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一　

混
合
理
論
と
し
て
の
カ
ン
ト
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罰
論
解
釈

二　

法
理
念
論
と
し
て
の
刑
罰
論
／
法
政
策
論
と
し
て
の
刑
罰
論

三　

刑
罰
の
本
質
と
し
て
の
刑
罰
的
正
義
と
人
間
性
の
理
念

お
わ
り
に
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ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
を
代
表
と
し
て
現
代
正
義
論
は
カ
ン
ト
に
依
拠
し
て
理
論
形
成
す
る
も
の
が
多
い
中
で
、
カ
ン
ト
自
身
の
正
義
論
は

あ
ま
り
目
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

１
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
正
義
と
い
う
言
葉
を
明
ら
か

に
重
視
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
領
域
と
し
て
刑
罰
理
論
が
あ
る
。
本
稿
は
刑
罰
的
正
義
（Strafgerechtigkeit

）
が
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
の

中
で
理
論
的
に
果
た
し
た
意
義
や
そ
の
性
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る（

２
）。

本
稿
の
問
題
関
心
が
集
約
さ
れ
た
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
刑
罰
的
正
義
と
い
う
術
語（

３
）は

、
す
で
に『
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ン
』（
手
記
遺
稿
）

に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、「
刑
事
裁
判
は
、
配
分
的
正
義
で
は
な
く
刑
罰
的
正
義
（iustitiam

 punitivam

）
を
行
使
す

る
も
の
で
あ
る
。」（X

IX
 R 7695

）（
４
）。

さ
ら
に『
法
論
へ
の
準
備
草
稿
』に
お
い
て
、
そ
れ
を「
公
的
正
義
」と
言
い
換
え
な
が
ら
、「
刑
罰
と
は
、

公
的
正
義
の
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
被
支
配
者
に
対
し
て
国
家
に
お
け
る
最
高
権
者
が
彼
に
あ
る
害
悪
を
与
え
る
作
用
で
あ
る
。
そ
の
害

悪
は
あ
る
人
が
（
受
動
的
公
民
で
あ
る
か
能
動
的
公
民
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
に
）
別
の
人
に
対
し
て
犯
し
た
侵
害
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

刑
罰
は
、
い
つ
も
報
復
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
犯
罪
者
を
改
善
す
る
意
図
と
結
び
つ
く
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
政
府
（Regierung

（
５
））

だ
け

が
刑
罰
を
与
え
う
る
の
で
あ
り
、
自
力
救
済
は
禁
止
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
告
発
か
ら
の
保
護
権
（ius inculpatae tutelae

）
は
区
別

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
保
護
権
の
下
で
は
政
府
に
よ
ら
ず
に
保
護
が
私
に
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
は
必
要
な
場
合
に
そ
う

し
た
保
護
へ
の
指
導
（m

oderam
en

）
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（X

X
III 343

）。
こ
の
よ
う
に
刑
罰
の
本
質
が
正
義
の
観
点

か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
は
批
判
期
倫
理
学
や
晩
年
の
『
法
論
の
形
而
上
学
的
基
礎
論
』（
以
下
、『
法
論
』）
に
も
続
い
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の

二
つ
の
引
用
は
本
稿
の
問
題
に
し
た
い
い
く
つ
か
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
で
先
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
広
く
応
報
主
義
的
な
刑
罰
論
と
理
解
さ
れ
て
き
た
カ
ン
ト
の
そ
れ
は
「
犯
罪
者
の
改
善
」
と
い
う
一
種
の
目
的
刑
を
否
定
し
て

い
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と
が
後
の
公
刊
さ
れ
た
『
法
論
』
に
現
れ
る
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
の

（法政研究 86－3－206）
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か
と
い
う
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
が
応
報
刑
と
目
的
刑
の
混
合
理
論
と
し
て
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
を
解

釈
し
て
お
り
、
第
一
節
で
は
こ
の
動
向
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
混
合
理
論
は
第
二
の
問
題
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
主
眼
が
目
的
刑
と
し
て
の
法
政
策
的
な
刑
罰
に
置
か
れ

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
現
実
の
刑
罰
を
制
限
す
る
意
図
で
も
っ
て
法
理
念
的
な
刑
罰
的
正
義
を
強
調
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
右
引
用
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
正
義
を
問
う
と
同
時
に
、
統
一
的
な
国
家
体
制
の
下
に
置
か
れ
た
政
府
に
よ
る
統
治
の
理
論
と
し
て
刑

罰
を
理
解
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
こ
う
し
た
国
家
統
治
の
学
と
し
て
の
刑
罰
論
の
契
機
と
法
理
念
的
な
刑
罰
的
正
義

の
契
機
と
の
緊
張
関
係
を
考
察
し
た
い
。

　

第
三
の
問
題
は
、
こ
の
刑
罰
的
正
義
の
内
容
で
あ
る
。
右
に
触
れ
た
引
用
か
ら
は
、
そ
れ
が
配
分
的
正
義
と
異
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い

る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
配
分
的
正
義
も
ま
た
カ
ン
ト
独
自
の
意
味
を
も
つ
）。
こ
の
対
比
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（

６
）の

配
分
的
正
義
と
矯
正
的

正
義
の
対
比
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
自
身
の
批
判
哲
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
人
間
性
の
理
念
と
い
う
独
自
の
成
果
を

刑
罰
的
正
義
論
に
持
ち
こ
ん
で
い
る
。
第
三
節
で
は
、
刑
罰
的
正
義
の
中
に
含
ま
れ
る
人
間
性
の
理
念
と
い
う
観
点
か
ら
カ
ン
ト
刑
罰
論
の

特
質
を
論
じ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
カ
ン
ト
刑
罰
論
の
複
雑
か
つ
両
義
性
に
富
む
構
造
を
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

一　

混
合
理
論
と
し
て
の
カ
ン
ト
刑
罰
論
解
釈

カ
ン
ト
の
刑
罰
論
に
人
が
取
り
組
む
際
に
は
ま
ず
、『
法
論
』（
一
七
九
七
年
）
の
中
の
国
家
論
に
お
け
る
「
公
民
的
統
合
の
本
性
か
ら
生

じ
る
諸
々
の
法
的
効
果
に
関
す
る
一
般
的
注
解
」
の
項
目
Ｅ
「
刑
罰
権
と
恩
赦
権
」
か
ら
論
じ
る
の
が
常
で
あ
ろ
う
（V

I 331f.

）。
こ
の
箇

所
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
死
刑
否
定
論
へ
の
徹
底
し
た
批
判
お
よ
び
同
害
報
復
へ
の
主
張
は
か
な
り
の
間
、
カ
ン
ト
を
絶
対
的
応
報
刑

（86－3－207）
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論
と
し
て
位
置
づ
け
さ
せ
、
非
難
の
対
象
に
し
て
い
た（

７
）。

た
と
え
ば
、
著
名
な
も
の
と
し
て
は
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ー
ク
の
『
カ
ン
ト
と
ヘ
ー

ゲ
ル
か
ら
の
訣
別
』
が
あ
る（

８
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
応
報
刑
論
は
非
合
理
的
な
信
仰
の
問
題
で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
は
証
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る（

９
）。

さ
ら
に
、
刑
罰
の
根
拠
と
さ
れ
る
定
言
命
法
も
空
虚
で
無
内
容
な
定
式
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の

応
報
も
ま
た
無
目
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論

が
空
虚
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
研
究
も
確
か
に
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
絶
対
的
応
報
刑
の
理
論
と
し
て
の
首
尾
一
貫
性
に
欠
け
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

）
（1
（

。

こ
う
し
た
状
況
が
続
い
た
後
で
、
近
年
で
は
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
に
対
す
る
見
直
し
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る

）
（（
（

。
一
方
で
は
右
に
見
た
よ
う
な

応
報
刑
と
し
て
長
く
読
ま
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
る
が
、
他
方
で
は
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
に
深
く
立
ち
入
っ
て
目
的
刑
の
契
機
を
強
調
す
る
解

釈
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
単
な
る
絶
対
的
応
報
と
み

な
す
の
で
は
な
く
、（
一
般
予
防
か
特
別
予
防
か
は
と
も
か
く
と
し
て
）
目
的
刑
の
要
素
を
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

