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Ⅰ

何
が
問
題
か

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
私
が
見
渡
し
得
る
限
り
で
は
、
安
楽
死
に
関
連
し
た
自
殺
に
つ
い
て
二
回
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
も
一

回
目
は
一
九
八
四
年
の
『
安
楽
死
・
自
殺
・
要
求
に
基
づ
く
殺
人
』
と
題
す
る
論
文（
２
）に
お
い
て
、
二
回
目
は
彼
の
死
後
刊
行
論
文
『
生
命

の
法
的
保
護
の
相
対
化
（
３
）
？
』
に
お
い
て
主
題
化
し
て
い
る
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
基
本
思
想
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
「
人
格
的
」
法
哲

学
の
総
括
的
な
表
現
と
し
て
の
一
九
九
七
年
の
『
法
哲
学
　
第
二
版（

４
）』
に
も
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
最
初
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
一
九
八
四
年
に
私
の
大
学
で
あ
る
京
都
の
同
志
社
大
学
で
講
演
し
た
が
、
そ
の
さ
い
定
式
化

さ
れ
た
最
も
重
要
な
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
聴
衆
に
強
い
衝
撃
を
与
え
る
と
も
に
、
私
に
は
深
い
感
動
を
与
え
た
。
そ
の
テ
ー
ゼ
と
は
、
次
の
通

り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
は
確
か
に
生
き
て
い
る
限、
り、
、
共
同
体
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
共
同
体
に
対

し
て
生
き
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
自
殺
に
つ
い
て
は
、
そ
し
て
ま
た
他
人
に
よ
る
殺
人
へ
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
は

自
ら
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
決
断
に
は
自
ら
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
彼
の
良
心
の
前
に
、
彼
の
隣
人
の
前
に
、
神

の
前
に
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
家
お
よ
び
国
家
的
規
範
の
定
立
と
は
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
も
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ

が
聴
衆
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
今
日
の
日
本
人
、
と
り
わ
け
刑
法
学
者
に
は
、
自
殺
は
違
法
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
応
し
て
他
人
の
自
殺
へ
の
関
与
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
き
渡
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
機
会
以
来
、

私
は
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
い
く
ら
か
の
重
要
で
な
く
も
な
い
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
日
本
に
お
け
る
自
殺
に

つ
い
て
の
、
今
日
で
は
全
く
支
配
的
な
意
見
は
古
来
の
日
本
に
固
有
の
法
文
化
に
は
属
し
て
は
お
ら
ず
、
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
以
降
に
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お
け
る
西
欧
法
継
受
の
後
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
日
本
の
国
家
主
義
の
高
揚
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

そ
の
う
え
、
自
殺
に
つ
い
て
の
カ
ウ
フ
マ
ン
の
基
本
思
想
は
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
古
来
の
日
本
人
の
死
生
観
に
馴
染
ん
で
い
る
こ
と
も
、

私
に
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
私
は
他
の
場
所
で
い
く
ら
か
の
論
文
を
書
い
た（
５
）。

こ
こ
で
私
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
自
殺
に
つ
い
て
の
基
本
的
態
度
は
刑
法
解
釈
論
的
に
そ
の
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
理
論
は
理
論
で
彼
の
人
格
的
存
在
と
し
て
の
人
間
像
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
構
想
全
体
が

カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
の
根
本
思
想
と
し
て
の
寛
容
の
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
試
み
を
し
た
い
。

Ⅱ
　
他
人
の
自
殺
へ
の
関
与
と
要
求
に
基
づ
く
殺
人
と
の
間
に
は
価
値
的
な
差
異
は
存
在
す
る
か

自
殺
関
与
と
同
意
殺
人
が
等
し
く
刑
罰
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
（
日
本
刑
法
第
二
〇
二
条（
６
））
日
本
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
で
は
要
求
に
基
づ
く
殺
人
が
可
罰
的
で
あ
る
一
方
で
、
他
人
の
自
殺
へ
の
関
与
は
処
罰
さ
れ
な
い
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
一

条（
７
））。
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
の
刑
法
解
釈
論
者
た
ち
と
刑
事
司
法
は
こ
の
二
つ
の
行
為
形
態
は
い
か
に
し
て
互
い
に
限
界
づ
け
ら
れ
得
る
の
か

と
い
う
、
際
立
っ
て
困
難
な
問
題
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
８
）。
そ
の
さ
い
圧
倒
的
に
、
自
殺
を
願
望
す
る
者
が
自
殺
を
高
度
に
人
格
的

に
、
言
い
換
え
れ
ば
「
死
を
も
た
ら
す
契
機
に
対
す
る
支
配
」
を
掌
中
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
不
処
罰
的
自
殺
関
与
が
存
在
す
る
と
い
う

見
解
が
提
唱
さ
れ
る（
９
）。
た
と
え
こ
の
基
準
が
刑
法
解
釈
論
的
に
ど
れ
ほ
ど
説
得
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
の
場
合
で
は
果

た
し
て
道
徳
上
の
視
点
の
も
と
で
も
両
行
為
形
態
の
間
に
本
質
的
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
重
要
問
題
が
つ
ね
に
残
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
否
認
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
両
行
為
形
態
の
間
に
は
原
則
的
な
価
値
的
差
異
は
存
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在
し
な
い
。
要
求
に
基
づ
く
殺
人
は
む
し
ろ
、
仲
介
者
に
よ
る
自
殺
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
具
体
的
に
は
と
き
に
は
一
方
が
、
と
き
に

は
他
方
が
よ
り
重
大
で
あ
り
得
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
自
殺
関
与
の
ほ
う
が
刑
法
第
二
一
六
条
に
よ
る
行
為
よ
り
も
は
る
か
に
重
大
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
こ
と
を
、
い
く
ら
か
の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
言
葉
通
り
に
言
え
ば
、「
決
し
て
死
病
に
罹
患
し
て
い
る
わ

け
で
な
い
配
偶
者
を
説
き
伏
せ
て
首
を
吊
ら
せ
、
そ
の
さ
い
彼
の
手
助
け
も
す
る
者
は
、
頭
部
か
ら
下
方
へ
向
け
て
麻
痺
が
進
行
し
て
い
る

夫
を
そ
の
懇
願
に
基
づ
い
て
死
な
せ
る
妻
よ
り
も
疑
い
も
な
く
よ
り
非
難
に
値
す
る
行
為
を
し
て
い
る

―
後
者
の
事
例
で
そ
も
そ
も
非
難

性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
限
り
で
。
刑
法
第
二
一
六
条
に
よ
る
行
為
者
が
立
ち
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
の
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
応

じ
て
時
と
し
て
単
に
、
病
ん
で
い
る
者
が
自
分
で
自
分
の
生
命
を
奪
う
手
段
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
そ
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ

る
。」

（
10
）

も
ち
ろ
ん
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
よ
う
に
両
行
為
形
態
を
と
も
に
刑
罰
の
も
と
に
置
く
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
こ
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
は
形
式
的

、
、
、

に、
解
消
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
全
く
反
対
に
彼
は
も
と
も
と
、
道
徳
的
に
非
難
に
値
し
な
い
行
為
が

刑
法
的
に
違
法
と
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
も
ま
た
原
則
的
に
も
は
や
刑
罰
の
も
と
に
は
置
か
れ

な
い
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
記
の
事
例
で
彼
は
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。「
妻
が
夫
を
介
助
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
や
り
方
が
刑
罰
威
嚇
を
も
っ
て
遮
蔽
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
彼
は
、
一
九
八
三
年
の

論
文
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
提
案
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
被
殺
者
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
要
求
に
基
づ
い
て
殺
人
を
行
な
う
者
は
、
こ

の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
が
善
良
な
風
俗
に
違
反
す
る
場
合
に
の
み
罰
せ
ら
れ
得
る
」

（
12
）

、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ウ
フ
マ
ン
が
右
の
提
案
に
お
い
て
何
ゆ
え
に
「
…
…
の
場
合
は
違
法
で
な
い
」
で
は
な
く
、「
…
…
の
場
合
の
み
罰
せ
ら
れ
得
る
」
と

（
11
）
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い
う
表
現
形
式
を
こ
こ
で
選
ん
だ
の
か
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
全
く
意
図
的
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
こ
こ
で
は
権
利

と
義
務
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
医
師
は
た
と
え
ば
、
死
に
ゆ
く
者
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
る
場
合
に
は
、
積
極
的
な
動
作

に
よ
っ
て
彼
を
殺
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
立
ち
現
れ
得
る
こ
と
を
避
け
た
い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

は
、
こ
の
よ
う
な
義
務
づ
け
は
全
く
問
題
で
は
あ
り
得
な
い
。

（
13
）

す
で
に
こ
こ
で
、
彼
は
自
殺
の
適
法
性
と
い
う
こ
と
は
全
く
念
頭
に
置
い
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
構
想
に
よ
れ
ば
、「
被
殺
者
の
同
意
な
い
し
は
そ
の
真
摯
な
要
求
に
刑
罰
を
阻
却
す
る
効
果
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
殺
人
に
と
っ
て
の
い
か
な
る
例
外
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
殺
人
へ
の
『
権
利
』
と
い
う
も
の
で
は
全
く
な
い
。

そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、『
欲
す
る
者
に
害
な
き
は
ず
な
り
（volentinon

fit
iniuria

）』
と
い
う
古
い
原
則
が
原
則
的
に
こ
の
領
域
に

も
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。」

（
14
）

こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
由
死
は
純
粋
に
個
人
的
な

事
柄
と
し
て
法
秩
序
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
般
的
な
妥
当
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ど
の
よ
う

な
規
範
も
存
在
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
個
々
人
は
こ
こ
で
自
ら
の
良
心
の
法
廷
へ
と
投
げ
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
は
明
言
し
て
い
る
。「
か
く
し
て
、
国
家
は
自
殺
を
評
価
す
る
資
料
を
も
は
や
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
自
殺
と
い
う
も
の
が
理
性
に
適
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
理
性
に
反
し
て
い
る
の
か
を
、
国
家

は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
抽
象
的
な
法
の
次
元
で
は
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
殺
が
他
人
に
対
す
る

義
務
の
ひ
と
つ
の
侵
害
で
あ
り
得
も
し
よ
う
こ
と
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
た
と
え
ば
、
両
親
の
自
殺
は
子
供
に
対
す
る
義
務
違

反
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
は
、
す
で
に
抽
象
的
な
法
の
次
元
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
事
実
上
自
己
侵
害
に
よ
っ
て
仲
裁
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
他
者
侵
害
の
不
法
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
15
）

と
。
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こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
彼
は
別
の
箇
所
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
と
同
様
に
、
自
殺
は
い
か
な
る
不
法
で
も
な
い
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い

る
。
言
葉
通
り
に
言
え
ば
、「
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
の
よ
う
な
義
務
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
対
応
し
て
誰
に
も
い
つ
で
も
他

人
に
よ
っ
て
生
命
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
、
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
謝
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
病
気
に
お
け
る
、
も
し
く
は
自
己

の
後
の
医
療
上
の
救
助
諸
処
置
を
、
拒
絶
は
ひ
と
つ
の
答
責
的
な
人
格
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
理
由
な
く
拒
絶
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」

（
16
）

と
は
い
え
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
方
と
は
反
対
に
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
自
殺
と
要
求
に
基
づ
く
殺
人
と
は
同
じ
で
あ
る
と
見
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ

え
後
者
に
は
な
お
処
罰
根
拠
を
承
認
し
て
い
る
。
彼
は
両
行
為
形
態
の
評
価
的
差
異
を
次
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
。「
前
者
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
自
己
の
生
命
の
単
な
る
解
消
と
し
て
、
い
か
な
る
社
会
的
な
意
義
を
も
有
し
て
い
な
い
、
生
き
る
こ
と
に
飽
き
た
者
の

行
為
に
通
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
は
と
も
か
く
も
他
人
の
生
命
を
抹
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

（
17
）

も
ち
ろ
ん
、
自
殺
関

与
は
少
な
く
と
も
二
人
の
間
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
、
、

社
会
的
意
味
が
要
求
に
基
づ
く
殺
人
の
そ
れ
、
、

と
は
異
な
っ
て
判
断
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
で
は
、
死
に
ゆ
く
こ
と
を
願
望
し
て
い
る
者
に
実
行
成
熟
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
こ
か
ら
彼

は
、
刑
法
第
二
一
六
条
の
構
成
要
件
は
制
限
的
に
、
非
理
性
的
な
殺
人
を
包
括
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
提
唱

す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
死
に
ゆ
く
こ
と
を
望
む
者
の
死
の
願
望
が
し
か
し
、
客
観
的
に
見
て
理
性
的
で
あ
れ
ば
、
直
接
的
お
よ
び
消
極
的

安
楽
死
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
18
）

刑
法
第
二
一
六
条
の
処
罰
根
拠
は
そ
れ
ゆ
え
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
あ
っ
て
は
成
り
行
き
が
完
全
に
は
考
え
抜
か
れ
て
い
な
い
、
生
き
る
こ
と
に

飽
き
た
者
の
た
め
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
配
慮
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
誰
が
こ
の
よ
う
な
客
観
的
合
理
性
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を
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
彼
は
裁
判
官
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
死
へ

の
自
己
決
定
権
は
再
び
国
家
的
に
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
医
師
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
患
者
に
対
す
る
「
理

性
の
高
権
」
を
掌
中
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
は
と
も
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
的
に
自
由
な
領
域
の

構
想
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
応
し
て
寛
容
の
原
理
と
も
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
自
殺
と
、
彼
に
よ
っ

て
構
想
さ
れ
た
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
が
、
ま
ず
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
19
）

Ⅲ

法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
と
自
殺

カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
自
殺
は
、
か
く
し
て
違
法
で
も
適
法
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
殺
が
彼
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
に
属
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
彼
は
ど
こ
に
も
明
瞭
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
、
彼
の
著
書
『
法
哲
学

第
二
版
』
の
法
的
に
自
由
な
領
域
に
関
す
る
第
十
五
章
の
な
か
で
、
こ
れ
に
対
す
る
ヒ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、

自
殺
関
与
を
違
法
と
し
て
も
適
法
と
し
て
も
扱
わ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
―
許
容
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
扱
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
・
ガ
ラ
ス
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）

そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
見
解
が
法
的
に
自
由
な
領
域
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
構
想
に
適
合

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
に
つ
い
て
は
一
九
七
二
年
に
は
じ
め
て
、『
法
的
に
自
由
な
領
域
と
自

己
答
責
的
決
断
』
と
い
う
表
題
の
も
と
に
ひ
と
つ
の
包
括
的
な
論
文
を
書
い
て
い
る
。

（
21
）

彼
は
そ
の
な
か
で
と
り
わ
け
、
刑
法
的
に
重
要
な
す

べ
て
の
行
為
態
様
を
「
適
法
で
あ
る
」
か
、
そ
れ
と
も
「
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
の
対
を
も
っ
て
適
切
に
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
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と
い
う
問
題
を
主
題
化
し
た
。
カ
ウ
フ
マ
ン
自
身
は
こ
の
問
題
を
否
認
し
、
こ
れ
に
対
し
て
悲
劇
的
な
衝
突
諸
事
例
と
実
存
的
な
窮
迫
状
態

で
は
、
つ
ま
り
は
実
存
的
限
界
状
況
で
は
、
こ
の
評
価
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、

前
述
の
理
論
よ
り
も
法
的
、
、

に、
自
由
、
、

な、
領
域
、
、

の
モ
デ
ル
の
ほ
う
が
こ
の
実
存
的

、
、
、

な、
限
界
諸
状
況

、
、
、
、
、

を
よ
り
う
ま
く
把
握
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
究
明
す
る
。
こ
れ
に
関
す
る
彼
の
根
本
思
想
を
言
葉
通
り
に
記
せ
ば
、「
こ
こ
で
は
、
法
秩
序
は
合
理
的
に
認
識
し
得
る
、
一
般
的
に

拘
束
力
を
有
す
る
決
断
基
準
を
断
念
し
、
何
を
な
す
べ
き
は
、
個
々
人
の
自
由
な
良
心
的
決
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
22
）

あ
る
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は

―
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
、
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
安
楽
死
」
行
動
、

転
轍
手
事
例
と
い
っ
た
諸
事
例
お
よ
び
窮
迫
状
態
に
類
似
し
た
諸
事
例
と
並
ん
で

―
と
り
わ
け
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶
に
即
し
て
、
こ
れ
ら

の
事
例
が
法
的
に
自
由
な
領
域
に
属
す
る
か
否
か
を
具
体
的
に
解
明
し
た
。
妊
娠
中
絶
が
実
際
に
法
的
に
自
由
な
領
域
に
属
し
て
い
る
の
か

否
か
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
不
問
に
付
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
23
）

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
決
定
的
な
問
題
は
、
自
殺
も

ま
た
、
そ
し
て
ま
さ
に
自
殺
が
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
法
的
に
自
由
な
領
域
の
モ
デ
ル
に
該
当
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

の
み
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ

は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
に
お
け
る
市
民
の
自
己
答
責
性
の
原
理
に
つ
い
て
の
カ
ウ
フ
マ
ン
の
構
想
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

Ⅳ
　
人
格
的
存
在
と
し
て
の
人
間
像

人
間
と
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
人
格
的
」
法
哲
学
に
お
い
て
は
、
完
全
に
自
然
の
諸
法
則
に
服
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
の
範
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囲
内
で
そ
の
生
活
を
彼
自
身
の
構
想
に
従
っ
て
形
成
す
る
余
地
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
自
己
決
定
と
自
己
完
成
へ
と
素
質
づ
け

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。「
自
律
的
存
在
と
し
て
人
間
は
、
そ
の
た
め
に
決
し
て
彼
が
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
人
格
の
尊
厳
を
所
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
他
方
で
、
人
間
は
自
分
自
身
に
対
し
て
答
責
的
で
あ
る
こ
と
、

彼
が
こ
の
彼
自
身
の
倫
理
的
課
題
を
誤
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。」

