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現
代
刑
法
理
論
と
民
法
（
一
）

ー
二
ー
ゼ
の
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
批
到
を
め
ぐ
つ
て
［

中宮

澤谷

浩理

子一

　
ま
え
が
き
　
本
稿
は
マ
イ
ン
ツ
大
學
の
若
手
教
授
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
二
ー

ゼ
（
≦
臼
β
臼
2
一
雷
①
）
が
、
一
九
五
三
年
に
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
（
2
甘
b
O
雫

盆
『
）
　
に
よ
つ
て
改
訂
層
補
さ
れ
た
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
の
民
法
教
科
書

の
中
、
主
と
し
て
不
法
行
爲
の
箇
所
に
つ
い
て
批
剣
を
加
え
た
同
表
題
の

論
丈
（
こ
9
①
目
a
㊦
旨
①
ω
霞
鷺
8
0
耳
a
禮
日
鱒
菖
屏
g
ー
α
盆
ロ

N
一
く
一
ぼ
8
耳
。
．
．
）
1
一
九
五
六
年
法
曹
新
聞
『
‘
旨
零
O
目
①
詫
q
β
の
紙

（
』
N
に
臼
㎎
逆
5
ω
■
ま
q
鷺
。
）
上
に
登
表
さ
れ
た
も
の
ー
を
抄
課
的

に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
二
ー
ゼ
教
授
に
つ
い
て
は
わ
が
國
で
は
目
的
的
行
爲
論
を
と
る
刑

法
學
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
と
に
｝
｝
男
『
毘
一
鼠
甘
＜
8
鶏
欝
β
β
含

円螢『巨餌

孤
の
一
暁
屏
①
詳
｝
、
（
一
九
五
一
年
）
と
い
う
論
文
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

の
諸
著
作
と
並
ぶ
目
的
的
行
爲
論
に
關
す
る
基
礎
的
丈
献
で
あ
り
（
な
お
、

そ
の
紹
介
と
し
て
中
義
勝
助
教
授
の
刑
法
雑
誌
三
巻
四
〇
三
頁
以
下
が
あ

る
）
、
と
く
に
、
こ
れ
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
初
期
（
教
科
書
第
二
版
ま

現
代
刑
法
理
論
と
民
法

で
）
の
理
論
に
見
ら
れ
る
過
失
犯
に
お
け
る
理
論
的
破
綻
を
修
正
し
よ
う

と
試
み
、
し
か
も
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
爾
後
の
理
論
的
展
開
の
足
場
と
も
な

っ
て
い
る
鮎
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
二
i
ゼ
致
授
は
し
か
し
軍
に
刑
法

學
の
領
域
に
お
い
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
訴
訟
法
の
領

域
に
お
い
て
も
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
訴
訟
歌
態
論
を
登
展
さ
せ
た
と

目
さ
れ
る
こ
U
O
℃
℃
Φ
属
9
β
貯
菖
O
β
Φ
昌
O
蜀
弓
O
国
Φ
器
冨
昌
臼
弱
ー
瞬
O
P
国
仔

関
。
辞
黄
N
旨
毘
磯
。
器
ぎ
曾
摩
。
塞
馨
g
琶
。
日
9
ま
。
●
、
、

及
び
こ
客
即
鴎
屏
O
”
β
巴
曳
ロ
O
包
¢
畠
O
℃
b
Φ
崔
9
P
屏
菖
O
β
O
一
ざ
男
㎏
O
凶
Φ
器
富
μ
阜

言
ロ
筑
㌔
（
拐
“
ミ
」
岩
・
器
初
し
O
O
卑
）
と
い
う
勢
作
を
學
界
に
問
う
て
い

る
。
こ
と
に
前
者
は
「
職
後
ド
イ
ッ
訴
訟
法
學
界
き
つ
て
の
力
作
」
（
刑
法

雑
誌
七
巻
二
・
三
・
四
合
併
號
丈
献
解
題
二
六
六
頁
）
と
激
賞
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
“
現
代
刑
法
理
論
”
と
い
う
の
は
、
本
丈
に
明
ら
か
な