一
種
の
「
混
合
理
論
（M

ischtheorien

）」
と
す
る
見
方
が
か
な
り
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
（1
（

。

　

こ
う
し
た
混
合
理
論
的
な
記
述
は
、
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
未
公
刊
の
『
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ン
』
や
講
義
録
の
随
所
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
。「
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
と
報
復
は
、
予
防
刑
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
応
報
刑
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
予
防
刑
は
見
せ
し
め
刑
で
あ

る
か
懲
罰
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
応
報
刑
は
、
そ
れ
が
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
た
害
悪
を
犯
罪
者
自
身
に
感
じ
さ
せ
、
あ
ら

ゆ
る
知
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
体
制
に
お
い
て
は
、
道
徳
性
が
顧
慮
さ
れ
な
い
以
上
、

賢
明
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
国
家
体
制
に
お
け
る
刑
罰
は
な
に
よ
り
も
予
防
刑
と
し
て
正
当
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
防
刑
は

純
粋
な
手
段
と
し
て
の
み
十
分
に
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
応
報
と
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」（X

IX
 R 8041

）。『
ポ

ヴ
ァ
ル
ス
キ
実
践
哲
学
講
義
録
』
に
よ
れ
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
見
せ
し
め
刑
（poena exeplaris

）
は
、
そ
れ
が
報
復
刑
（poena vinditiva

）
と

し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
不
正
で
あ
る
。
あ
る
人
を
私
が
手
段
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
の
は
、
そ
の
人
が
常
に
目
的
の
価
値
を
有
し

（法政研究 86－3－208）
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（X

X
V

II 150

）。
続
け
て
「
国
家
に
お
い
て
は
実
用
的
な
刑
罰
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
私
た
ち
は
行
為
を
心
的
態

度
に
よ
っ
て
で
は
な
く
外
的
に
取
り
扱
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
全
く
道
徳
性
は
顧
慮
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」（X

X
V

II 150

）。

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
応
報
＝
道
徳
性
＝
刑
罰
的
正
義
、
予
防
＝
実
用
的
＝
刑
罰
政
策
と
い
う
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
に
お
け
る
二
つ
の

基
本
線
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
の
正
当
性
に
と
っ
て
応
報
主
義
的
要
素
が
必
要
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
と
同
時

に
予
防
刑
と
い
う
目
的
刑
的
要
素
が
並
存
す
る
こ
と
は
十
分
に
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
（1
（

。
こ
れ
か
ら
い
く
つ
か
検
討
す
る
混
合
理
論

は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
論
と
し
て
の
刑
罰
の
性
質
に
着
目
し
て
、
公
刊
さ
れ
た
『
法
論
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
傾
向
が
存
続
し
て
い
る
こ
と

を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
国
家
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
不
安
定
で
あ
っ
た
所
有
物
と
外
的
占
有
の
取
得
を
確

定
さ
せ
る
た
め
の
配
分
的
正
義
の
観
点
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
配
分
的
正
義
＝
所
有
の
分
配
秩
序
と
し
て
の
公
的
法
則
が
刑
罰

法
規
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
に
お
け
る
刑
罰
は
こ
の
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
が
侵
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
人
を
処

罰
す
る
権
利
を
各
人
の
生
得
的
な
権
利
と
し
て
認
め
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
は
異
な
り
、
配
分
的
正
義
の
確
立
さ
れ
て
い
な
い
自
然
状

態
に
お
い
て
各
人
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
暫
定
的
な
自
然
的
刑
罰
権
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
国
家
の
刑
罰
権
を
配
分
的

正
義
の
観
点
か
ら
規
定
し
た
場
合
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
延
長
線
上
か
ら
国
家
刑
罰
権
を
解
釈
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル

ト
・
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
に
お
い
て
は
「
公
正
な
幸
福
」
と
し
て
の
正
義
＝
最
高
善
の
た
め
に
万
人
が
必
然
的
に
努
力
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
道
徳
法
則
に
従
わ
な
い
も
の
へ
の
最
高
悪
＝
刑
罰
に
よ
る
加
害
が
前
提
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
こ
と
は
配
分
的
正
義
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
公
的
法
律
に
お
け
る
刑
罰
と
は
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

。

ま
た
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
を
政
治
社
会
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
犯
罪
者
は
彼
自
身
と
共
同
体
へ
の
信
頼
を
破
壊
し
て
お
り
、
犯
罪
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
へ
の
冒
涜
と
し
て
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。
し
た
が
っ

て
、
刑
罰
を
受
け
る
の
は
彼
の
公
民
と
し
て
の
義
務
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
厳
格
な
同
害
報
復
の
理
論
も
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

）
（1
（

。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
同
害
報
復
は
、
犯
罪
者
が
政
治
社
会
全
体
へ
な
し
た
危
害
へ
の
反
応
で
あ
っ
て
、
犯
罪
者
が
危

（86－3－209）
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害
を
加
え
た
他
の
諸
個
人
に
対
す
る
反
応
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
応
報
は
威
嚇
の
た
め
に
ど
の
程
度
の
刑
罰
が
ふ
さ
わ
し
い
か
の
基
準
を
提
供
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
の
刑

罰
論
の
本
質
は
一
般
予
防
に
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
の
が
シ
ャ
ロ
ン
・
バ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
点
は
窃
盗
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、

バ
ー
ド
に
よ
れ
ば
詐
欺
を
私
的
犯
罪
、
窃
盗
を
公
的
犯
罪
に
カ
ン
ト
が
区
分
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
窃
盗
は
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の

も
の
に
対
す
る
権
利
を
保
障
す
る
公
民
的
社
会
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
か
ら
公
的
犯
罪
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う

）
（1
（

。
公
民
的
体
制
の
中
で
窃
盗

を
な
す
こ
と
は
単
に
被
害
者
の
財
産
だ
け
で
な
く
、
そ
の
公
共
体
に
属
す
る
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
所
有
を
も
不
確
実
な
も
の
に
し
て
お

り
、
法
政
策
的
な
予
防
の
対
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
窃
盗
は
自
分
ひ
と
り
だ
け
野
蛮
で
無
法
則
な
自
然
状
態
に
帰
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
所
有
に
関
す
る
一
切
の
正
当
な
権
原
を
失
う
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
国
家
の
扶
養
の
下
で
し
か
生
存
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
国
家
は
そ
の
代
償
と
し
て
懲
役
を
科
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
冒
涜
と
し
て
カ
ン
ト
の
犯
罪
概
念
を
検

討
す
る
先
述
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
考
察
と
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
窃
盗
の
よ
う
に
「
外
的
な
私
の
も
の
」
の
侵
奪
に
関
し

て
は
非
常
に
よ
く
説
明
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
を
特
別
予
防
の
一
種
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ル
レ

の
研
究
で
あ
る
。
メ
ル
レ
は
カ
ン
ト
の
法
概
念
が
定
言
命
法
を
中
心
に
そ
の
道
徳
哲
学
と
の
連
関
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
一

方
）
（1
（

、
刑
罰
論
に
関
し
て
は
応
報
的
性
質
を
も
つ
道
徳
的
刑
罰
と
の
断
絶
を
強
調
す
る

）
11
（

。
む
し
ろ
、
メ
ル
レ
は
従
来
、
リ
ゴ
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
に

理
解
さ
れ
て
き
た
応
報
に
人
格
の
尊
重
の
契
機
を
見
出
す
こ
と
で
、
犯
罪
者
の
人
間
性
の
回
復
と
い
う
特
別
予
防
的
把
握
を
試
み
る
。
そ

の
根
拠
と
な
る
の
は
「
人
間
が
他
人
の
意
図
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
こ
と
お
よ
び
物
権
の
対
象
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
で

き
ず
、
公
民
的
人
格
性
を
剥
奪
す
る
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
生
得
的
人
格
で
あ
る
こ
と
が
そ
う
し
た
扱
い
か
ら
そ
の
人
を
守
る
」（V

I 331

）

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
メ
ル
レ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
同
害
報
復
を
字
義
通
り
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
応
報
主
義
に
は