（
24
）

人
格
的
存
在
に
お
い
て
人
間
は
、
自
分
自
身
で
決
断
す
る
能
力
と
課
題
を
有
し
て
い
る
。
自
己
実
現
は
超
越
に
お
い
て
、「
世
界
と
調
整

し
な
が
ら
他
者
と
の
共
在
に
お
い
て
」
行
わ
れ
る
。

（
25
）

隣
人
へ
の
視
点
を
欠
く
純
粋
の
自
己
、
生
粋
の
自
我
性
は
、
人
間
が
単
に
社
会
全
体

の
部
分
と
見
ら
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
抽
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
彼
は
人
間
を
「
社
会
的
個
別
性
」

（
26
）

と
し
て
特
徴
づ
け
る
。

こ
の
こ
と
が
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
法
的
に
自
由
な
領
域
を
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
に
お
い
て
承
認
す
る
こ
と
に
全
く
疑
念
を

抱
か
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
法
的
に
自
由
な
領
域
は
、
彼
に
と
っ
て
は
成
熟
し
た
市
民
の
ひ
と
つ
要
請
で
あ
る
。
現
に
彼

は
言
葉
通
り
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
が
法
秩
序
は
人
間
を
人
食
い
人
種
と
は
見
て
い
る
の
で
は
な
く

―
法
秩
序
は
い
ず
れ
に

せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い

―
、
成
熟
し
た
市
民
と
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
秩
序
が
最
高
度
に
人
格
的
な
現
存
在
と
良
心

の
窮
迫
の
諸
事
例
の
た
め
に
強
制
的
諸
規
範
を
定
立
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
由
、
、

な、
良
心
的
決
断

、
、
、
、
、

と
い
う
も
の
を

可
能
に
し
、
主
と
し
て
こ
の
種
の
問
題
で
は
最
大
限
に
、
ま
さ
に
相
異
、
、

な
る
、
、

道
徳
上

、
、
、

の、
諸
見
解

、
、
、

に、
寛
容
、
、

で
あ
ろ
う

、
、
、
、

と
す
る
と
い
う
理
由
か
ら

で
あ
る
。」

（
27
）

法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
は
か
く
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
悲
劇
的
な
窮
迫
状
態
と

藤
状
態
の
諸
事
例
に
あ
っ
て
は
、
も

は
や
ゴ
ル
ギ
ア
ヌ
ス
の
結
び
目
を
有
無
を
言
わ
せ
ず
に
断
ち
切
る
剣
と
し
て
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
決
し
て
納
得
さ
せ
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る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
規
制
を
下
す
代
わ
り
に
、
い
っ
さ
い
の
評
価
か
ら
空
け
て
お
く
よ
う
な
自
由
、
、

な、
法
秩
序

、
、
、

の
標
識
で
あ
る
。」

（
28
）

こ
こ
か
ら
は
ま
た
、
法
的
評
価
か
ら
免
れ
た
領
域
の
承
認
を
も
っ
て
法
と
道
徳
と
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
不
一
致
が
回
避
さ
れ
る
と
い
う
、
も

う
ひ
と
つ
の
重
要
な
帰
結
が
生
ず
る
。
と
く
に
、
相
異
な
る
道
徳
上
の
諸
見
解
が
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
妊
娠
中
絶
の
場
合
で
は
、
国
家
は
評

価
と
い
う
も
の
を
差
し
控
え
、
こ
れ
を
個
々
人
の
良
心
的
決
断
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
倫
理
的
諸
規
範
と
刑
法
実

務
と
が
合
理
的
な
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
法
的
に
自
由
な
領
域
の
承
認
は
相
異
な
る
宗
教
上
、
道
徳
上
お
よ
び

世
界
観
上
の
諸
々
の
立
場
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
寛
容
を
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
共
同
体
が
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意

味
し
て
い
る
の
は
、
自
律
に
基
づ
い
て
互
い
に
並
存
し
、
ま
た
並
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
ざ
ま
な
道
徳
が
現
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
自
殺
も
ま
た
法
的
に
自
由
な
領
域
に
属
し
て
い
る
か
否
か
を
、
確
か
に
自
ら
は
詳

細
に
論
証
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
全
く
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
彼

は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ガ
ラ
ス
の
明
敏
な
見
解
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ガ
ラ
ス
は
、
歴
史
的
体
系
的
な
解
釈
に
補
強
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
帰
結
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
自
殺
の
法
的
評
価
に
と
っ

て
は
（
ひ
と
つ
の
権
利
行
使
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
適
法
行
為
で
あ
る
と
も
（
法
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
）
違
法
行
為
で
あ
る
と
も

認
識
す
る
こ
と
が
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
も
は
や
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
行
為
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
決
策
し
か

残
ら
な
い
。
こ
の
解
決
策
が
法
政
策
的
に
も
最
も
う
ま
く
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
法
秩
序
が

―
こ
れ
が
『
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
』



そ
の
死
を
求
め
る
人
格
の
権
利

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
一
（
一
四
一
三
）

と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る

―
積
極
的
な
視
点
で
も
消
極
的
な
視
点
で
も
自
殺
の
規
範
化
を
差
し
控
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は

道
徳
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
法
的
権
能
の
行
使
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
を
、
他
方
で
、
自
殺
の
禁
止
を
も
っ
て
最
高
度
に
そ
の
よ
う
に
あ

る
こ
と
の
良
心
的
窮
迫
の
諸
状
況
に
対
す
る
法
的
な
行
為
原
則
を
定
立
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る

（
29
）

。」

自
殺
が
、
あ
る
視
点
の
も
と
で
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
呈
示
す
る
こ
の
理
論
の
適
用
諸
事
例
に
対
し
て
一
定
の
差
違
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
事
例
で
は
、
二
人
の
難
船
者
の
う
ち
一
人
し
か

生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
行
為
者
は
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
自
身
を
犠
牲
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
も
う
一
人
を
浮
遊
し
て
い
る
板
切

れ
か
ら
突
き
放
す
と
い
う
よ
う
に
し
て
彼
を
殺
す
と
い
う
二
者
択
一
的
決
断
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
自
殺
の
場
合
で
は
、

行
為
者
は
決
し
て
こ
の
種
の
択
一
的
決
断
の
前
に
は
立
た
さ
れ
て
い
な
い
。
自
殺
は
決
し
て
無
責
任
も
し
く
は
状
況
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
高
度
に
人
格
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
殺
者
の
決
行
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
そ
の
行
為
か
ら
距
離
を
置
い
て

い
る
。
行
為
者
の
行
為
は
自
由
な
、
自
己
答
責
的
に
固
め
ら
れ
た
決
断
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
30
）

し
か
し
こ
の
差
違
は
、
決
定
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
の
場
合
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
優
勢
的
に
「
現
存
在
の
限
界
状
況
」
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
状
況
の
急
迫
状
態
と
い
う
要
素

は
、
副
次
的
な
意
義
し
か
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
関
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
念
頭
に
つ
ね
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
カ

ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
意
味
に
お
け
る
限
界
状
況
に
お
け
る
死
の
実
存
的
意
義
で
あ
る
。
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Ⅴ
　
自
殺
の
実
存
哲
学
的
解
明

「
私
は
つ
ね
に
状
況
の
な
か
に
存
在
し
、
争
い
や
苦
悩
な
し
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
不
可
避
的
に
責
め
を
自
分
に
引
き
受
け
、
死
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
の
こ
と
」
を
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
限
界
状
況
と
名
づ
け
る（

31
）。

こ
の
限
界
状
況
を
経

験
す
る
と
い
う
こ
と
と
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
同
一
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
存
在
の
次
元
で
は
乗、
り、
越、
え
ら
、
、

れ
な
い

、
、
、

、
ど
う
に
も
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、

状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
私
の
う
ち
に
お
け
る
存
在
の
高
揚
で
あ
る
。「
現
存
在
に
と
っ
て
は
、
限
界
状

況
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
る
存
在
へ
の
問
い
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
限
界
状
況
の
な
か
で
こ
そ
、
自
己
存
在
は
、
存
在
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
気
、
、

に、
、
ひ
と
、
、

飛、
び
に
、
、

、
急
激
、
、

に、
、
つ
ま
り
は
飛
躍
、
、

に
よ
っ
て
で
あ
る
。」

（
32
）

そ
し
て
、
自
殺
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。「
自
殺
は
、
自
殺
以
外
の
い
っ
さ
い
の
行
動
か
ら
﹇
ひ
と
を
﹈
開
放
す
る

唯
一
の
行
動
で
あ
る
。
実
存
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
限
界
状
況
で
あ
る
死
は
、
到
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
よ

う
な
出
来
事
で
あ
る
。
ひ
と
り
人
間
の
み
、
、

が
、
彼
が
死
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
に
応
じ
て
、
自
殺
の
可
能
性
の
前
に
立
つ
の
で
あ
る
。
人

間
は
、
意
識
的
に
、
己
の
生
命
を
賭
し
て
敢
然
と
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
生
き
る
こ
と
を
欲
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
死、
の、
問
題
、
、

は、
、
人
間
、
、

の、
自
由
、
、

の、
領
域
、
、

へ
と
、
、

移、
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、

。」
（
33
）

そ
し
て
死
が
こ
の
意
味
に
お
い
て
法
秩
序

に
お
い
て
は
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
は
、
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
の
著
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
記
述
し
て
い
る

