「
行
為
の
際
に
他
の
行
為
を
な
し
得
た
か
否
か
も
証
明
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
」

と
云
う
。
し
か
し
彼
は
結
局
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
は
な
い
」
と
し
各
人
の
信
念
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
し
か
し
不
可
知
論
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
を
責
任
論
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
在
来
の
非

決
定
論
ー
1
応
報
刑
、
決
定
論
ー
1
目
的
刑
、
と
い
う
系
列
的
思
考
法
を
批
判
し
、
応
報
刑
か
目
的
刑
か
と
い
う
問
題
と
決
定
論
、
非
決
定
論

と
は
一
応
別
個
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
応
報
＜
①
お
①
一
け
巨
騎
と
い
う
概
念
を
在
来
の
よ
う
に
瞭
罪
を
意
味
す
る
許
り
で
な
く
業
績

ピ
①
一
。
。
件
昌
ご
q
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
拡
張
す
れ
ば
こ
こ
に
特
別
予
防
や
目
的
刑
を
も
含
み
得
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
ー
の

刑
罰
論
は
目
的
刑
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
拡
張
さ
れ
た
応
報
概
念
に
よ
り
、
一
つ
の
応
報
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
に
於
て
刑
法

に
お
け
る
決
定
論
非
決
定
論
の
論
争
は
妥
協
点
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
の
自
由
意
思
論
は
一
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
。
　
（
註
五
）

（圃

平
野
教
授
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム

　
平
野
教
授
は
決
定
論
に
基
く
自
由
意
思
論
l
ー
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
を
主
張
さ
れ
る
。
同
教
授
の
主
張
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の

教
授
達
の
主
張
と
大
体
一
致
す
る
。

　
す
な
わ
ち
自
由
の
概
念
と
強
制
の
概
念
を
区
別
し
、
強
制
の
な
い
こ
と
が
自
由
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
意
思
が
決
定
さ
れ
て
い
る
か
否

か
と
、
自
由
が
あ
る
か
否
か
と
は
別
の
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
決
定
論
を
と
っ
て
も
自
由
意
思
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
責
任
論
も
導
き
出
さ
れ
、
　
「
外
か
ら
の
強
制
に
よ
っ
て
こ
の
行
為
を
な
し
た
の
で
は
な
く
「
自
分
が
原
因
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
が
責
任
で
あ
る
」
　
（
註
六
）
と
い
わ
れ
る
。

　
自
由
意
思
肯
定
論
の
多
い
今
日
に
於
て
平
野
教
授
の
主
張
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
「
随
意
的
行
為
す
な
わ
ち
自
由
は
決
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
が
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
承
認
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の

せ
ら
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
る
（
註
七
）
　
「
自
由
と
は
強
制
の
な
い
こ
と
と
い
う
日
常
的
常
識
の
立

場
と
学
問
の
立
場
と
の
交
錯
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
前
者
の
立
場
に
止
る
こ
と
は
、
方
法
と
し
て
不
充
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
云
い
換
え
れ
ば
自
由
の
概
念
を
選
択
の
自
由
と
解
し
て
、
行
為
の
時
に
他
の
行
為
を
な
し
得
た
か
否
か
（
他
行
為
可
能
性
存
在
の
有
無
）
を

問
題
に
し
、
こ
れ
が
存
在
し
た
時
に
自
由
が
あ
り
、
そ
の
な
か
っ
た
時
は
意
思
は
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
が
通
常
の
自
由
意
思
の
概
念
で

あ
る
。
シ
ュ
リ
ッ
ク
や
平
野
教
授
は
こ
れ
を
「
強
制
の
な
い
行
為
は
す
べ
て
自
由
で
あ
る
」
と
解
し
、
自
由
と
強
制
を
対
立
さ
せ
、
自
由
の
概

念
を
縮
少
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
強
制
さ
れ
て
さ
え
い
な
け
れ
ば
、
素
質
、
環
境
等
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
意
思
決
定
で
も
自
由
意
思
に