刑
罰
に
よ
る
法
共
同
体
か
ら
の
犯
罪
者
の
追
放
と
そ
の
再
社
会
化
（
人
間
性
の
回
復
）
と
い
う
契
機
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で

（法政研究 86－3－210）
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あ
る

）
1（
（

。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
前
述
の
配
分
的
正
義
に
着
目
し
た
研
究
が
指
し
示
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
メ
ル
レ
の
見
解
は
そ
れ
ら
の
見
解

に
そ
れ
自
体
目
的
で
あ
る
人
格
の
内
な
る
人
間
性
の
尊
重
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
に
強
調
点
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
混
合
理
論
に
は
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
応
報
の

意
義
は
刑
罰
の
本
質
と
い
う
よ
り
も
刑
罰
の
程
度
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
刑
罰
権
を
規
定
す
る
上
で
は
所
有
権
を
安
定
さ
せ

る
配
分
的
正
義
の
観
点
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
応
報
は
本
質
的
に
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
（
道
徳
性
）
に
属
す
る
と
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
法
的
刑
罰
は
国
家
の
法
政
策
上
の
課
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
刑
罰
的
正
義
の
議
論

と
配
分
的
正
義
の
議
論
と
を
う
ま
く
「
混
合
」
で
き
ず
、
刑
罰
の
本
質
規
定
に
対
す
る
刑
罰
的
正
義
の
意
義
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。「
混
合
」
は
応
報
刑
／
目
的
刑
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
的
／
実
用
的
あ
る
い
は
、
法
理
念
／
法
政
策
の
そ
れ
に
お
い
て

も
パ
ラ
レ
ル
に
生
じ
う
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
に
は
カ
ン
ト
の
描
く
国
家
的
権
能
の
把
握
や
法
と
道
徳
の
連
関
と
い
っ
た
問
題
に
立
ち
入
ら
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
次
節
で
は
、
カ
ン
ト
の
国
家
理
論
の
中
に
含
ま
れ
る
法
理
念
的
刑
罰
論
と
法
政
策
的
刑
罰
論
と
の
関
係
を
考
察
し
な
が

ら
、
刑
罰
的
正
義
が
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
に
お
い
て
占
め
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

二　

法
理
念
論
と
し
て
の
刑
罰
論
／
法
政
策
論
と
し
て
の
刑
罰
論

　

混
合
理
論
的
解
釈
の
多
く
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
は
、
実
定
法
の
一
分
野
と
し
て
の
刑
法
学
の
独
立
し
た
法
制
度
を
論
じ
た
も
の

と
認
識
さ
れ
ず
に
、
当
時
の
多
く
の
自
然
法
理
論

）
11
（

と
同
様
に
統
治
の
理
論
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
統
治
の
う
え

で
の
刑
罰
政
策
を
論
じ
る
こ
と
が
未
公
刊
・
公
刊
を
問
わ
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
主
眼
に
置
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
ド
イ

ツ
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
も
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
刑
事
訴
訟
は
民
事
訴
訟
的
な
訴
追
主
義
か
ら
君
主
に
よ
る
糾
問
主
義

へ
と
転
換
し
て
お
り
、
刑
罰
権
は
君
主
の
統
治
行
為
（Polizei

）
の
範
囲
内
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
君
主
の
下
す

（86－3－211）
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刑
罰
の
執
行
と
い
う
法
的
現
実
に
つ
い
て
、
適
正
な
執
行
の
さ
れ
方
を
求
め
た
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
刑
罰
権
に
関
す
る
記
述
を
読
む
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う

）
11
（

。

　

一
見
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
『
法
論
』
の
テ
ク
ス
ト
上
に
お
い
て
も
十
分
に
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
法
論
』

に
お
い
て
、
刑
罰
権
は
国
家
法
に
お
け
る
「
公
民
的
結
合
の
本
性
か
ら
生
じ
る
諸
々
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
の
一
般
的
注
釈
」
の
ひ
と
つ
と

し
て
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
注
解
の
大
部
分
が
「
最
高
命
令
権
者
（O

berbefehlshaber

）」
の
権
限
と
義
務
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
（V

I 318f.

）。
こ
れ
ら
の
注
は
、
自
然
状
態
で
は
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
占
有
取
得
に
配
分
的
正
義
に
よ
る
確
実

性
を
与
え
る
た
め
に
、
純
粋
な
理
性
概
念
と
し
て
の
社
会
契
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
公
民
的
体
制
＝
理
念
に
お
け
る
国
家
の
権
力
設
立
と

分
立
を
説
明
す
る
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
理
念
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
純
粋
な
国
家
が
現
実
に
機
能
す
る
場
合
の
諸
問
題
―

―
抵
抗
権
や
国
家
の
土
地
所
有
、
救
貧
制
度
、
教
会
制
度
―
―
の
描
写
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
あ
る
種
の
官
房
学
に
近
い
議
論
が
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
刑
罰
権
も
こ
の
文
脈
の
中
で
、
そ
れ
を
行
使
す
る
主
体
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。「
国
家
に
お
け
る
最
高
命
令
権
者
の

権
利
に
は
ま
た
、
…
…
刑
罰
権
も
含
ま
れ
る
」（V

I 328

）。
す
な
わ
ち
、「
刑
罰
権
と
は
、
あ
る
被
支
配
者
に
対
し
て
彼
の
犯
し
た
犯
罪
の

ゆ
え
に
苦
痛
を
課
す
と
い
う
命
令
権
者
の
権
利
で
あ
る
」（V

I 331

）。
刑
罰
権
は「
最
高
命
令
権
者
」（
あ
る
い
は
よ
り
下
位
の「
命
令
権
者
」）

が
行
使
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
問
題
を
呼
び
起
こ
す
。
一
つ
は
、
刑
罰
権
を
行
使
す
る
「
最
高
命
令
権
者
」
と
は
具
体
的
に
は
誰
な
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
国
家
理
論
全
体
―
―
特
に
そ
の
契
約
理
論
―
―
に
お
け
る
刑
罰
権
の
位
置
づ
け
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

　

第
一
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
法
律
違
反
の
認
定
お
よ
び
刑
罰
執
行
の
あ
り
方
に
関
わ
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
最
高
命
令
権
者
の
意
味

す
る
も
の
が
国
家
の
普
遍
的
な
結
合
意
思
を
代
表
す
る
理
念
的
な
主
権
者
（Souverän

）
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
立
法
さ
れ
た
法
律
を

現
実
に
強
制
す
る
執
行
権
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
鮮
明
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
事
案
に
関
し
て
判
断
を
下
す
の
は
裁
判
権
で
あ

（法政研究 86－3－212）
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り
、
そ
れ
を
任
命
す
る
執
行
権
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。「
処
罰
す
る
の
は
、
執
行
権
の
作
用
で
あ
」
っ
て
、「
執
行
権
に
は
法

則
に
し
た
が
っ
て
強
制
す
る
最
高
の
権
能
が
帰
属
し
て
い
る
」（V

I 317

）。
よ
っ
て
、
最
高
命
令
権
者
が
何
を
指
す
か
は
不
明
確
で
あ
る
と

し
て
も
、
普
遍
的
結
合
意
志
が
刑
罰
法
規
の
内
容
を
立
法
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
裁
判
所
が
判
断
を
下
し
、
刑
罰
を
執
行
権
者
が
強
制
す

る
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
権
力
が
ど
れ
だ
け
裁
量
権
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ

る
が
）。

　

こ
の
普
遍
的
結
合
意
志
の
理
念
は
第
二
の
問
題
を
導
出
す
る
。
そ
れ
は
、
法
政
策
的
な
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
を

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
そ
れ
と
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
本
稿
は
混
合
理
論
を
検
討
す
る
中
で
、
カ
ン
ト
が
応
報
刑

と
同
時
に
な
ら
ば
目
的
刑
を
許
容
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
確
か
に
ベ
ッ
カ
ッ
リ
ー
ア
ら
啓
蒙
主
義
的
＝
効
用
主
義
的
刑
罰
理
論
は
、

刑
罰
の
非
効
率
的
な
残
酷
さ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
刑
罰
の
残
酷
さ
が
目
的
に
か
な
っ
た
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
啓
蒙
主
義
的
刑
罰
理
論
は
そ
れ
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
疑
い
な
く
、
カ
ン
ト
自
身
の
意
図
か
ら
し
て
も
彼
は
こ
う
し
た
効
用
を
重
視