（
34
）

よ
う
に
、

人
間
は
「
死
へ
と
向
け
ら
れ
た
現
存
在(D

as
D

asein
zum

T
od)

」
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
全
生
命
が
死
の
影
に
あ
り
、
そ
し
て
逆

に
、
死
が
生
命
の
影
に
あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
。

（
35
）
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こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
に
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
死
の
意
味
を
、
適
切
に
も
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
死
の
意
味
は
、

そ
れ
が
は
じ
め
か
ら
無
に
由
来
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
終
結
に
基
づ
い
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
死
に
ゆ
く
こ
と

に
つ
い
て
考
え
か
つ
語
る
そ
の
仕
方

―
そ
れ
が
尊
厳
の
う
ち
に
生
起
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
が
置
い
て
い
る
価
値

―

が
、
生
命
が
適
切
に
終
わ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
死
が
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
の
表
象
と
一
致

す
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る

（
36
）

。」
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
本
人
の
見
方
が
決
定
的
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、

本
人
自
身
が
自
立
し
た
答
責
的
人
格
に
基
づ
い
て
行
為
の
結
果
を
評
価
す
る
の
で
あ
っ
て
法
が
評
価
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。全

く
こ
の
意
味
に
お
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
よ
り
も
早
く
に
、
人
格
と
し
て
の
人
間
の
死
を
決
断
す
る
こ
と
の
精
神
的
自
由

に
つ
い
て
、
一
九
六
一
年
の
そ
の
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。「
い
ず
れ
に
せ
よ
生
命
は
最
高
価
値
で
は
な
い
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
わ
た
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
民
族
、
人
種
お
よ
び
宗
教
に
お
い
て
そ
の
生
命
を
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
生
命
よ
り

も
大
き
い
と
思
え
る
価
値
の
た
め
に
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
も
命
を
捧
げ
る
人
び
と

―
英
雄
や
殉
教
者

―
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
人
間
は
こ
の
た
め
に
意
識
的
に
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

―
動

物
に
は
こ
れ
は
で
き
な
い

―
に
、
彼
を
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
と
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
最
高
善
で
あ
る
か
の
特
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
精
神

的
自
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
そ
の
た
め
に
彼
が
人
格
と
呼
ば
れ
得
る
当
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
蔑
ろ
に
す
る
者
は
人

格
的
尊
厳
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
た
と
え
他
者
が
そ
れ
を
も
っ
て
彼
の
最
善
を
欲
し
よ
う
と
も
、
目
的
の
た
め
の
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
。」

（
37
）
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Ⅵ

哲
学
的
根
拠
づ
け
か
ら
の
刑
法
解
釈
論
へ
の
帰
結

ま
さ
に
こ
の
観
点
か
ら
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
死
を
純
人
格
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
見
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
殺
へ
の
決
断
は
国
家
と
は
何
の

か
か
わ
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
生
命
利
益
は
単
純
に
超
個
人
的
な
利
益
で
あ
る
と
言
明
し
、
こ
れ
と
と
も
に
規
範
の
包

括
的
な
保
護
機
能
を
許
す
と
い
う
思
想
が
、
し
ば
し
ば
人
び
と
を
誘
惑
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
た
と
え
ば
ゲ
ル
ク
・
レ
レ
ッ
ケ
は
、

生
命
は
個
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
相
互
的
な
義
務
づ
け
を
根
拠
づ
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
一
方
的
に
取
り
消
す
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
、
共
同
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
価
値
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
論
証
し
て
い
る
。

（
38
）

因
み
に
日
本
で
は
、
冒
頭
で
触
れ
ら
れ
た
よ
う

に
、
自
殺
は
家
族
お
よ
び
共
同
体
の
維
持
な
い
し
は
安
全
を
侵
害
す
る
が
ゆ
え
に
違
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
、
圧
倒
的
に
支
配
的
で
あ
る

（
39
）

。

こ
の
種
の
意
見
に
対
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
つ
ね
に
き
わ
め
て
明
瞭
に
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
基
本
法
第
二
条
第

二
項
は
生
命
を
最
高
に
人
格
的
な
権
利
と
し
て
構
想
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
何
ゆ
え
に
こ
の
権
利
を
法
的
に

―
私

は
法
的
に
、
を
強
調
す
る

―
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
か
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
見
解
は
極
端
な
個
人
主

義
に
導
く
と
い
う
異
論
に
は
、
人
間
は
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
を
共
同
体
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
疑
わ
し
い
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
集
団
主
義
を
弁
護
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
40
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
死
は
個
人
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
決
し
て
社
会
的
な
出
来
事
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
構
想
さ
れ
た
こ
の
モ

デ
ル
を
自
己
答
責
的
な
自
殺
に
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
法
に
は
馴
染
み
得
な
い
。
自
殺
者
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
生
命
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
か
ら
で
あ
れ
、
も
は
や
い
か
な
る
価
値
も
有
し
て
お
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
否
定
的
な
状
態
で
さ
え
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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死
が
生
へ
の
肯
定
的
な
態
度
に
よ
っ
て
害
悪
と
し
て
の
側
面
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
、
生
へ
の
否
定
的
な
態
度
は
こ
の
害
悪
を

脱
落
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
41
）

す
で
に
定
義
の
う
え
か
ら
し
て
も
自
殺
は
、
こ
の
見
方
か
ら
す
る
と
い
か
な
る
損
害
で
も
、
そ
れ
ゆ
え
い

か
な
る
法
益
侵
害
で
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
も
堅
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
の
安
全
と
い
う
利
益
は
他
人
に

よ
る
脅
威
に
対
し
て
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
自
己
に
よ
る
脅
威
に
対
し
て
は
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
カ
ウ
フ
マ

ン
に
と
っ
て
自
殺
は
、
実
存
哲
学
的
な
意
味
に
お
い
て
自
由
の
ひ
と
つ
の
人
格
的
な
行
為
、
人
格
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
源
的
な
権
利

で
あ
り
、
そ
の
前
で
は
社
会
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
犠
牲
者
の
自
己
自
身
に
対
す
る
答
責
が
、
法

の
干
渉
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
と
と
も
に
個
々
人
は
、
自
由
な
、
自
己
答
責
的
な
人
格
で
あ
る
こ
と
を
わ
が
身
に
経
験
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
死
に
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
者
の
見
方
か
ら
は
、
い
か
な
る
侵
害
、
、

さ
れ
た

、
、
、

法
益
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
法
益
侵
害
が
な
け
れ
ば
刑
罰
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
！

（
42
）

自
殺
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
的
に
は
人
格
の
基
本
的
な
、
本
来
的
な
自
由
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
自
殺
は
憲
法
的
に
保
障
さ
れ

た
権
利
に
な
ら
な
い
の
か
。
ド
イ
ツ
で
は
、
自
殺
へ
の
権
利
、
そ
れ
も
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
た
権
利
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
見
解
が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
こ
の
立
場
を
明
瞭
に
主
張
し
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
基
本
法
第
二
条
第
一
項
が
、
個
人
の
自
由
な
、
自
ら
の
良
心
に
対
し
て
答
責
的
な
自
殺
決
意
を
保
障
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

憲
法
上
の
制
限
条
項
の
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
被
ら
な
い
。
こ
の
見
解
は
、
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
と
っ
て
は
余

計
な
も
の
に
な
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。

現
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
基
本
法
は
、
自
殺
を
憲
法
的
に
見
る
場
合
、
基
本
法
第
一
条
以
下
に
お
い
て
、
個
々
人
の
最
大
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限
の
行
動
の
自
由
と
い
う
利
益
に
お
い
て
『
法
的
に
自
由
な
領
域
』
と
い
う
形
象
に
よ
っ
て
創
造
的
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
よ
う
な
、
単
に
列
挙
法
的
に
狭
く
囲
ま
れ
た
特
殊
な
自
由
権
を
保
障
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
基
本
法
第
二
条
第
一
項
は
、

展
開
の
自
由
の
核
心
領
域
よ
り
も
多
く
を
保
障
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
由
死
へ
の
権
利
も
ま
た
そ
れ
に
該
当
す
る
一
般
的
な
行
為
自
由
を

保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

（
43
）

自
殺
が
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
で
あ
れ
ば
、「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
と
い
う
形
象
は
余
計
な
も
の

に
な
り
始
め
る
、
と
ミ
ュ
ラ
ー
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
44
）

Ⅶ
　
反
対
か
ら
の
論
証
（argum

entatio
a

contrario

）

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
す
で
に
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
何
ゆ
え
に
こ
こ
で
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自
殺
へ
の
権
利
が
成

り
立
っ
て
い
な
い
の
か
を
、
納
得
が
ゆ
く
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
表
現
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
権
利
が
成
立
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
と
も
に
同
時
に
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
も
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
医
師
は
、
た

と
え
ば
死
に
ゆ
く
者
が
彼
に
要
求
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
者
を
作
為
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
も
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ

て
は
、
こ
の
よ
う
な
義
務
づ
け
は
全
く
問
題
で
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
自
殺
を
道
徳
的
に
許
さ
れ
て
い