よ
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
自
由
意
思
を
認
め
て
も
決
定
論
を
と
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
自
由
意
思

概
念
は
通
常
の
意
味
か
ら
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
「
人
の
意
思
は
自
由
に
決
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
自
由
意
思
論
の
本
来
の
問

題
は
未
解
決
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
（
註
八
）

国
　
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム

　
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
も
決
定
論
に
立
つ
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
非
決
定
論
や
相
対
的
非
決
定
論
を
支
持
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
彼
の
表
現
は
や

や
あ
い
ま
い
で
あ
っ
て
決
定
論
特
に
絶
対
的
決
定
論
を
支
持
す
る
と
は
云
っ
て
い
な
い
。

　
彼
は
自
説
の
代
り
に
メ
ル
ケ
ル
を
挙
げ
て
、
メ
ル
ケ
ル
の
「
行
為
は
性
格
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
る
が
、
責
任
を
問
う
と
き
は
、
行
為
に

あ
ら
わ
れ
た
そ
の
特
性
が
問
題
に
な
る
。
」
と
し
（
註
九
）
ω
精
神
界
に
お
い
て
因
果
律
が
妥
当
す
る
か
否
か
　
⑭
　
他
行
為
可
能
性
　
㈹

そ
の
立
証
　
㈲
　
責
任
と
応
報
概
念
　
の
四
点
を
問
題
に
す
る
。

　
第
一
の
問
題
に
お
い
て
は
、
精
神
界
l
l
心
理
現
象
に
お
い
て
も
、
物
理
現
象
と
同
様
の
因
果
律
が
支
配
す
る
こ
と
は
、
積
極
的
に
肯
定
は

出
来
な
い
に
し
て
も
、
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
と
し
消
極
的
肯
定
の
立
場
を
と
る
。
精
神
現
象
に
お
い
て
も
物
理
的
現
象
と
同
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様
の
因
果
律
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
と
類
似
の
因
果
律
は
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
こ
れ
が
な
く
、
全
く
自
由
奔
放
な
世
界
を
想
定
す
る
よ
り

も
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
と
第
三
の
他
行
為
可
能
性
の
問
題
は
、
入
間
の
行
為
の
一
回
性
に
鑑
み
、
行
為
の
際
に
お
け
る
他
行
為
可
能
性
の
存
在
は
理
論
的
に
は

云
い
得
て
も
、
少
く
共
立
証
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
意
思
の
意
味
を
他
行
為
可
能
性
の
存
在
と
解
す
れ
ば
、
か
か
る
自
由
は

存
在
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
応
報
概
念
や
責
任
概
念
の
修
正
な
い
し
拡
張
は
上
記
の
様
に
考
え
て
く
れ
ば
当
然
に
問
題
に
な
り
、
そ
れ
が
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
結
論
で
も
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
つ
い
で
ハ
ル
ト
マ
ン
、
メ
ッ
ガ
ー
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
等
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
決
定
に
は
二
種
あ
り
、
因
果
的
決
定
と
道
徳
的
決
定
の
二
つ
の
決
定
が
あ
る
が
、
積
極
的
自
由
の
層
は
ゾ
ル
レ
ン

の
層
で
あ
っ
て
「
決
定
」
の
意
味
を
超
え
て
い
る
と
批
判
す
る
。
メ
ッ
が
ー
の
因
果
の
思
考
形
式
の
他
に
「
自
発
性
の
思
考
形
式
」
を
認
め
る

考
え
方
は
因
果
の
概
念
を
盲
目
的
な
も
の
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
も
明
確
で
な
い
と
す
る
。

　
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
「
深
層
か
ら
生
ず
る
欲
望
を
意
味
と
価
値
の
層
に
よ
っ
て
操
作
す
る
こ
と
が
自
由
で