す
る
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
刑
罰
理
論
へ
の
痛
烈
な
批
判
者
で
あ
る
。
二
人
と
も
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
に
大
幅
に
依
拠
し
な
が
ら
国
家
法
と
し

て
の
刑
罰
権
を
論
じ
な
が
ら
両
者
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
た
理
由
は
、
そ
の
契
約
に
お
け
る
結
合
意
志
の
普
遍
性
／
特
殊
性
の
差
異
に
あ

る
。

　

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
よ
う
な
社
会
契
約
に
根
拠
を
も
つ
刑
罰
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
理
的
な
一
貫
性
は
容
易
に
説
明
で
き
る

）
11
（

。
社

会
契
約
の
下
で
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
一
般
意
志
＝
法
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
個
々
の
成
員
が
物
質
的
欲
求
か
ら
個
別
意
志
を
行
使

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
意
志
に
合
致
し
な
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
意
志
は
そ
う
し
た
誤
っ
た
個
別
意
志

を
強
制
的
に
自
身
に
合
致
さ
せ
る
た
め
の
刑
罰
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
は
社
会
契
約
に
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ

リ
ー
ア
の
議
論
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
般
意
志
を
成
文
化
し
て
公
布
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
と
な
る
。
法
の
公
布
に

よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
市
民
は
不
当
な
刑
罰
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
予
防
効
果
に
重
点
を

（86－3－213）
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置
く
見
せ
し
め
刑
を
含
め
た
威
嚇
と
し
て
の
刑
罰
が
謙
抑
的
な
が
ら
も
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
の
『
法
論
』
に
お
け
る
刑
罰
権
に
関
し
て
は
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
よ
う
に
単
純
化
可
能
な
構
造
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
国
家
状
態
は
、
人
間
理
性
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
根
源
的
契
約
」
と
し
て
存
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

根
源
的
契
約
は
、
論
理
的
に
措
定
さ
れ
た
自
然
状
態
に
お
け
る
「
外
的
な
私
の
も
の
」
の
暫
定
的
な
占
有
を
保
障
す
る
た
め
に
人
間
性
の
権

利
に
も
と
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
一
個
の
理
性
理
念
な
の
で
あ
る

）
11
（

。
こ
の
契
約
の
主
体
は
自
己
の
傾
向
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
本
体
人（hom

o 

noum
enon

）で
あ
っ
て
、
実
際
に
犯
罪
行
為
を
な
す
現
象
人（hom

o phenom
enon

）で
は
な
い
。
こ
う
し
た
契
約
当
事
者
は
ベ
ッ
カ
リ
ー

ア
の
契
約
当
事
者
の
よ
う
に
自
身
が
犯
罪
を
な
し
た
と
き
に
備
え
て
契
約
を
な
す
も
の
で
は
な
い

）
11
（

。
さ
ら
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

「
共
同
体
が
殺
人
者
を
死
刑
に
処
す
る
の
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
契
約
（pactum

）
も
先
行
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
被
害
者
の
す
べ
て
の
権
利
を
擁
護
す
る
義
務
を
も
つ
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
法
則
に
よ
っ
て
（lege

）
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」（X

IX
 

R 7915

）。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
立
法
や
そ
の
執
行
は
契
約
や
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
以
前
に
理
性
法
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
刑
罰
的
正
義
へ
の
道
が
『
法
論
』
に
お
い
て
も
現
れ
る
。
刑
罰
権
理
論
は
単
な
る
法
政
策
上
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
の

で
は
な
い
。
配
分
的
正
義
に
も
と
づ
く
外
的
な
刑
罰
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、「
法
論
へ
の
補
遺
」に
お
け
る
長
い
注
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
言
う
。

「
い
か
な
る
処
罰
に
も
、
被
告
の
名
誉
感
情
を
（
正
当
に
）
傷
つ
け
る
何
か
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
処
罰
は
一
方
的
で
し
か
な

い
強
制
を
含
む
の
で
、
被
告
で
あ
る
国
家
公
民
が
そ
れ
自
体
と
し
て
有
す
る
尊
厳
が
、
特
定
の
場
合
に
一
時
的
に
奪
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

罰
金
刑
を
課
さ
れ
る
身
分
の
高
い
金
持
ち
は
、
身
分
が
低
い
人
の
意
志
に
服
従
せ
ざ
る
を
え
な
い
屈
辱
を
金
銭
の
喪
失
よ
り
も
重
く
感
じ

る
。
刑
罰
的
正
義
（iustitia punitiva

）
と
は
、
つ
ま
り
可
罰
性
（Strafbarkeit
）
の
論
拠
が
道
徳
的
で
あ
る
の
で
（
罪
が
犯
さ
れ
た
が

ゆ
え
にquia peccatum

 est

）、
こ
こ
で
は
刑
罰
の
思
慮
（Strafklugheit

）
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
慮
の
論
拠
は
も
っ

（法政研究 86－3－214）
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ぱ
ら
実
用
的
で
あ
っ
て
（
罪
が
犯
さ
れ
な
い
よ
う
にne peccatum

）、
犯
罪
を
抑
制
す
る
の
に
も
っ
と
も
強
力
な
効
果
が
あ
る
の
は
何

か
と
い
う
経
験
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
法
概
念
の
主
題
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
全
く
別
の
場
所
、
す
な
わ
ち
正
義
の
場
所
（locus 

iusti
）
を
刑
罰
的
正
義
は
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
意
図
に
お
け
る
有
益
（conducibilis

）
や
有
効
の
場
所
で
も
、
倫
理
学
に
お

い
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
誠
実
（honesti

）
で
も
な
い
。」（V

I 363-364

）

　

こ
の
引
用
で
明
ら
か
に
カ
ン
ト
は
配
分
的
正
義
に
関
わ
る
よ
う
な
外
的
な
問
題
で
は
な
く
内
的
な
刑
罰
を
扱
っ
て
い
る
。
刑
罰
的
正
義
は

犯
罪
者
の
内
的
属
性
（
尊
厳
や
名
誉
）
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
罰
を
受
け
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
可
罰
性
の
論
証
は
道
徳
的
に
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
道
徳
性
は
抑
止
効
果
の
有
効
性
と
い
う
思
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

誠
実
へ
の
期
待
と
い
う
有
徳
さ
の
問
題
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
批
判
期
倫
理
学
の
定
言
命
法
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
刑
罰
法
規
は
定
言
命
法
で
あ
る
」（V

I 331

）。
こ
の
端
的
な
表
現
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
け
る
定
言
命
法
と
同

様
に
、
刑
罰
を
与
え
る
者
の
動
機
が
仮
言
的
（
条
件
つ
き
）
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
現
実
の
刑
罰
権
を
大
き
く
制
限
す
る

意
味
を
も
つ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
刑
罰
を
課
す
こ
と
は
む
し
ろ
権
利
と
い
う
よ
り
は
義
務
な
の
で
あ
る

）
11
（

。
命
令
権
者
が
刑
罰
を
科
す
べ
き
人

物
に
任
意
に
刑
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
は
最
悪
の
不
正
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
権
論
に
あ
る
法
政
策
／
法
理
念
と
い
う
両
義
性
は
、
刑
罰
的
正
義
が
法
理
念
と
し
て
現
実
の
刑
罰
政
策
を

統
制
す
る
か
た
ち
で
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
的
な
意
味
で
把
握
さ
れ
る
立
憲
主
義
的
な
権
力
の
制
限
や
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
刑
罰
権
の
行
使
者
へ
の
厳
格
な
制
限
を
課
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
刑
罰
的
正
義
の
『
法

論
』
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
い
ま
だ
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
刑
罰
的
正
義
が
応
報
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
も
っ
と
言
え
ば
、
法
律
違
反
に
対
し
て
苦
痛
や
死
を
も
っ
て
刑
罰
と
す
る
こ
と
が
な
ぜ
「
正
義
」
に
な
る
の
か
と