な
い
と
見
て
い
る
者
で
さ
え
殺
す
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
全
く
公
序
良
俗
に
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
良
心
の
自
由
に
も
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
権
利
が
承
認
さ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、「
自
己
が
人
格
的
に
死
に
ゆ
く
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
求
め
る
権
利
」
で
は
あ
り
得
て
も
、

し
か
し
殺
害
請
求
権
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
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さ
ら
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
殺
を
十
分
な
根

拠
を
も
っ
て
宗
教
的
に
も
道
徳
的
に
も
許
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
者
の
意
見
を
一
方
的
に
締
め
出
し
、
自
己
の
立
場
を
普
遍
化
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
生
命
の
法
的
保
護
領
域
に
お
け
る
原
理
主
義
に
導
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
ま
た
、
世
俗
的
で
自
由
な
多
元
的
な
社
会
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
は
最
近
、

こ
こ
で
正
当
に
も
原
理
主
義
と
気
侭
と
の
間
の
中
間
の
道
を
求
め
て
い
る
。

（
45
）

全
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
自
殺
へ
の
法
律
上
の
権
利
」
と
い

う
考
え
方
は
、
寛
容
の
原
理
に
も
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
原
理
こ
そ
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
そ
の
た
め
に
自
殺
を
憲
法
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
た
権
利
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
当
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
の
基
本
思
想
は
、
対
立
し
て
い
る
諸
々
の
意
見
も
ま
た
一
片
の
真
理

を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
言
葉
通
り
に
言
え
ば
、「
こ
の
寛
容
は
相
異
な
る
宗
教
上
、
道
徳
上
お
よ
び
世
界
観
上
の
諸
立
場
に
対

し
て
、
相
異
な
る
陣
営
が
中
間
の
解
決
策
で
意
見
が
一
致
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
可
能
性
を
作
り
出
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
の
極
端
な
立
場
に
固
執
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
原
理
主
義
的
に
自
ら
を
バ
リ
ケ
ー
ド
で
固
め
る
者
は
、
諸
事
情
の
改
善
の
た
め

に
全
く
寄
与
す
る
こ
と
は
な
い
。」

（
46
）

要
す
る
に
、
何
れ
の
側
も
一
片
の
正
し
さ
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
何
れ
の
側
も
ほ
ん

の
少
し
だ
け
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
身
を
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
は

寛
容
、
、

な、
、
多
元
的

、
、
、

な、
危
険
社
会

、
、
、
、

と
い
う
も
の
の
、
つ
ま
り
は
、
そ
れ
の
み
が
今
日
の
諸
々
の
所
与
に
対
応
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ

が
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
形
式
の
理
想
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
寛
容
、
、

が
、
も
ち
ろ
ん
つ
ね
に
答
責
原
理

、
、
、
、

と

結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
重
要
な
倫
理
上
の
命
令
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
寛
容
、
、

は
、
自
由
を
も
っ
て
自
ら
答
責

的
に
決
断
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
成、
熟、
し
た
、
、

市、
民、
を
必
要
と
し
て
い
る
」

（
47
）

の
で
あ
る
。
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Ⅷ
　
安
楽
死
に
つ
い
て

前
述
の
こ
と
が
安
楽
死
の
問
題
に
移
し
変
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
医
師
も
（
も
し
く
は
他
の
何
人
も
）
あ
る
人
の
死
に
ゆ
く
願
望

に
、
積
極
的
な
動
作
に
よ
っ
て
彼
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
応
ず
る
こ
と
は
い
つ
で
あ
っ
て
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ

ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
確
定
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
何
人
も
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
た
、
殺
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権

と
い
う
も
の
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
が
苦
し
ん
で
い
る
光
景
を
何
人
も
も
は
や
見
る
に
忍
び
な
い
よ
う
な
真
の
悲
劇
的
な

事
例
に
お
い
て
の
み
、
業
苦
に
苦
し
ん
で
い
る
人
を
そ
の
要
求
に
基
づ
い
て
死
な
せ
る
者
だ
け
が
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
総
じ
て
明
瞭
に
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
何
よ
り
も
ま
ず
、
死
に
ゆ
く
者
の
明
示
的
な
要
求
に
よ
っ

て
覆
わ
れ
て
い
な
い
行
為
が
処
罰
の
例
外
と
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。」
そ
れ
ゆ
え
、
単
な
る
推
定
的
同
意
だ
け
で
は
十
分
で
は
あ
り
得

な
い
。
安
楽
死
に
関
し
て
は
、「
い
か
な
る
医
師
も
（
も
し
く
は
他
の
何
人
も
）、
あ
る
患
者
の
生
命
に
な
お
価
値
、
、

が
あ
る

、
、
、

と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
何
で
あ
る
か
と
い
う
方
向
で
考
慮
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
そ
の
価
値
を
顧
慮
し
た
人
の
生
命
の
ど
の
よ
う
な
相
対

化
も
、
奈
落
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
」

（
48
）

と
い
う
の
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
医
師
は
い
か
な
る
理
性
の
高
権
を
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
つ
ね
に
強
調
し
て
き
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
彼
は
、
た

と
え
医
師
の
立
場
か
ら
は
患
者
の
行
動
が
理
解
で
き
な
い
に
違
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
た
め
に
彼
の
生
命
の
短
縮
を

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
、
あ
る
手
術
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
に
は
、
尊
重
に
値
す
る
諸
々
の
理
由
が
あ
り

得
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。「
た
と
え

―
お
そ
ら
く
は
生
命
を
救
助
す
る
で
あ
ろ
う

―
治
療
が
実
際
に
甚
だ
し
い
無
分
別
か
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ら
、
ま
た
濫
用
的
に
拒
絶
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
師
は
患
者
の
意
思
決
定
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
こ
の
種
の
拒
絶
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
、
説
明
を
し
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
理
性
的
で
あ
る
こ
と
と
か
治
癒
力
が

あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
ま
だ
決
し
て
そ
の
た
め
の
十
分
な
是
認
の
理
由
で
は
な
い
。」

（
49
）

こ
の
一
貫
し
た
立
場
の
根
底
に
は
、
医
師
と
患
者
と
の
間
の
真
の
人
間
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
方
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
医
師
は
健
康
技
術
者
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
い
て
病
者
の
助
け
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

し
か
し
、
全
く
の
通
例
と
し
て
、
彼
が
そ
の
任
務
を
、
も
っ
ぱ
ら
患
者
の
健
康
を
技
術
的
な
意
味
に
お
い
て
修
復
す
る
こ
と
に
あ
る
と
は
見

て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
彼
は
む
し
ろ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
病
者
に
と
っ
て
は
「
限
界
状
況
」
を
意
味
し
て
い
る
重
大
な
病
気
の

諸
事
例
に
お
い
て
、
精
神
的
な
支
援
を
も
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
全
く
の
通
例
と
し
て
、
医
師
が
病
者

と
真
実
の
基
盤
の
う
え
で
交
わ
る
場
合
、
ま
た
彼
が
患
者
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
場
合
に
の
み
、
可
能
で
あ
る
。

（
50
）

カ
ウ
フ
マ
ン
は
そ
れ

ゆ
え
、
次
の
立
場
が
採
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
真
の
医
師
‐
患
者
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
通
り
に
言
え
ば
、

「
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
は
、
医
師
の
守
秘
義
務
と
相
俟
っ
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
信
頼
関
係
と
い
う
も
の
が
成
り
立
ち
得
な
い
、
医

師
と
患
者
と
の
間
の
人
間
的
‐
倫
理
的
な
関
係
の
本
質
的
な
要
素
に
属
し
て
い
る
。」

（
51
）

事
態
に
つ
い
て
の
こ
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

生
命
、
健
康
お
よ
び
幸
福
に
対
す
る
人
格
的
な
自
己
決
定
は
原
則
的
に
よ
り
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
何
の
疑
い
も
成
り
立
ち
得

な
い
。

ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
刑
事
裁
判
所
は
、
長
期
に
及
ぶ
判
断
を
通
し
て
、
基
本
法
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て

い
る
自
己
決
定
権
に
基
づ
い
て
「
患
者
の
意
思
」
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
を
浮
き
彫
り
に
す
る
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
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た
と
え
ば
医
師
は
、「
生
命
を
救
助
す
る
侵
襲
に
耐
え
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
患
者
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
思
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」

（
52
）

「
あ
る
医
師
が

―
ま
た
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
人
間
的
に
根
拠
の
あ
る
理
由
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ

―
専
断
的
か
つ
独
断

的
に
病
者
の
側
に
結
果
的
に
重
大
な
侵
襲
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
人
格
性
へ
の
違
法
な
侵
害
で
あ
ろ
う
。」

（
53
）

「
自
己
決

定
は
死
へ
の
自
己
決
定
も
含
ん
で
い
る
。」

（
54
）

で
は
、
た
と
え
ば
事
故
に
遭
遇
し
た
者
が
法
的
に
有
効
な
意
思
表
示
を
も
は
や
な
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
医
師
は
ど
う

す
べ
き
か
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自
己
決
定
権
の
原
理
に
従
っ
た
そ
の
推
定
的
意
思

、
、
、
、
、

で
あ

り
、
客
観
的
に
理
性
的
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
医
の
倫
理
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
55
）