あ
る
」
と
い
う
考
え
に
は
、
次
の
欠
点
が
あ
り
と
す
る
。

　
の（5）（4）（3）（2）（

エ
ン
ギ
ッ

不
在
論
と
価
値
論
の
混
同

意
味
的
決
定
も
決
定
の
一
種
で
は
な
い
か
。

右
と
反
対
に
犯
罪
的
意
思
も
価
値
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

不
自
由
な
意
思
の
み
が
非
難
さ
れ
る
意
思
に
な
り
は
し
な
い
か
。

意
味
的
な
自
己
決
定
の
「
能
力
が
あ
る
」
こ
と
が
自
由
だ
と
す
れ
ば
自
由
は
状
態
に
な
り
ハ
ル
ト
マ
ン
と
一
致
す
る
。

　
　
シ
ュ
自
身
の
自
由
意
思
論
は
ど
う
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
彼
は
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
「
特
別
予
防
、
一
般
予
防
の
要
求
に
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と
っ
て
は
自
由
意
思
は
必
要
で
な
い
。
…
…
…
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
、
決
定
論
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
問
接
に
云
う
に
止
ま
る
。
そ
し
て

責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
性
格
責
任
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
や
メ
ッ
ガ
ー
の
行
状
責
任
を
行
為
責
任
と
し
て
排
し
、

個
々
の
行
為
に
あ
わ
わ
れ
た
限
度
で
の
性
格
I
I
人
格
の
形
象
I
I
の
責
任
を
問
う
も
の
と
す
る
、
一
の
決
定
論
の
上
に
立
っ
た
応
報
刑
論
で

あ
る
と
云
い
得
る
。
（
註
一
〇
）

休）

責
任
概
念
の
質
的
転
換
論

　
自
由
意
思
の
存
在
を
肯
定
す
る
絶
対
的
非
決
定
論
は
上
述
の
よ
う
に
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
非
決
定
論
も
論
理
的
に
成
立
し

得
な
い
。
ま
た
絶
対
的
決
定
論
も
上
述
の
よ
う
に
規
範
科
学
と
し
て
の
刑
法
論
に
妥
当
し
得
ぬ
と
す
れ
ば
、
結
論
と
し
て
相
対
的
決
定
論
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
の
諸
説
に
も
種
々
の
難
点
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
決
定
論
、
非
決
定
論
さ
ら
に
責

任
の
本
質
に
つ
い
て
は
如
何
に
考
う
べ
き
で
あ
る
か
。

　
筆
者
の
結
論
は
決
定
論
、
非
結
定
論
の
双
方
を
認
め
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
す
な
わ
ち
ザ
イ
ン
と
し
て
の
人
間
の
行
為
、
責
任
の
関
係
に
於

て
は
こ
れ
を
決
定
論
で
理
解
し
、
こ
れ
と
併
行
的
に
、
規
範
科
学
の
面
に
於
て
は
自
由
意
識
の
存
在
を
認
め
、
こ
の
自
由
意
識
に
基
く
自
由
意

思
の
主
体
に
責
任
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ザ
イ
ン
と
し
て
の
行
為
、
責
任
の
主
体
を
筆
者
は
「
真
の
主
体
」
と
呼
び
、
そ
の
責
任
を
可
罰
的
責

任
と
称
し
、
規
範
の
面
に
お
け
る
主
体
を
「
仮
の
主
体
」
、
そ
の
責
任
を
「
規
範
的
責
任
」
と
呼
び
度
い
と
思
う
。
　
「
真
の
主
体
」
す
な
わ
ち

ザ
イ
ン
と
し
て
の
人
間
の
行
為
主
体
は
自
由
意
思
を
持
た
な
い
主
体
で
あ
り
、
物
的
な
も
の
に
規
制
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
。
自
由
意
思
を
持
た

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
応
報
的
責
任
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
求
め
得
る
も
の
は
刑
事
政
策
的
に
社
会
か
ら
必
要
と
さ
れ

る
責
任
す
な
わ
ち
「
可
罰
的
責
任
」
で
あ
る
。
　
「
仮
の
主
体
」
は
自
由
意
識
の
主
体
で
あ
り
、
自
由
意
識
の
下
に
行
為
を
選
択
し
、
自
己
の
行