い
う
刑
罰
の
本
質
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。

（86－3－215）
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三　

刑
罰
の
本
質
と
し
て
の
刑
罰
的
正
義
と
人
間
性
の
理
念

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
応
報
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
前
に
カ
ン
ト
の
応
報
思
想
を
分
析
し
て
お
こ
う
。
特
に
倫
理
学
の
観
点
か
ら
カ
ン

ト
の
刑
罰
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
ア
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
が
こ
の
点
で
有
益
な
分
類
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
来
的
な
報
い
の
テ
ー

ゼ
（Intrinsic D

esert T
hesis

）」、「
直
接
性
の
テ
ー
ゼ
（D

irectness T
hesis

）」、「
同
害
報
復
（Ius T

alionis

）
の
テ
ー
ゼ
」
で
あ

る
）
11
（

。

　

第
一
に
、
私
た
ち
が
法
に
違
反
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
犯
罪
者
と
な
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は
、
端
的
に
彼

が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
裁
判
に
よ
る
刑
罰
は
…
…
犯
罪
者
自
身
や
公
民
的
社
会
に
と
っ
て
の
善

を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
科
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
罪
を
犯
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
犯
罪
者
に
科
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（V

I 331

）。
こ
れ
を
ウ
ッ
ド
は
、「
本
来
的
な
報
い
の
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
。

　

第
二
に
、
犯
罪
的
行
為
と
そ
れ
に
対
す
る
反
発
と
し
て
危
害
を
与
え
る
刑
罰
と
の
関
係
は
直
接
的
か
つ
必
然
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
「
直
接
性
の
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
。
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
が
間
接
的
な
も
の
や
偶
然
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
正
義
に
反
す
る
。

こ
の
点
で
、
罰
金
刑
は
応
報
の
観
点
か
ら
は
忌
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
加
害
者
本
人
の
金
で
は
な
く
、
他
人
が
金
を
用
意
す
る
事

態
が
仮
に
生
じ
た
場
合
、
応
報
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
他
に
も
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
刑
罰
を
免
除
し
た
り
、
神
判
の
よ
う

に
刑
罰
の
貫
徹
を
自
然
の
偶
然
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
っ
た
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
に
、「
同
害
報
復
の
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
法
理
を
量
刑
の
種
類
や
基
準
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い

た
が
、
こ
の
法
理
は
実
質
的
な
復
讐
を
想
定
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
単
に
犯
罪
と
刑
罰
と
の
間
の
均
衡
の
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
厳
密
に
は
与
え
ら
れ
た
害
悪
の
作
用
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ

の
で
あ
り
、
個
々
人
の
復
讐
心
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
同
害
報

（法政研究 86－3－216）
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復
の
原
理
を
消
極
的
に
採
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
こ
と
が
多
く
の
点
で
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
た
死
刑
に
関
し
て
も
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
な
応
報
の
原
理
に
拘
り
、
殺
人
者
を
生
か
し
て
お
く
よ
う
な
生
と
彼
自
身

が
与
え
た
他
人
の
死
と
の
間
に
は
い
か
な
る
法
則
上
の
連
関
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殺
人
者
に
対
す
る
死
刑
を
カ
ン
ト
は
主
張
す
る
の

で
あ
る

）
1（
（

。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
応
報
思
想
の
徹
底
し
た
形
式
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
を
作
用
と
反
作
用
と

い
う
単
な
る
力
学
的
関
係
に
落
と
し
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。
実
際
に
、
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
に
法
的
強
制
を
把
握
し
て
い
る
箇
所

は
い
く
つ
か
あ
る
。
刑
罰
の
よ
う
な
法
的
強
制
を
伴
う
厳
密
な
意
味
で
の
法
概
念
に
つ
い
て
の
説
明
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
普

遍
的
自
由
の
原
理
に
従
っ
て
万
人
の
自
由
と
必
然
的
に
調
和
す
る
相
互
的
強
制
と
い
う
法
則
は
、
い
わ
ば
法
の
概
念
の
構
成
、
す
な
わ
ち

ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
直
観
に
お
け
る
描
写
で
あ
り
、
作
用
と
反
作
用
と
の
同
等
性
と
い
う
諸
法
則
の
下
で
の
物
体
の
自
由
な
運
動
の
可
能
性

と
い
う
類
比
に
よ
る
」（V

I 232-233

）。
こ
う
し
た
類
比
は
同
害
報
復
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
罪
刑
の
均
衡
を
理
解
す
る
点
で
は
有
益
か
も
し
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
害
報
復
の
力
学
的
理
解
は
、
罪
刑
に
対
し
て
比
例
原
則
に
も
と
づ
く
均
衡
を
求
め
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
は
量
刑
が

苛
酷
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
応
報
主
義
の
側
面
を
指
摘
す
る
や
や
あ
り
き
た
り
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ

ば
、
い
か
な
る
犯
罪
に
い
か
な
る
刑
罰
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
刑
罰
の
上
限
（
あ
る
い
は
下
限
）

を
設
け
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
論
証
す
る
に
あ
た
っ
て
具
体
的
に
は
答
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、

そ
う
し
た
具
体
的
な
刑
法
典
を
与
え
る
こ
と
は
純
粋
理
性
概
念
か
ら
は
導
出
さ
れ
え
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
罪
刑
の
力
学
的
理
解
は
、
あ
く
ま
で
外
的
強
制
と
し
て
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
の
法
と
は
、「
ま
っ
た
く
外
的
な
法
」
で
あ
っ
て
、「
普
遍
的
な
法
則
に
従
う
万
人
の
自
由
と
調
和
で
き
る
外
的
強

制
の
可
能
性
の
原
理
」
だ
か
ら
で
あ
る
（V

I 232

）。
し
か
し
、
刑
罰
を
こ
の
よ
う
な
外
的
強
制
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
結
局
、
犯
罪
と
刑
罰
の
連
関
を
考
え
る
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

（86－3－217）
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カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
、
刑
罰
的
正
義
が
登
場
す
る
の
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
中
で
道
徳
法
則
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
し

て
い
る
一
節
に
お
い
て
で
あ
る
。
思
慮
（
自
愛
）
の
格
率
は
道
徳
法
則
と
合
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
直
後
に
（
や
や
唐
突
に
）

次
の
部
分
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
…
…
私
た
ち
の
実
践
理
性
と
い
う
観
念
の
中
に
は
、
人
倫
的
法
則
の
違
反
に
伴
う
も
の
、
す
な
わ
ち
、
刑
罰
に
値
す
る
こ
と

（Strafw
ürdigkeit

）
11
（

）
が
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
刑
罰
の
概
念
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
幸
福
の
恩
恵
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た

く
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
実
際
に
処
罰
す
る
人
が
同
時
に
慈
悲
深
い
意
図
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
刑
罰
を

こ
の
目
的
の
た
め
に
も
使
お
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
刑
罰
は
さ
し
あ
た
り
は
刑
罰
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
と
し
て
単
な
る

禍
い
と
し
て
の
み
正
当
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
罰
を
受
け
る
人
は
、
た
と
え
刑
罰
が
禍
い
で
し
か
な
く
、
彼
が

こ
の
苛
酷
さ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
ひ
そ
か
な
好
意
を
見
抜
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
自
ら
進
ん
で
、
こ
の
禍
い
は
彼
に
対
す
る

当
然
の
報
い
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
運
命
は
自
分
の
行
い
に
完
全
に
対
応
し
て
い
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
刑
罰
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
正
義
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
こ
の
概
念
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。
正

義
と
好
意
と
は
確
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
が
、
し
か
し
刑
罰
に
値
す
る
人
は
自
分
の
行
い
か
ら
し
て
、
こ
の
好
意
を
当
て
に
す
る
理
由
を

ま
っ
た
く
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」（V

 37

）

　

こ
こ
で
「
刑
罰
に
値
す
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、「
本
来
的
な
報
い
の
テ
ー
ゼ
」
と
「
直
接
性
の
テ
ー
ゼ
」
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、「
誰
が
刑
罰
と
い
う
報
い
を
受
け
る
に
値
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
生
じ
る
、
犯
罪
と
刑
罰
と
の
連

関
の
問
題
に
報
い
と
い
う
必
然
性
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
者
が
自
ら
進
ん
で
」
犯
罪
に
対
す
る
当
然
の
報
い
と
し
て
刑
罰
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
犯
罪
者
自
身
が
直
接
引
き
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