連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
方
か
ら
も
、
患
者
が
無
意

識
状
態
に
あ
る
か
、
も
し
く
は
判
断
能
力
を
欠
い
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
推
定
的
意
思
が
治
療
の
実
施
も
し
く
は
継
続
が
対
抗
し
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
患
者
の
推
定
的
意
思
を
い
く
ら
か
で
も
信
頼
の
置
け
る
ほ
ど

に
解
明
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
難
も
し
く
は
不
可
能
で
さ
え
あ
る
。
そ
の
う
え
、
推
定
的
意
思
の
解
明
に
当
た
っ
て
は
本
人
の
生
命
価
値

の
他
人
評
価
が
紛
れ
込
む
と
い
う
危
険
が
つ
ね
に
生
じ
得
よ
う
。
こ
の
理
由
か
ら
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、「
医
師
、
近
親
者
、
ま
た
は
看
護

人
が
決
断
無
能
力
の
患
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
自
ら
の
尺
度
と
考
え
方
か
ら
彼
ら
に
よ
っ
て
無
意
味
、
生
き
る
に
は
値
し
な
い
と
か
、
無

益
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
患
者
の
現
存
在
を
終
結
す
る
」
と
い
う
危
険
を
は
じ
め
か
ら
防
止
す
る
た
め
に
、「
人
の
生
命
の
利
益
に
お
い
て

推
定
的
承
諾
を
認
定
す
る
た
め
の
厳
格
な
要
件
」
を
設
定
し
た
。

（
56
）

言
葉
通
り
に
連
邦
通
常
裁
判
所
は
続
け
る
。「
決
定
的
な
の
は
、
あ
ら
ゆ

る
事
情
の
慎
重
な
検
討
の
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
、
行
為
の
時
点
に
お
け
る
患
者
の
推
定
的
意
思
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
病
者
の
以

前
の
口
頭
も
し
く
は
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
が
、
そ
の
宗
教
上
の
確
信
、
そ
の
他
の
そ
の
個
人
的
な
価
値
諸
表
象
、
そ
の
年
齢
に
条
件
づ
け
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ら
れ
た
生
存
予
期
も
し
く
は
苦
痛
を
被
っ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
観
的
な
諸
基
準
、
と
く
に
あ
る
処
置

が
一
般
に
『
理
性
的
で
あ
る
』
も
し
く
は
『
通
常
で
あ
る
』、
な
ら
び
に
分
別
の
あ
る
患
者
の
利
益
に
通
例
と
し
て
対
応
し
て
い
る
と
い
う

判
断
は
、
い
か
な
る
独
自
的
意
義
を
も
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
単
に
、
個
人
的
な
仮
定
的
意
思
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
す
ぎ

な
い
。」

患
者
の
推
定
的
意
思
を
解
明
す
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
諸
基
準
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
分
だ
け
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
の
最
近

の
展
開
に
は
驚
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ケ
ン
プ
テ
ン
・
マ
リ
エ
ン
ハ
イ
ム
事
件
で
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
の
な
か
で
新
し
い
諸

基
準
を
提
示
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
新
開
地
に
踏
み
込
ん
だ
。
言
葉
通
り
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
病
者
の
個
人
的
な
意
思
を
解
明
す

る
た
め
の
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
な
諸
事
情
が
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一、

般
的
、
、

な、
価
値
諸
表
象
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
57
）

こ
の
一
般
的
な
価
値
諸
表
象
と
い
う
基
準

は
、
正
当
に
も
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
激
し
い
批
判
を
被
っ
た
。
と
り
わ
け
ハ
ン
ス
＝
デ
イ
ー
タ
ー
・
ヒ
ェ
ル
シ
ェ
に
よ
る
こ
れ
に
対
す
る

批
判
は
、
私
に
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
医
師
の
見
方
か
ら
彼
は
、
こ
の
一
般
的
な
価
値
諸
表
象
に
つ
い
て
「
そ
れ
は

社
会
‐
倫
理
的
に
も
法
背
策
的
に
も
、
し
ば
し
ば
安
定
し
た
基
盤
を
示
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
、「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
働
き
を
考
え
て
み
よ
。

そ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
官
憲
に
よ
る
職
業
と
は
無
縁
の
不
当
要
求
か
ら
身
を
守
る
医
師
に
と
っ
て
唯
一
の
保
護
砦
で
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も

そ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
58
）

ク
ラ
ウ
ス
・
デ
ル
ナ
ー
は
こ
こ
で
、
そ
の
論
文
の
表
題
に
お
い
て
文
字
通
り
、「
連
邦
通
常
裁
判
所
は
『
生

存
に
価
値
な
き
生
命
の
毀
滅
の
許
容
』
を
再
び
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
と
で
も
考
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。

（
59
）

そ
れ
だ

け
に
い
っ
そ
う
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
カ
ウ
フ
マ
ン
の
立
場
に
立
ち
止
ま
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
差
し
迫
っ
て
必
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要
と
さ
れ
る
。
そ
の
立
場
と
は
す
な
わ
ち
、

―
私
は
こ
れ
を
も
う
一
度
引
用
す
る

―
「
死
に
ゆ
く
者
の
明
示
的
な
要
求
に
よ
っ
て
覆
わ

れ
て
い
な
い
よ
う
な
行
為
は
処
罰
の
例
外
と
は
さ
れ
な
い
。
…
…
そ
の
価
値
を
顧
慮
し
た
い
っ
さ
い
の
相
対
化
は
奈
落
へ
の
第
一
歩
で
あ
る

（
60
）

」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。Ⅸ

　
結
論

世
俗
化
さ
れ
ま
た
技
術
化
さ
れ
た
現
代
社
会
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
死
と
い
う
現
象
と
、
つ
ま
り
は
死
に
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ

の
理
解
と
ど
う
交
わ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
体
験
社
会
」

（
61
）

で
は
、
死
に
ゆ
く
と
い
う
事
実
は
死
と
い
う
現
実
に
直
面
し
て
不
審
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
死
と
死
に
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
の
原

則
的
に
虚
無
主
義
的
な
態
度
の
結
果
で
も
あ
り
得
よ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
死
に
ゆ
く
こ
と
と
死
は
も
っ
ぱ
ら
何
か
無
益
な
も
の
、

全
く
不
条
理
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
内
心
的
態
度
に
と
っ
て
は
、「
病
気
は
意
味
の
な
い
も
の

で
あ
る
、
死
は
完
全
に
無
意
味
で
あ
る
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
死
は
不
条
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
死
と
と
も
に
す
べ
て
が

終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
死
は
、
虚
無
へ
の
転
落
で
あ
る
」

（
62
）

と
い
う
の
が
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
死
と
死
に
ゆ
く
こ
と
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

虚
無
主
義
的
な
態
度
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
生
命
を
神
格
化
し
、
単
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
偶
像
と
な
す
ほ
ど
に
現
代
に
と
っ
て
相
応

し
い
態
度
で
あ
る
と
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
見
て
お
り
、
彼
は
こ
れ
を
生
の
哲
学
の
生
き
て
い
る
だ
け
の
現
存
在
価
値
の
偶
像
崇
拝
と
呼
ん
で
い

る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
い
か
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
無
意
味
な
、
反
自
然
的
な
延
命
を
！
と
い
う
、
現
代
社
会
に
お
け
る
安
楽
死

の
問
題
状
況
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
心
的
態
度
に
お
い
て
は
、
人
間
は
彼
に
相
応
し
い
死
を
、
人
間
ら
し
く
死
に
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ゆ
く
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
ひ
と
は
も
は
や
ど
の
よ
う
な
理
解
も
示
さ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
カ
ウ
フ

マ
ン
は
言
葉
通
り
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
死
の
虚
無
主
義
的
な
価
値
切
り
下
げ
と
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
生
の
偶
像
的
な
崇
拝
か
ら
、
医

師
は
、
患
者
に
と
っ
て
最
善
の
こ
と
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
得
る
こ
と
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
、
人
間
の
人
格
的
な
自
由
に
対
す
る
か
の
無
理
解
が
生
ず
る
。」

（
63
）

し
か
し
、
単
に
生
き
て
い
る
だ
け
の
生
命
が
実
際
に
、
神
聖
性
が
帰
せ
ら
れ
る
絶
対
的
な
価
値
で
は
な
く
、「
死
に
ゆ
く
こ
と
は
人
格
的
展

開
の
、
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
生
の
部
分
と
し
て
」

（
64
）

理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ゆ
え
「
あ
ら
ゆ
る
段
階
と
決
断
を
と
も
に
規
定
し
て
い
る

生
命
の
次
元
と
し
て
把
握
」
さ
れ
る
な
ら
ば
、
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
今
日
の
困
難
な
問
題
状
況
は
そ
の
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
緩
和
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
死
も
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
て
い
る
有
限
性
と
い
う
意
味
に
お
い
て
生
命
を
単
な
る
対
象

的
な
も
の
、
物
的
な
も
の
か
ら
限
界
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
生
と
死
と
は
互
い
に
補
完
し
て
ひ
と
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
。
生
と

死
は
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
全
体
の
、
そ
れ
も
人
間
の
実
存
の
分
か
ち
難
い
部
分
で
あ
る
。」

（
65
）

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
の
み
、
死

か
ら
絶
対
的
な
無
意
味
性
を
奪
い
、
死
に
ゆ
く
こ
と
に
、
次
の
よ
う
な
も
う
ひ
と
つ
の
意
義
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
死

に
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
な
限
り
人
為
的
に
引
き
延
ば
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
も
は
や
な
く
、
あ
る
生
命

の
一
断
面
と
し
て
承
認
し
、
生
命
は
当
然
に
終
結
す
る
こ
と
の
構
成
部
分
と
し
て
死
に
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。」

（
66
）

ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
二
〇
〇
一
年
三
月
一
日
に
そ
の
姉
妹
の
一
人
で
あ
る
ヨ
ゼ
フ
ァ
に
宛

て
て
言
い
表
し
た
次
の
一
文
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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「
生
命
は
死
と
苦
悩
に
打
ち
克
っ
た
。

そ
し
て
私
は
こ
の
勝
利
を
分
有
す
る
で
あ
ろ
う
。」

（D
as

L
eben

hatden
T

od
und

das
L

eid
gesiegt,

U
nd

ich
w

erde
an

diesem
Sieg

teilnehm
en .