為
で
あ
る
と
の
意
識
の
下
に
行
為
を
行
う
。
こ
こ
に
責
任
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
意
識
の
主
体
は
真
に
自
由
意
思
に
基

い
て
行
為
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
客
観
点
な
真
の
行
為
者
主
体
で
は
な
く
、
「
仮
の
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主
体
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
責
任
は
規
範
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
に
対
す
る
責
任
す
な
わ
ち
「
規
範
的
責
任
」
で
あ
る
。
規
範

的
責
任
は
規
範
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
に
対
す
る
行
為
者
に
求
め
ら
れ
る
責
任
で
あ
っ
て
、
単
に
規
範
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
を
い
う
の

で
は
な
い
か
ら
行
為
の
違
法
性
を
い
う
の
で
は
な
く
、
一
の
責
任
概
念
で
あ
る
。
規
範
的
責
任
論
は
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
責
任
を
定
義
し
て
い

る
が
、
規
範
的
責
任
論
で
は
規
範
違
反
の
事
実
に
対
し
社
会
が
行
為
者
に
与
え
る
非
難
可
能
性
を
責
任
と
す
る
。
し
か
し
本
稿
に
い
う
規
範
的

責
任
は
自
由
意
思
を
前
提
と
は
し
な
い
か
ら
非
難
可
能
性
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
単
に
規
範
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
規

範
違
反
性
を
責
任
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
責
任
概
念
に
二
種
あ
る
も
の
と
す
る
見
解
は
宮
本
英
修
博
士
の
採
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
．
宮
本
説
は
規
範
（
ノ
ル
ム
）
と
刑

法
（
ゲ
ゼ
ッ
ツ
）
を
対
比
し
規
範
的
評
価
と
可
罰
的
評
価
を
対
立
せ
し
め
て
居
る
。
本
稿
で
も
規
範
的
責
任
と
事
実
（
人
間
）
的
評
価
l
i
可

罰
的
責
任
を
対
立
せ
し
め
て
い
る
の
で
細
い
点
の
相
違
は
あ
っ
て
も
大
局
的
に
は
宮
本
説
と
同
じ
見
解
で
あ
る
。

　
非
決
定
論
を
排
し
て
決
定
論
を
と
り
な
が
ら
、
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
て
ば
二
種
の
責
任
概
念
に
到
達
す
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
た
だ
行
為
主
体
た
る
人
間
は
一
個
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
二
個
の
責
任
概
念
は
帰
一
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
如
何
に
し
て
帰

一
せ
し
め
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
宮
本
博
士
は
「
可
罰
的
評
価
の
対
象
た
る
行
為
は
先
づ
違
法
行
為
た
る
こ
と
を
要
す
る
結
果
と
し
て
、
刑
法
的
に
評
価
せ
ら
る
べ
き
事
実
の

範
囲
は
予
め
規
範
的
評
価
に
よ
っ
て
制
約
を
う
け
る
。
」
　
（
註
＋
一
）
と
し
、
規
範
的
評
価
と
可
罰
的
評
価
が
上
、
下
の
二
重
構
造
を
な
し
、

前
者
の
上
に
後
者
が
立
つ
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
規
範
的
評
価
が
可
罰
的
評
価
に
変
る
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
「
実
際
の
科
刑
に

お
い
て
は
種
々
の
事
情
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
と
云
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
佐
伯
教
授
も
同
様
で
あ
る
。
可
罰
的
評
価
が
な
さ
れ
る

の
は
規
範
的
評
価
は
ゾ
レ
ン
で
あ
り
、
実
際
に
受
刑
す
る
の
は
ザ
イ
ン
た
る
人
問
で
あ
る
か
ら
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
宮
本
説
は
責
任
概
念
の
二
重
性
か
ら
、
故
意
、
過
失
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
も
何
れ
も
規
範
的
意
義
で
の
そ
れ
と
、
可
罰
的
意
義
で
の