（法政研究 86－3－218）
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同
時
に
「
直
接
性
の
テ
ー
ゼ
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
罰
の
本
質
は
自
責
に
あ
り
、
自
己
自
身
の
人
格
の
内
な
る
人
間
性
へ
の

答
責
性
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

引
用
後
半
部
で
は
、
正
義
―
―
も
ち
ろ
ん
刑
罰
的
正
義
―
―
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
刑
罰
か
ら
犯
罪
者
の
幸
福
に
関
し
て
考
慮
す
る
こ
と

が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
刑
罰
の
根
拠
は
人
倫
的
法
則
の
違
反
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
刑
罰
の
み
が
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
公
権
力
に
よ
る
刑
罰
は
問
題
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
超
越
論
的
自
由
に
も
と
づ
く
人
間
の
意
欲
が
刑
罰
を
進
ん
で
甘
受
す

る
こ
と
に
刑
罰
の
概
念
の
本
質
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
外
的
行
為
を
対
象
と
す
る
『
法
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
自
責
へ
の
意
欲
を
刑

罰
理
論
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
死
刑
に
対
す
る
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
批
判
を
攻
撃
す
る
際
に
、
彼
は
明
確
に
法
的
刑
罰
は
犯
罪
者
自
身

の
単
な
る
意
欲
の
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（V

I 335

）。
犯
罪
者
が
意
欲
す
る
の
は
犯
罪
的
行
為
で
あ
っ
て
、
刑
罰
と
い
う
定
言
命

法
を
欲
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
契
約
の
際
に
各
人
が
将
来
、
犯
罪
を
な
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
死
刑
に
同
意
し

な
い
こ
と
は
な
ん
ら
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
『
法
論
』
に
お
い
て
意
欲
の
問
題
を
排
除
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
あ
る
人
が
殺
人
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
彼
は
死
な
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（V

I 333

）。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
自
身
の
内
な
る
人
格
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
、『
法
論
』
に
お
い
て
も
道
徳
的
自
責
を
見
出
そ

う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
、
私
が
犯
罪
者
と
し
て
の
自
分
に
反
す
る
よ
う
な
刑
罰
法
規
を
作
成
す
る
と
す
れ
ば
、
私
の
う

ち
に
は
純
粋
な
法
的
に
立
法
す
る
理
性
（
本
体
人hom

o noum
enon

）
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
性
が
犯
罪
を
行
う
こ
と
が
可
能

な
人
間
、
そ
れ
ゆ
え
別
の
人
格
（
現
象
人hom

o phaenom
enon

）
と
し
て
の
私
を
、
公
民
的
な
結
合
に
属
す
る
他
の
す
べ
て
の
人
と
同
様

に
刑
罰
法
規
に
服
従
さ
せ
る
」（V

I 335

）。
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
内
な
る
理
性
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
犯
罪
を

行
う
よ
う
な
人
間
（
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
）
を
刑
罰
法
規
に
服
従
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
自
己
自
身
を
普
遍
的
法
則

に
合
致
さ
せ
る
と
い
う
定
言
命
法
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
本
体
人
は
実
践
理
性
の
理
念
の
下
で
、
そ
れ
自
体
目
的
で
あ
る
よ
う
な
人
格

（86－3－219）
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の
内
な
る
人
間
性
を
尊
重
す
る
こ
と
を
現
象
人
に
要
求
す
る
。
犯
罪
に
よ
っ
て
公
民
的
な
人
格
性
（
国
家
公
民
と
し
て
の
自
由
、
平
等
、
尊
厳
）

が
剥
奪
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
誉
感
情
を
損
な
っ
た
と
し
て
も
、
刑
罰
を
課
さ
れ
、「
自
ら
進
ん
で
」
そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
犯
罪

者
の
生
得
的
人
格
性
（
人
間
と
し
て
の
尊
厳
）
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
犯
罪
者
に
対
し

て
刑
罰
を
科
さ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
有
名
な
島
国
の
比
喩
で
、

公
民
的
体
制
が
解
散
す
る
前
に
犯
罪
者
に
処
刑
を
与
え
る
（V

I 333

）
と
い
う
こ
と
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
犯
罪
者
の
「
刑
罰
を
受
け
る

権
利
」
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
分
析
か
ら
応
報
主
義
的
な
刑
罰
的
正
義
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
践
理
性
の
理
念
そ
の
も
の
の

中
に
根
拠
を
も
ち
、
不
法
へ
の
報
い
と
し
て
犯
罪
者
を
刑
罰
に
直
接
的
か
つ
道
徳
的
に
結
び
つ
け
る
。
刑
罰
的
正
義
は
、
公
的
正
義
と
し
て

国
家
に
所
属
す
る
公
民
と
し
て
の
名
誉
と
尊
厳
を
一
時
的
に
奪
い
、
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
に
自
ら
服
従
さ
せ
る
こ
と
で
自
己
の
人
格
に
お
け

る
人
間
性
を
尊
重
す
る
よ
う
内
的
に
強
制
す
る
。
そ
し
て
、
外
的
強
制
に
関
し
て
は
同
害
報
復
の
下
で
罪
刑
の
均
衡
を
求
め
、
そ
の
範
囲
で

抑
止
効
果
の
あ
る
目
的
刑
を
許
容
す
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
刑
罰
論
は
応
報
＝
道
徳
性
＝
刑
罰
的
正
義
、
予
防
＝
実
用
的

＝
刑
罰
政
策
と
い
う
二
つ
の
基
本
線
の
奇
妙
か
つ
複
雑
な
同
居
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
近
年
の
研
究
成
果
を
糸
口
に
カ
ン
ト
刑
罰
論
を
正
義
論
の
観
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
、
応
報
刑
／
目
的
刑
か
ら
法
理
念
／
法
政

策
の
両
義
性
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
そ
の
刑
罰
的
正
義
の
本
質
に
ま
で
帰
着
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
人
格
の
内
な
る
人
間
性
を
尊
重

す
る
こ
と
が
法
理
念
と
し
て
刑
罰
的
正
義
の
内
容
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
は
ア
ポ
リ
ア

に
到
達
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
前
提
に
お
い
て
は
、
自
責
＝
「
自
ら
進
ん
で
」
刑
罰
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
自
己
の
人
格
の
内

（法政研究 86－3－220）
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な
る
人
間
性
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
自
己
の
人
間
性
を
気
に
か
け
る
つ
も
り
の
な
い
犯
罪

者
が
現
れ
た
場
合
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

例
え
ば
、
人
生
に
絶
望
し
て
死
に
た
い
が
一
人
で
は
死
ね
な
い
の
で
死
刑
に
な
り
た
く
て
殺

害
を
犯
す
者
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
の
良
心
を
一
切
気
に
か
け
る
こ
と
な
く
大
量
殺
人
を
犯
す
者
と
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
人
物
に

対
し
て
、
カ
ン
ト
の
枠
組
み
は
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

私
た
ち
が
犯
罪
者
を
非
難
し
、
犯
罪
者
を
刑
罰
に
値
す
る
と
考
え

る
の
は
ま
さ
に
彼
が
自
責
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
法
的
な
刑
罰
を
必
要
と
す
る
の
は
、
犯
罪
者
に
責

任
を
自
覚
さ
せ
、
ま
た
彼
自
身
が
「
自
ら
す
す
ん
で
」
刑
罰
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
通
用
し
な

い
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
刑
罰
は
単
に
痛
み
や
苦
し
み
を
与
え
た
に
と
ど
ま
り
、
単
に
形
式
的
＝
実
定
法
上
、
刑
罰
と
し
て

規
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
自
責
は
物
理
的
に
強
制
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
責
を
期
待
で
き
な
い
（
と
カ
ン
ト
が
認
識
し
て
い
る
）
犯
罪
類
型
と
し
て
、『
法
論
』
で
は
、
強
姦
、
男
色
、
獣
姦
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
（V

I 363

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
い
か
な
る
同
害
報
復
に
も
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
自
体

が
人
間
性
へ
の
侵
害
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
自
ら
公
共
体
の
成
員
で
あ
る
目
的
自
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
す
ら
も
否
定
さ
れ
て
し