）

（
１
）

本
稿
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
一
一
日
に
逝
去
し
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
栄
誉
を
讃
え
る
た
め
に
ド
イ
ツ
研
究
共
同
体
（D

ie
D

eutche

F
orschungsgem

einschaft
）
の
主
催
の
も
と
に
二
〇
〇
三
年
五
月
一
〇
／
一
一
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
、K

olloquim

für.
“V

erantw
ortetes

R
echt”

D
ie

R
echtsphilosophie

A
rthur

K
aufm

anns

（1923
-

2001

）
に
招
か
れ
て
筆
者
が
行
っ
た

D
as

R
echt

der

P
erson

aufihren
T

od.Suizid
und

E
uthanasie

in
K

aufm
anns

personaler’R
echtsphilosophie

と
題
す
る
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
演
原
稿
を
そ
の

ま
ま
日
本
語
に
移
し
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
原
稿
は
、
本
コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
で
講
演
を
行
っ
た
他
の
参
加
者
の
そ
れ
と
と
も
に

『
法
お
よ
び
社
会
哲
学
論
叢
』
別
冊
近
刊
号
（A

rchiv
für

R
echt-und

Sozialphilosophie=
A

R
SP

Sonderheft

）
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
２
）

A
rthur

K
aufm

ann ,
E

uthanasie
-

Selbstto :tung
-

T
ötung

auf
V

erlangen,
in:

F
estschrift

für
Schigem

itu
D

ando
zum

70.
G

eburtstag,

1983;auch
in:ders .,M

edR
1983;auch

in;ders .,Strafrechtzw
ischen

G
estern

und
M

orgen.A
usgew

ährte
A

ufsätze
und

V
orträge,1983,

S.137
ff.[

上
田
健
二
訳
「
安
楽
死
・
自
殺
・
嘱
託
殺
人
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
著
宮
澤
浩
一
監
訳
『
法
哲
学
と
刑
法
学
の
根
本
問
題
』（
成

文
堂
、
一
九
八
六
年
）
一
三
一
頁
以
下
所
収]

な
お
、
本
文
中
の
引
用
頁
は
つ
ね
に
最
後
尾
の
原
典
に
よ
っ
て
い
る
。

（
３
）

K
aufm

ann,
R

elativierung
des

rechtlichen
L

ebensschutzes?,
in:

F
estschrift

für
C

laus
R

oxin
zum

70.
G

eburtstag.
2001,

S.
842

ff.

〔
上
田
健
二
訳
「
生
命
の
法
的
保
護
の
相
対
化
？
」
本
誌
本
号
二
〇
四
頁
以
下
〕

（
４
）

K
aufm

ann, R
echtsphilosophie

2.,u :berarbeitete
und

stark
erw

eiterte
A

uflage,1997.

﹇
上
田
健
二
訳
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
同
志
社
法
学

二
六
六
号
、
二
六
七
号
、
二
六
八
号
、
二
六
九
号
、
二
七
〇
号
、
二
七
一
号
、
二
七
二
号
、
二
七
三
号
、
二
七
四
号
、
二
七
五
号
、
二
七
七
号
、
二



そ
の
死
を
求
め
る
人
格
の
権
利

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
五
（
一
四
二
七
）

七
八
号
、
二
七
九
号
所
収
。
な
お
、
本
書
訳
文
は
日
本
語
版
と
し
て
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
よ
り
近
日
刊
行
予
定
。﹈

（
５
）

K
enji

U
eda, D

ie
Sterbehilfe

in
Japan

als
B

eispielder
Japanisierung

w
estlicher

R
echtskurtur,in:Scholler.H

./T
ellenbach,(H

rsg.).,

D
ie

B
edeutung

der
L

ehre
vom

R
echtskreis

und
der

R
echtskurtur,2001,S.104

ff.

上
田
健
二
「
自
殺

―
違
法
か
、
適
法
か
、
そ
れ
と
も

何
か
」『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
第
二
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
後
に
上
田
健
二
『
生
命
の
刑
法
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
二
年
）
三
三
一
頁
以
下
所
収
。

（
６
）

第
二
〇
二
条
（
自
殺
関
与
及
び
同
意
殺
人
）

人
を
教
唆
し
若
し
く
は
幇
助
し
て
自
殺
さ
せ
、
又
は
人
を
そ
の
嘱
託
を
受
け
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
て
殺
し
た
者
は
、
六
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役

又
は
禁
錮
に
処
す
る
。

（
７
）

ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
一
条
第
一
項
（
要
求
に
基
づ
く
殺
人
）

あ
る
者
が
被
殺
者
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
要
求
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
六
年
以
上
七
年
以
下
の
自
由
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
。

（
８
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
概
観
的
に
、vgl.Scho :nke/Schro :der/E

ser .StG
B

24.A
ufl.§

216
R

n.2.

（
９
）

こ
の
限
界
づ
け
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
、vgl.C

laus
R

oxin, D
ie

A
bgrenzung

von
strafloser

Suizidteilnahm
e,strafbarem

T
o :tungsdeliktund

gerechtsfertiger
E

uthanasie,in:140
Jahre

G
oldtdam

m
ers

A
rchiv

fu :r
Strafrecht,1993,S.177

ff.

（
10
）

K
aufm

ann, E
uthanasie

(F
n.2).,S.144;ders .,R

elativierung
(F

n.3).,S.851.

（
11
）

K
aufm

ann, E
uthanasie

(F
n.2).,S.143;ders .,R

elativierung
(F

n.3).,S.150.

（
12
）

K
aufm

ann,
E

uthanasie
(F

n.
2).,

S.
145.

二
〇
〇
一
年
の
論
文
で
は
こ
の
提
案
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
代
え
て
彼
は
そ
こ
で
は
次
の
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
な
行
為
が
許
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
責
任
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
刑

罰
が
脱
落
す
る
と
の
み
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
そ
し
て
彼
は
、
裁
判
所
は
一
定
の
条
件
の
も
と
で
刑
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

、
、
、

と
定
め
て
い
る

一
九
八
六
年
の
臨
死
介
助
法
対
案
を
「
い
ま
だ
少
し
ば
か
り
控
え
目
で
さ
え
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。V

gl.
K

aufm
ann,

R
elativierung

(F
n.

3).,

S.853.

（
13
）

K
aufm

ann, E
uthanasie

(F
n.2).,145

f.



そ
の
死
を
求
め
る
人
格
の
権
利

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
六
（
一
四
二
八
）

（
14
）

K
aufm

ann, E
uthanasie

(F
n.2).,145.

（
15
）

G
u :nter

Jakobs,
Zum

U
nrecht

der
Selbsttötung

und
T

ötung
auf

V
erlangen

-
Zugleich

zum
V

erhältnis
von

R
echtlichkeit

und

Sittlichkeit,in:Strafgerichtigkeit-F
estschriftfür

A
rthur

K
aufm

ann
zum

70.G
eburtstag

1993,S.465.

（
16
）

Jakobs, T
ötung

aufV
erlangen,E

uthanasie
und

Strafrechtssystem
,1998,S.13.

（
17
）

Jakobs, T
ötung

aufV
erlangen

(F
n.16).,S.15.

（
18
）

Jakobs, T
ötung

aufV
erlangen

(F
n.16).,S.29

ff.

（
19
）

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
文
献
で
は
、
私
の
見
渡
し
得
る
限
り
で
、
次
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
最
も
包
括
的
で
あ
る
。T

hom
as

M
üller ,D

ie
L

ehre
vom

rechtsfreien
R

aum
im

L
icht

des
Suizid

-
E

ine
strafrechtsdogm

atische
rechts-

und
m

oralphilosohische
Studie

am
G

renzen
des

R
echts,

1998.

著
者
は
し
か
し
、
結
論
的
に
は
、
後
に
な
お
言
及
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
自
殺
を
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た

権
利
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
理
由
に
、
自
殺
が
法
的
に
自
由
な
領
域
に
属
す
る
こ
と
を
否
認
す
る
。

（
20
）

K
aufm

ann, R
echtsphilosophie

(F
n.3).,S.232.