の
そ
れ
ら
を
区
別
し
、
両
立
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
二
重
の
故
意
、
過
失
、
責
任
能
力
を
認
め
る
こ
と
は
責
任
概
念
を
余
り
に
複
雑
化
し
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て
い
る
。
自
説
で
は
故
意
、
過
失
は
責
任
概
念
を
生
ぜ
し
め
る
前
提
た
る
心
理
的
事
実
お
よ
び
そ
の
規
範
的
評
価
か
ら
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
責
任
概
念
は
二
重
で
あ
っ
て
も
、
故
意
、
過
失
、
責
任
概
力
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
単
一
で
あ
っ
て
足
り
る
と
解
す
る
。
こ
の
点
で
宮

本
説
の
異
る
。
ま
た
主
観
的
違
法
と
い
う
こ
と
も
｝
般
的
に
は
自
説
は
と
っ
て
い
な
い
。

　
概
し
て
云
え
ば
自
説
は
一
の
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
ノ
ワ
コ
ウ
ス
キ
i
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
そ

れ
ら
と
は
異
な
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
宮
本
説
に
近
く
、
二
種
の
責
任
概
念
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
宮
本
説
の
よ
う
に
故
意
、
過
失
概
念

に
ま
で
そ
れ
を
推
し
進
め
ず
、
責
任
概
念
の
な
か
だ
け
に
止
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
種
の
責
任
概
念
を
認
め
、
そ
の
質
的
転
換
を
認

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
の
刑
法
理
論
体
系
を
構
成
で
き
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
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㈲
質
的
転
換
論
の
適
用

　
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
に
基
く
責
任
の
質
転
換
と
い
う
考
え
方
を
主
張
す
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
刑
法
論
に
何
の
よ
う
な
体
系
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
決
定
論
に
立
つ
の
は
た
や
す
い
が
、
そ
れ
が
非
決
定
論
と
殆
ど
変
ら
な
い
結
論
に
な
れ
ば
、
決
定
論
を
主
張
す
る
必

要
も
な
い
。
勿
論
両
者
が
異
る
世
界
観
で
あ
る
以
上
同
じ
結
論
に
達
す
る
筈
は
な
い
。
し
か
し
規
範
の
面
に
於
て
は
余
り
変
っ
た
解
釈
に
な
ら

な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
自
説
の
よ
う
に
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
を
と
り
、
規
範
の
面
に
於
て
は
非
決
定
論
を
、
事
実
の
面
に
於
て
は
決

定
論
を
と
れ
ば
、
そ
の
刑
法
論
は
責
任
論
で
は
決
定
論
を
と
り
、
他
の
分
野
で
は
非
決
定
論
を
全
面
的
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
。
そ
れ
で
は
決
定
論
と
非
決
定
論
を
無
理
に
結
び
付
け
た
折
衷
論
に
な
る
。

　
実
は
こ
こ
に
決
定
論
の
理
論
構
成
の
困
難
さ
が
あ
り
、
決
定
論
を
と
る
人
の
少
い
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
非
決
定
論
に
よ
り
自
由
意
思

を
前
提
と
し
て
刑
法
を
解
釈
す
れ
ば
理
論
構
成
は
要
易
で
あ
る
。
あ
と
は
構
成
要
件
の
解
釈
の
技
術
的
問
題
が
残
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
種
々
様
々
な
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
決
定
論
を
と
り
自
由
意
思
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
自
説
の
立
場
で
は
自
由
意

思
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
規
範
の
面
に
於
て
そ
れ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
ど
う
結
合
さ
せ
る
の
か



そ
の
輪
郭
を
画
い
て
み
よ
う
。

（1）

未

遂

犯
へ
の
適
用

　
未
遂
犯
に
つ
い
て
ま
づ
考
え
て
み
る
と
、
未
遂
に
お
け
る
実
行
の
着
手
点
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
観
説
と
客
観
説
が
対
立

し
て
い
る
。
実
行
の
着
手
点
は
不
可
罰
的
予
備
行
為
と
可
罰
的
未
遂
犯
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
未
遂
概
念
の
基
本
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
客
観
説
は
構
成
要
件
を
中
心
と
し
て
、
構
成
要
件
概
当
行
為
の
一
部
の
着
手
が
実
行
の
着
手
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
主
観
説