ま
う
。
カ
ン
ト
は
前
二
者
に
つ
い
て
は
去
勢
を
、
獣
姦
に
つ
い
て
は
永
久
追
放
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
的
な
人
間
の
尊
厳
か
ら
見

て
こ
う
し
た
取
り
扱
い
は
到
底
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
く

）
11
（

、
こ
の
こ
と
は
類
と
し
て
の
人
間
性
の
尊
重
と
い
う
観
念
が
個
人
に
対
し
て
持
つ

両
義
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
の
う
ち
な
る
人
間
性
」
は
個
的
人
格
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
類
全
体
が
そ
の
実
現
に
向

か
っ
て
邁
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
念
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
家
か
ら
個
人
を
守
る
と
い
う
契
機
と
同
時
に
個
人
を
人
類
の
進
歩
に
向

か
わ
せ
る
義
務
へ
と
拘
束
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
義
務
に
個
人
が
違
反
す
る
こ
と
に
は
重
大
な
罰
が
下
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

相
対
的
応
報
刑
と
一
般
予
防
刑
を
中
心
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て
も
、
自
責
と
人
間
性
の
理
念
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
ア
ポ
リ
ア
は
決
し
て

他
人
事
で
は
な
い
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
刑
罰
的
制
裁
を
中
心
と
し
た
法
シ
ス
テ
ム
の
限
界
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
ら
か

（86－3－221）
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の
形
で
和
解
や
許
し
と
い
っ
た
要
素
を
取
り
入
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
も
十
分
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
宗

教
的
意
味
を
は
ら
む
そ
う
し
た
問
題
と
カ
ン
ト
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
超
越
論
的
自
由
お
よ

び
責
任
、
義
務
に
反
す
る
行
為
と
い
っ
た
刑
罰
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
重
要
な
概
念
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
１ 

）
オ
ノ
ラ
・
オ
ニ
ー
ル
（
神
島
裕
子
訳
）『
正
義
の
境
界
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）、
第
四
章
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
の
正
義

論
を
論
じ
て
お
り
、
か
つ
刑
罰
的
正
義
に
触
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
杉
田
聡
『
カ
ン
ト
哲
学
と
現
代
―
―
疎
外
・
啓
蒙
・
正
義
・
環
境
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

―
―
』（
行
路
社
、
二
〇
一
二
年
）、
第
四
章
。

（
２ 

）
筆
者
は
か
つ
て
自
身
の
博
士
論
文
の
一
部
で
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
を
人
間
の
尊
厳
と
の
関
係
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
「
カ
ン
ト
『
法
論
』
に
お

け
る
人
間
の
尊
厳
の
理
論
的
展
開
」
二
〇
一
四
年
、
九
州
大
学
）。
本
稿
は
、
問
題
関
心
を
改
め
な
が
ら
そ
れ
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
３ 

）
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
批
判
期
以
前
の
古
典
的
研
究
を
な
し
た
リ
ッ
タ
ー
が
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。Christian Ritter, D

er Rechtsgedanke 
K

ants nach dem
 frühen Q

uellen, Frankfurt am
 M

ain 1971, S. 313.

ま
た
、
ブ
ラ
ン
ト
も
カ
ン
ト
哲
学
を
基
礎
に
し
た
現
代
正
義
論
が
隆
盛
す

る
中
で
、
カ
ン
ト
自
身
の
正
義
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
論
文
で
こ
の
術
語
を
主
題
に
し
て
い
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
ト
（
菅
沢
龍
文
訳
）「
カ

ン
ト
に
お
け
る
正
義
と
刑
罰
正
義
」（
坂
部
恵
ほ
か
編
『
カ
ン
ト
・
現
代
の
論
争
に
生
き
る　

下
』
理
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
二
四
九
―
二
九
一
頁
。

（
４ 

）
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
拙
訳
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
と
頁
数
を
記
述
す
る
が
、『
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ン
』
の
み

通
し
番
号
を
用
い
て
引
用
す
る
。
引
用
文
に
お
け
る
（
）
内
は
カ
ン
ト
自
身
の
も
の
と
す
る
。

（
５ 

）
こ
の
用
語
は
、
一
八
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
封
建
領
主
の
影
響
下
に
あ
っ
た
地
方
裁
判
所
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、
文
脈
を
考
え
て
政
府
と
訳
し

た
。

（
６ 

）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
高
田
三
郎
訳
）『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
）、
一
八
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
７ 

）
三
島
淑
臣
は
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
刑
罰
理
論
に
対
す
る
一
面
的
理
解
の
原
因
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
応
報
の
思
想
的
先
駆
者
あ
る
い
は
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
一
般
予
防
説
の
思
想
的
踏
み
台
と
し
て
カ
ン
ト
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
一
九
世
紀
以
来
の
法
学
者
と
哲
学
者
た
ち
の
思
考
態
度
に
求
め
て
い

る
。
三
島
淑
臣
「
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
（
一
）」『
法
政
研
究
』
五
一
巻
三
―
四
号
、
一
九
八
五
年
、
六
六
〇
頁
。

（
８ 

）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ー
ク
（
久
岡
康
成
訳
）「
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
訣
別
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ウ
マ
ン
編
『
新
し
い
刑
法
典
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
―
―
西
ド
イ
ツ
対
案
起
草
者
の
意
見
―
―
』
佐
伯
千
仭
編
訳
、
有
信
堂
、
一
九
七
二
年
所
収
）、
四
一
―
四
八
頁
。

（法政研究 86－3－222）
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（
９ 

）
ク
ル
ー
ク
、
前
掲
論
文
、
四
五
頁
以
下
。

（
10 

）H
ellm

uth M
ayer, K

ant, H
egel, und das Strafrecht, in : Paul Bockelm

ann, A
rthur K

aufm
ann, und U

lrich K
lug (H

rsg.), 
Festschrift für K

arl Engisch zum
 70. Geburtstag, Frankfurt am

 M
ain 1969, S. 69f. 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
害
報
復
の
理
論
は
、
量
刑
の
正
当

化
に
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
11 

）
飯
島
暢
「
カ
ン
ト
刑
罰
論
に
お
け
る
予
防
の
意
義
と
応
報
の
限
界
―
―
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
カ
ン
ト
主
義
的
な
応
報
刑
論
に
基
づ
く
一
考
察
―
―
」『
香

川
法
学
』
二
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
12 

）
こ
の
術
語
はJean-Christophe M

erle, Strafen aus Respekt vor der M
enschenw

ürde. Eine K
ritik am

 Retributivism
us aus der 

Pespektive des deutschen Idealism
us, Berlin 2008, S.34f. 

に
従
う
。
メ
ル
レ
自
身
は
、
シ
ャ
ロ
ン
・
バ
ー
ド
の
見
解
を
そ
の
代
表
と
し
て
批
判

し
て
お
り
、「
混
同
」
と
訳
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
の
バ
ー
ド
の
見
解
は
混
合
と
呼
ぶ
よ
り
も
は
っ
き
り
と
抑
止 deterrence 

説
と
捉
え
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
の
根
拠
は
、「
応
報
は
必
ず
し
も
威
嚇
を
排
除
し
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
集
約
さ
れ
る
。

（
13 

）
三
島
、
前
掲
論
文
、
六
七
〇
頁
以
下
も
こ
の
点
に
着
目
し
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
早
く
か
ら
カ
ン
ト
刑
罰
論
の
混
合
理
論
的
側
面
を
指
摘
し
て
い
た
。

（
14 

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
タ
ー
ヴ
ェ
ク
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。 Friedlich Bouterw

ek, Göttingsche A
nzeigen 28. Stück, den 18ten 

Februar 1797. In: K
ant’s gesam

m
elte Schriften, (H

rsg.) Preußischen A
kadem

ie der W
issenschaften,Bd. X

X
, Berlin 1942, S. 453.　