（
21
）

K
aufm

ann, R
echtsfreier

R
aum

und
eigenverantw

ortliche
E

ntscheidung.D
argestellt

am
P

roblem
des

Schw
angerschaftsabbruchs,

in:F
estschrift

für
R

einhald
M

aurach
zum

70.G
eburtstag.1972;auch

in:ders .,Strafrecht
zw

ischen
G

estern
und

M
orgen

(F
n.2).,S.

147
ff.

[

山
中
敬
一
訳
「
法
的
に
自
由
な
領
域
と
自
己
答
責
的
決
断

―
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
即
し
て

―
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田

健
二
監
訳
）『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
　
第
二
版
』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
七
六
頁
以
下
所
収]

（
22
）

K
aufm

ann, R
echtsfreier

R
aum

(F
n.21).,S.150.

こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
包
括
的
に
、vgl.auch

ders .,R
echtsphilosophie

(F
n.3).,S.226

ff.[

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
訳
）『
法
哲
学
　
第
二
版
』
同
志
社
法
学
二
八
〇
号
二
三
〇
頁
以
下]

（
23
）

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
、vgl.

K
aufm

ann,
Strafloser

Schw
angerschaftsabbruch:

rechtsw
idrig,

rechtsm
ä

ig

oder
w

as?,in:JZ
1992,S.981

ff.[

上
田
健
二
訳
「
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶

―
違
法
か
、
適
法
か
、
そ
れ
と
も
何
か

―
」
上
田
健
二
監
訳
『
転
換

期
の
刑
法
哲
学
』（
注
22
）
一
〇
二
頁
以
下
所
収
。]

日
本
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て
は
、vgl.

K
oich

M
iyazaw

a ,
A

rthur
K

aufm
ann

und

japanische
R

echtsw
issenschaft,in:

Scholler/P
hillips

(H
rsg.),Jenseits

des
F

unktionalism
us

-
A

rthur
K

aufm
ann

zum
65.G

eburtstag,

β



そ
の
死
を
求
め
る
人
格
の
権
利

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
七
（
一
四
二
九
）

S.70.
（
24
）

K
aufm

ann, Strafrechtspraxis
und

sittliche
N

orm
en,in:JuS

1978;auch
in:ders .,Strafrecht(F

n.2).,S.117.
（
25
）

K
aufm

ann, Strafrechtspraxis
(F

n.24).,S.175.

（
26
）

K
aufm

ann, R
echt

und
Sittlichkeit,1964,S.15;ders .,Subsidaritätsprinzip

und
Strafrecht,G

rundfragen
der

gesam
ten

Strafrechts-

w
issenschaft,

in:
F

estschrift
für

H
einrich

H
enkel

zum
70.

G
eburtstag.

1974:
auch

in:
ders .,

Strafrecht
(F

n.
2).,

S.
88.

[

上
田
健
二
訳

「
補
充
性
の
原
理
と
刑
法
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
監
訳
）『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
　
第
二
版
』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
頁

以
下
所
収
、
八
頁];ders .,Strafrechtspraxis

(F
n.24).,S.175.

（
27
）

K
aufm

ann, R
echtsfreier

R
aum

(F
n.20).,S.158.

（
28
）

K
aufm

ann, R
echtsphilosophie

(F
n.4).,S.232.

（
29
）

W
ilhelm

G
allas, B

eiträge
der

V
erbrechen,1968,S.180.

（
30
）

こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、M

u :ller ,D
ie

L
ehre

vom
rechtsfreien

R
aum

(F
n.18).,

を
見
よ
。

（
31
）

K
arl

Jaspers ,
P

hilosophie
II

E
xistenzerhellung,

4.
A

ufl.
1973,

S.
203.

[

ヤ
ス
パ
ー
ス
（
小
倉
志
祥
、
林
田
信
二
、
渡
辺
次
郎
訳
）『
哲
学
』

世
界
の
名
著
75
、
中
央
公
論
社
、
二
七
六
頁]

（
32
）

Jaspers, P
hilosophie

(F
n.31).,S.203

ff.[

ヤ
ス
パ
ー
ス
・
前
掲
（
31
）
訳
書
、
二
七
六
頁
以
下]

（
33
）

Jaspers, P
hilosophie

(F
n.31).,S.301.[

ヤ
ス
パ
ー
ス
・
前
掲
（
31
）
訳
書
、
三
七
五
ペ
ー
ジ
（
傍
点
は
引
用
者
）]

（
34
）

M
artin

H
eidegger, Sein

und
Zeit,1.H

älfte
12.A

ufl.1972,S.42.[

原
祐
・
渡
辺
次
郎
訳
『
存
在
と
時
間
』
世
界
の
名
著
62
、
中
央
公
論
社
、

一
二
〇
頁]
:

「
存
在
、
、

と
は
、
こ
の
存
在
者
に
は
そ
れ
自
身
そ
の
つ
ど
そ
れ
へ
と
か
か
わ
り
ゆ
く
こ
と
が
問
題
で
あ
る
当
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…

こ
の
存
在
者
の
何
で
あ
る
か
（essentia

）
は
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
得
る
か
ぎ
り
、
こ
の
存
在
者
の
実
存
（existentia

）
か
ら
概
念

的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
現
存
在

、
、
、

の、
本
質
、
、

は、
、
そ
の
、
、

『
実
存
、
、

』
の
う
ち
に
ひ
そ
ん
で
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。」

（
35
）

現
にM

u :ller, D
ie

L
ehre

vom
rechtsfreien

R
aum

(F
n.19).,

が
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

（
36
）

R
onald

D
w

orkin, D
ie

G
renzen

des
L

ebens;
A

btreibung,E
uthanasie

und
personalen

F
reiheit,1.A

ufl.1994,S.274
f.[

原
題:L

ife's



そ
の
死
を
求
め
る
人
格
の
権
利

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
八
（
一
四
三
〇
）

D
om

inion:A
n

A
rgum

entabautA
borstion,E

uthanasia
and

IndividualF
reedam

,1993]
（
37
）

K
aufm

ann,
D

ie
eigenm

ächtige
H

eilbehandlung,
ZtSW

,
B

d.
73,

1961;
auch

ders .,
in:

Schuld
und

Strafe
-

Studien
zur

Strafrechts-

dogm
atik,2.durchgesehene

A
ufl.1983,S.131.

（
38
）

G
erg

R
oellecke, R

echtaufT
od?,in:A

lbin
E

ser
(H

rsg.).,Suizid
und

E
uthanasie

als
hum

an-und
sozialw

issenschaftes
P

roblem
.1976,

S.
340.

彼
に
よ
れ
ば
、
自
殺
は
ひ
と
つ
の
利
己
主
義
的
な
処
分
で
あ
る
か
ら
、
法
の
構
成
原
理
に
反
す
る
。
こ
の
論
証
系
列
の
う
え
に
は
、O

liver

B
rändel,

Ü
ber

das
R

echt,
den

Zeitpunkt
des

eigenen
T

odes
selbst

zu
bestim

m
en,

in:
ZR

P
1998,

S.
90

f.
E

berhald
Schm

idhäuser ,

Selbstm
ord

und
B

eteiligung
an

Selbstm
ord

in
strafrechtlicher

Sicht,in:F
estschriftfür

H
ans

W
elzelzum

70.G
eburtstag,1974,S.817

も
立
っ
て
い
る
。

（
39
）

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、vgl.U

eda, D
ie

Sterbehilfe
in

Japan
(F

n.5).,S.104
ff.

（
40
）

K
aufm

ann, R
elativierung

(F
n.3).,S.851.V

gl.auch
ders .,E

uthanasie
(F

n.2).,S.144.

（
41
）

V
gl.M

üller, D
ie

L
ehre

vom
rechtsfreien

R
aum

(F
n.19).,S.144.

（
42
）

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
、「
刑
法
に
お
け
る
被
害
の
再
発
見
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、vgl.

U
rfrid

N
eum

ann,
D

ie

Stellung
des

O
pfers

im
Strafrecht,in:H

assem
er

(H
rsg.).,Strafrechtspolitik.B

edingungen
der

Strafrechtssytem
,1987,S.225

ff.

（
43
）

M
üller ,D

ie
L

ehre
vom

rechtsfreien
R

aum
(F

n.19).,S.97.

（
44
）

M
üller ,D

ie
L

ehre
vom

rechtsfreien
R

aum
(F

n.174.

（
45
）

A
lbin

E
ser,

A
uf

der
Suche

nach
dem

m
ittler

W
eg:

Zw
ischen

F
undam

entalism
us

und
B

eliebigkeit,
F

estschrift
fu :r

R
ita

Su :sm
uth,

2002,S.233.

〔
本
論
文
の
上
田
健
二
に
よ
る
訳
文
は
本
誌
次
号
に
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。〕

（
46
）

K
aufm

ann, R
echtsphilosophie

(F
n.4).,S.233.[

前
掲
（
４
）
訳
・
同
志
社
法
学
二
八
〇
号
二
三
八
頁]

（
47
）

K
aufm

ann, R
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