は
犯
罪
人
の
反
社
会
的
危
険
性
が
表
現
さ
れ
た
と
き
に
実
行
の
着
手
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
判
例
通
説
は
客
観
説
を
と
り
な
が
ら
こ
れ
に
主

観
説
的
な
概
念
の
拡
張
を
な
し
て
折
衷
説
を
と
っ
て
い
る
と
云
い
得
よ
う
。
近
接
密
着
説
等
が
そ
う
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
客
観
説
は
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
構
成
要
件
的
行
為
以
前
の
行
為
は
す
べ
て
予
備
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

構
成
要
件
的
行
為
は
勿
論
特
別
構
成
要
件
的
行
為
で
な
け
れ
ば
な
，
ら
な
い
か
ら
、
各
構
成
要
件
特
有
の
性
格
を
具
え
、
他
の
構
成
要
件
と

区
別
で
き
る
程
度
の
明
確
さ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
し
た
が
っ
て
犯
罪
の
意
思
は
明
白
で
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
構
成
要
件
に
概
当
す
る
か

不
分
明
の
行
為
は
そ
の
犯
罪
の
未
遂
に
な
ら
な
い
。
例
え
ば
窃
盗
の
準
備
と
し
て
目
的
と
す
る
家
の
畜
犬
に
餌
を
与
え
て
手
な
づ
け
る
行
為
や
、

人
を
襲
う
つ
も
り
で
木
蔭
に
隠
れ
て
い
る
行
為
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
主
観
説
は
犯
罪
人
に
着
目
し
危
険
性
を
基
本
と
す
る
か
ら
危
険
性
の
表
現
が
あ
れ
ば
す
べ
て
実
行
の
着
手
で
あ
る
。
単
な
る
犯

罪
の
決
意
の
表
明
も
実
行
の
着
手
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
客
観
説
と
主
観
説
は
一
方
は
規
範
で
あ
る
構
成
要
件
に
基
礎
を
於
い
て
実
行
着
手
を
規
定
し
、
他
は
事
実
で
あ
る
危
険
性
を
考
え
て
こ
れ
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
両
者
の
定
義
は
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
か
一
方
を
正
と
し
、
他
を
誤
り
と
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
前
者
は
ゾ
レ
ン
で
あ
り
、
後
者
は
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
単
純
に
両
者
を
結
合
さ
せ
る
近
着
密
接
説
も
誤
り
で
あ
る
。
ゾ
レ
ン
と
ザ
イ
ン
は
単
純
に
結
合
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
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る
Q　

こ
の
実
行
着
手
の
問
題
に
つ
い
て
「
責
任
概
念
の
質
的
転
換
」
と
い
う
自
説
は
よ
く
適
合
す
る
よ
う
に
思
う
。
責
任
を
規
範
的
責
任
と
可
罰

的
責
任
に
分
け
て
考
え
れ
ば
、
実
行
着
手
に
於
け
る
客
観
説
は
規
範
的
責
任
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
構
成
要
件
は
規
範
を
具
体

的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
具
体
的
規
範
で
あ
る
構
成
要
件
を
充
足
し
た
行
為
で
あ
っ
て
始
め
て
実
行
々
為
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
構
成

要
件
概
当
行
為
の
一
部
で
も
開
始
し
た
者
は
、
実
行
々
為
を
禁
止
規
範
に
反
し
て
な
し
た
と
い
う
規
範
的
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
客
観
説
は

こ
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
客
観
説
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
自
説
に
よ
れ
ば
こ
の
規
範
的
責
任
は
可
罰
的
責
任
に
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
可
罰
的
責
任
は
具
体
的
人
間
が
具
体
的
事
情
に
基

い
て
負
担
す
べ
き
責
任
で
あ
り
、
合
目
的
的
刑
罰
を
課
す
べ
き
根
拠
で
あ
る
。
可
罰
的
責
任
を
認
め
る
に
は
行
為
者
の
素
質
・
性
格
・
環
況
・