ロ
ッ
ク
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
原
田
鋼
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）、
一
八
八
頁
以
下
を
参
照
。
同
書
で
は
、
ロ
ッ
ク
と
カ
ン

ト
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
権
利
と
い
う
も
の
は
、
自
然
状
態
の
も
と
で
は
確
保
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
社
会
を
前
提
と

し
て
の
み
成
立
し
う
る
。
…
ロ
ッ
ク
の
場
合
そ
の
要
請
は
、
人
間
が
自
然
的
処
罰
権
を
も
っ
て
い
て
、
一
層
有
効
に
処
罰
権
を
行
使
す
る
た
め
に
市
民

社
会
へ
移
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
そ
の
要
請
と
は
、
人
間
が
処
罰
す
る
こ
と
の
自
然
的
必
要
を
も
っ
て
は
い
る
け
れ

ど
も
、
自
然
権
は
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」（
一
九
一
頁
）。

（
15 

）
ブ
ラ
ン
ト
、
前
掲
論
文
、
二
五
九
頁
。
ブ
ラ
ン
ト
は
、
法
哲
学
に
お
い
て
は
、
道
徳
哲
学
的
・
宗
教
哲
学
的
な
刑
罰
権
の
基
礎
づ
け
に
カ
ン
ト
が
二

度
と
立
ち
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
16 

）H
ow

ard W
illiam

s, K
ant’s Political Philosophy, Basil Blackw

ell (O
xford) 1983, pp. 97-98.

（
17 

）W
illiam

s, a.a.O
., p. 99.

（
18 

）
カ
ン
ト
の
犯
罪
分
類
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
国
家
公
民
た
る
資
格
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
公
的
な
法
律
の
違
反
は
、
端
的
に
犯
罪
と
呼
ば
れ
、
あ
る

い
は
ま
た
公
的
犯
罪
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
者
（
私
的
犯
罪
）
は
民
事
司
法
に
、
後
者
は
刑
事
司
法
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の

犯
罪
は
破
廉
恥
的
な
性
情
の
も
の
で
あ
る
か
、
暴
力
的
な
性
情
の
も
の
で
あ
る
か
に
分
類
さ
れ
る
」（V

I 331

）。B. Sharon Byrd, K
ant’s T

heory 
of Punishm

ent, in: Law
 and Philosophy V

III, 1989, pp. 182

―183. 

あ
わ
せ
てB. Sharon Byrd and Joahim

 H
ruschka, K

ant’s D
octrine 

（86－3－223）
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of Right. A
 Com

m
entary, Cam

brige U
niversity Press 2010, pp. 261-278. 

に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
一
般
予
防
的
契
機
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
19 

）M
erle, a.a.O

., S. 33.
（
20 
）M

erle, a.a.O
., S. 72.

（
21 
）M

erle, a.a.O
., S. 52. 

（
22 

）
カ
ン
ト
が
自
身
の
自
然
法
講
義
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
し
て
い
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ア
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
の
『
自
然
法
』
の
強
い
影
響
を
受
け
た
こ

と
は
周
知
で
あ
る
が
、
ア
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
の
威
嚇
説
を
カ
ン
ト
の
混
合
理
論
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、Byrd and H

ruschka, a.a.O
., pp. 262-264.

（
23 

）
村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』（
岩
波
全
書
、
一
九
七
九
年
）、
一
九
八
頁
以
下
。

（
24 

）
オ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ッ
フ
ェ
も
ま
た
基
本
的
に
刑
罰
権
は
執
行
権 Exekutive

の
権
限
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。K

ants Begründung des 
Rechtszw

ang und der K
rim

inalstrafe, in: Reinhard Brandt

（H
rsg.

）, Rechtsphilosophie der A
ufklärung, Berlin; N

ew
 Y

ork 1982, S. 
236.　

ヘ
ッ
フ
ェ
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
刑
罰
権
は
「（
１
）
権
限
の
意
味
に
お
け
る
権
利
で
あ
り
、（
２
）
そ
の
権
限
と
は
執
行
（
命
令
権
者
）

の
公
的
な
権
力
の
一
部
に
帰
属
す
る
権
限
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
刑
罰
権
に
お
い
て
も
権
力
分
立
は
尊
重
さ
れ
る
。（
ａ
）
立
法
を
基
礎
に
し
て
（
ｂ
）
裁

判
所
が
法
を
与
え
る
の
に
対
し
て
、（
ｃ
）
刑
罰
権
限
の
執
行
は
執
行
権
力
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
…
（
３
）
刑
罰
権
限
は
「
被
支
配
者
」、
す
な
わ
ち
法

に
服
従
す
る
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
…
（
４
）
刑
罰
権
限
は
万
人
に
対
し
て
「
彼
の
な
し
た
犯
罪
の
ゆ
え
に
」
適
用
さ
れ
る
。
…
（
５
）
犯
罪
者
に

対
し
て
命
令
権
者
は
、
彼
に
「
苦
痛
」
を
、
そ
れ
ゆ
え
害
悪
を
与
え
る
権
利
を
保
持
す
る
。」（Ebd.

）

（
25 

）
執
行
権
が
任
命
す
る
裁
判
権
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
当
時
の
文
脈
か
ら
王
室
裁
判
所
（K

am
m

ergericht

）
を
想
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
点
も
不
明
確
で
あ
る
。

（
26 

）
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
（
風
早
八
十
二
・
五
十
嵐
二
葉
訳
）『
犯
罪
と
刑
罰
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
）、
二
四
頁
以
下
お
よ
び
九
〇
頁
以
下
。

（
27 

）『
法
論
』
に
は
直
接
の
言
い
回
し
は
見
当
た
ら
な
い
が
、『
判
断
力
批
判
』
で
は
「
人
間
性
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
根
源
的
契
約
」（V

 164

）
と
い
う

表
現
が
あ
る
。

（
28 

）
こ
の
論
証
は
、
杉
田
、
前
掲
書
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
を
参
照
。
杉
田
は
、
カ
ン
ト
の
契
約
論
の
こ
う
し
た
特
徴
を
ロ
ー
ル
ズ
の
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」

に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

（
29 

）
三
島
、
前
掲
論
文
、
六
六
八
―
六
六
九
頁
。

（
30 

）A
llen W

. W
ood, K

antian Ethics, Cam
bridge U

niversity of Press 2008, pp. 209-210. 

な
お
、
ウ
ッ
ド
は
こ
う
し
た
応
報
主
義
の
特
徴
は
、

彼
の
実
践
哲
学
全
体
と
は
一
貫
し
て
い
な
い
と
見
る
。
本
節
に
お
け
る
私
の
解
釈
は
、
こ
う
し
た
ウ
ッ
ド
ら
の
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
で
あ
る
。

（
31 

）
こ
の
点
に
関
し
て
、Jurius Ebbinghaus, D

ie Strafen für T
ötung eines M

enschen nach Prinzipien einer Rechtsphilosophie der 
Freiheit, Bonn 1968, S. 34. 

は
カ
ン
ト
の
死
刑
の
論
証
が
き
わ
め
て
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
殺
人
者

（法政研究 86－3－224）
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に
死
刑
を
科
さ
な
い
で
生
か
し
て
お
く
刑
罰
を
不
法
な
も
の
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
た
だ
立
法
権
が
そ
の
よ
う
に
生

か
し
て
お
く
刑
罰
を
制
定
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
実
定
法
規
に
対
し
て
は
定
言
命
法
の
見
地

か
ら
制
限
を
加
え
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
死
刑
以
外
の
選
択
肢
を
立
法
権
が
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
論
証
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
定
言
命
法
は

刑
罰
法
規
を
「
制
限
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
32 

）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
半
澤
孝
麿
『
回
想
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
―
―
政
治
思
想
史
の
方
法
と
バ
ー
ク
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
カ
ン
ト
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ニ
ュ
ー

マ
ン
―
―
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
第
四
章
「
自
由
意
志
論
上
の
カ
ン
ト
」
を
参
照
。

（
33 

）
こ
れ
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、
三
島
、
前
掲
論
文
、
六
六
二
頁
以
下
、
お
よ
び M

erle, a.a.O
, S. 70f.

（
34 

）M
ario.A

.Cattaneo, M
enschenw

ürde und Strafrechtsphilosophie der A
ufklärung, in: Reinhard Brandt(H

rsg.),Rechtsphilosophie 
der A

ufklärung, Berlin; N
ew

 Y
ork, 1982., S. 330. 

は
こ
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

（86－3－225）