経
歴
・
再
犯
の
可
能
性
を
考
え
具
体
的
に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
行
の
着
手
を
定
め
る
に
も
、
具
体
的
事
情
を
考
え
刑
罰
を
課
す
必
要

性
を
考
え
て
、
必
し
も
構
成
要
件
を
基
準
と
せ
ず
に
定
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
規
範
的
責
任
と
し
て
の
実
行
着
手
点
と
可
罰
的
責
任
と
し
て
の
実
行
着
手
点
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
そ

の
何
れ
を
採
る
べ
き
か
は
「
質
の
転
換
」
の
理
論
に
よ
り
後
者
と
す
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
現
実
に
刑
罰
を
課
さ
る
べ
き
は
前
述
し
た
よ

う
に
「
真
の
行
為
者
主
体
」
1
ー
事
実
的
行
為
者
主
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
規
範
や
構
成
要
件
上
認
め
ら
れ
る
規
範
的
責
任
は
名
目
的
な
も
の
で
あ
っ
て
何
の
実
際
上
の
意
味
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
と
規
範
的
責
任
は
行
為
者
が
自
由
意
識
に
よ
り
自
己
の
行
為
と
し
て
な
し
た
行
為
の
責
任
で
あ
る
か
ら
可
罰
的
責
任
を
定
め
る
基
礎
で

あ
る
。
こ
の
規
範
的
責
任
を
基
準
と
し
て
、
あ
る
い
は
構
成
要
件
に
概
当
し
な
い
行
為
に
可
罰
的
責
任
を
認
め
た
り
、
ま
た
は
構
成
要
件
に
概

当
し
て
も
可
罰
的
責
任
を
認
め
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
実
行
の
着
手
点
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
構
成
要
件
的
行
為
の
開
始
と
み
ら
れ
る
行
為
は
実
行
の
着
手
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
為
者
の
危
険
性
、

具
体
的
事
情
等
か
ら
み
て
、
そ
れ
以
外
の
行
為
に
実
行
の
着
手
を
認
め
た
り
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
行
為
で
も
実
行
の
着
手
と
し
な
い
場
合
が
あ
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り
得
る
。

（2）

共
犯
概
念
へ
の
適
用

　
共
犯
に
お
け
る
独
立
性
説
、
従
属
性
説
の
対
立
も
主
観
主
義
、
客
観
主
義
の
対
立
の
問
題
と
し
て
、
対
立
し
た
ま
ま
の
姿
で
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
説
の
ジ
フ
ト
・
デ
タ
ー
ミ
ニ
ズ
ム
と
責
任
の
質
的
転
換
論
を
適
用
す
れ
ば
問
題
を
明
確
に
す
る
の
に
役
立
つ

と
思
わ
れ
る
。

　
客
観
主
義
、
共
犯
従
属
性
説
の
共
犯
概
念
は
構
成
要
件
を
基
礎
に
し
て
共
犯
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
に
共
犯
概
念
を
把
ら
え
る

も
の
で
あ
る
。
規
範
I
l
構
成
要
件
は
構
成
要
件
的
に
行
為
す
る
典
型
的
人
間
像
を
正
犯
と
想
定
し
、
正
犯
の
行
為
を
構
成
要
件
的
基
本
的
犯

罪
行
為
す
な
わ
ち
実
行
々
為
と
規
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
当
然
に
加
担
犯
の
行
為
を
準
実
行
々
為
と
し
、
実
行
々
為
に
従
属
性
を
も
つ
も
の
と
規

定
す
る
。
規
範
的
意
義
に
お
い
て
、
か
か
る
人
間
像
や
そ
の
行
為
を
規
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
刑
法
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
行
為
者
主
体
は
小
生
の
云
う
「
仮
の
主
体
」
で
あ
り
規
範
的
意
義
に
お
け
る
行
為
者
主
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
規
範
的
行

為
者
主
体
が
違
法
行
為
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
負
担
す
べ
き
責
任
は
規
範
的
責
任
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
独
立
性
説
の
共
犯
の
概
念
は
「
真
の
行
為
者
主
体
」
に
よ
る
行
為
の
概
念
で
あ
り
、
ゾ
レ
ン
で
は
な
く
ザ
イ
ン
と
し
て
の
事
実

的
行
為
者
主
体
に
よ
る
行
為
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
行
為
者
は
素
質
、
環
境
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
行
っ
た
犯
罪
行
為
は
そ
の
危
険
性
の

表
現
で
あ
る
。
そ
の
犯
罪
行
為
は
危
険
行
為
で
あ
る
か
ら
、
必
し
も
構
成
要
件
と
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
教
唆
の
未
遂
に
お
い
て
、
か
か
る
教

唆
は
従
属
性
説
か
ら
は
実
行
々
為
で
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
独
立
性
説
に
よ
れ
ば
実
行
々
為
と
さ
れ
る
。

　
両
説
の
対
立
は
こ
れ
ま
で
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
何
れ
か
そ
の
一
方
を
採
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
ソ
フ
ト
・
デ
タ
ー
、
・
三
ズ
ム
を

採
れ
ば
こ
れ
は
必
し
も
絶
対
的
対
立
で
は
な
い
。
従
属
性
説
は
規
範
的
意
義
に
お
け
る
共
犯
概
念
で
あ
り
、
独
立
性
説
は
事
実
的
意
義
に
お
け
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る
共
犯
概
念
で
あ
っ
て
、
双
方
共
そ
れ
ぞ
れ
の
限
度
に
お
い
て
正
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
者
か
ら
生
ず
る
の
は
規
範
的
責
任
、
後
者
か
ら

の
は
可
罰
的
責
任
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
責
任
概
念
は
質
的
転
換
理
論
に
よ
り
合
一
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
共
犯
に
つ
い
て
も
共
犯
概
念
は
構
成
要

件
的
に
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
可
罰
的
責
任
が
共
犯
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
。
教
唆
の
未
遂
の
，
例
で
云
え
ば
教
唆
の
未

遂
は
規
範
的
意
義
で
は
共
犯
と
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
規
範
的
責
任
は
生
じ
な
い
が
、
行
為
者
の
可
罰
的
責
任
を
考
え
れ
ば
共
犯
成
立
の
範
囲

は
構
成
要
件
よ
り
拡
張
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
づ
。
従
っ
て
無
限
に
で
は
な
く
、
構
成
要
件
を
基
準
と
し
て
そ
れ
を
拡
張
し
た
範
囲
に
於
て

可
罰
的
責
任
を
課
し
得
る
共
犯
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
教
唆
の
未
遂
も
場
合
に
よ
り
責
任
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
註
一
　
小
野
清
一
郎
・
刑
法
講
義

　
　
　
　
木
村
亀
二
・
刑
法
総
論

註註註註註註註註
九八七六五四三二

註
一
〇

註
二

植
松
正
・
刑
法
概
論
三
一
頁

植
松
正
・
同
　
右

戸
川
行
男
・
「
意
思
」
筑
摩
書
房

乞
o
零
醇
o
舅
簿
ざ
　
男
冨
ぎ
①
一
計
ω
o
げ
巳
畠
｝
＜
實
ご
q
①
犀
昌
㌍
　
菊
詳
二
①
円

平
野
竜
一
・
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
、
二
五
五
頁

本
学
、
中
堀
教
授
論
稿
「
自
由
と
決
定
」

市
井
三
郎
「
哲
学
的
分
析
」
大
森
荘
蔵
「
決
定
論
の
論
理
と
自
由
」

国
昌
α
q
一
。

。
o
ど
■
①
ぼ
①
畠
零
負
一
＝
魯
ω
守
①
罠
2
計
一
〇
①
ω
。

　
平
野
、
法
協
八
○
巻
五
号

　
宮
本
英
修
　
規
範
的
評
価
と
可
罰
的
評
価
、
牧
野
還
歴
論
文
集
一
三
頁

司
①
の
富
O
ゲ
円
一
津
●
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