よ
う
に
專
ら
目
的
的
行
爲
論
∪
け
ゆ
昌
毘
Φ
国
帥
β
臼
＝
β
瞬
呂
Φ
『
吋
①
に
關

連
す
る
の
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
さ
き
に
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
の

四
九

（
五
四
三
）



現
代
刑
法
理
論
と
民
法

民
法
教
科
書
を
改
訂
す
る
に
當
つ
て
、
大
謄
に
も
現
代
ド
イ
ッ
刑
法
學
界

の
最
大
關
心
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の
目
的
的
行
爲
論
を
、
民
事
法
の
領
域
へ

も
移
入
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
二
ー
ゼ
の
批
到
に

よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ら
ず
し
も
成
功
し
た
も
の
と
は
考
え
ら

れ
な
い
が
、
そ
う
か
と
云
つ
て
二
ー
ゼ
の
批
判
自
謹
も
亦
自
己
矛
盾
に
堕

し
て
い
る
感
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
わ
が
國
に
お
い
て

は
、
目
的
的
行
爲
論
が
も
つ
ぱ
ら
刑
法
學
み
領
域
に
お
い
て
の
み
論
じ
ら

れ
て
、
民
事
法
の
領
域
に
お
い
て
は
全
く
關
心
が
梯
わ
れ
て
い
な
い
朕
態

に
あ
る
の
と
比
べ
て
、
民
・
刑
爾
法
の
理
論
的
架
橋
を
試
み
た
ニ
ッ
パ
ー
ダ

イ
の
説
も
、
ま
た
こ
れ
に
封
し
て
目
的
的
行
爲
論
者
二
ー
ゼ
が
固
有
の
立

場
か
ら
な
し
た
批
剣
も
、
と
も
に
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
云
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
實
に
そ
の
鮎
に
こ
そ
、
私
共
が
こ
こ

に
資
料
と
し
て
こ
れ
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
意
義
も
存
す
る
も
の
と
考
え

る
。
こ
の
紹
介
に
當
り
、
本
論
丈
の
意
義
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る

目
的
的
行
爲
論
に
關
す
る
各
國
丈
献
等
に
ふ
れ
つ
つ
、
解
題
を
附
す
つ
も

り
で
あ
る
が
、
紙
数
の
關
係
で
解
題
は
本
稿
の
最
後
に
附
す
こ
と
と
し
た

こ
と
を
御
諒
承
い
た
だ
き
た
い
。

「
民
・
刑
・
二
つ
の
法
領
域
の
差
異
を
見
損
な
う
こ
と
な
く
、
し
か
も
刑
法
と

民
法
の
不
法
と
の
共
通
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
、
學
問
の
任
務
で
あ
る
。
以
下

の
論
究
は
、
始
め
て
、
法
學
の
こ
の
二
つ
の
分
野
の
共
通
の
研
究
成
果
に
基
づ

く
綜
合
的
な
激
述
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
「
損
害
賠

償
の
義
務
あ
る
行
爲
」
に
關
す
る
章
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
（
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ

ル
ス
n
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
民
法
教
科
書
第
一
巻
九
一
四
頁
）
。
「
違
法
に
し
て
、
損

五
〇

（
五
四
四
）

害
賠
償
の
責
め
を
負
う
」
行
爲
と
、
「
可
罰
的
な
」
行
爲
と
の
共
通
黙
、
特
に
不

法
と
犯
罪
行
爲
と
の
共
通
馳
の
存
在
は
明
白
で
あ
り
、
以
前
か
ら
民
法
學
者
は

業
務
上
の
責
任
と
不
法
行
爲
上
の
責
任
と
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
の
蓮
法
お
よ

び
責
任
の
中
に
、
刑
法
學
の
成
果
を
と
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ

に
こ
の
箇
所
で
刑
法
へ
の
架
橋
を
設
け
る
こ
と
は
當
然
の
話
で
あ
る
。

　
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
、
“
始
め
て
”
と
言
つ
て
い
る
の
は
、
刑
法
上
の
成
果
一
般

を
顧
慮
し
た
こ
と
を
意
昧
す
る
の
で
は
な
く
て
、
最
近
に
な
つ
て
唱
え
ら
れ
た

“
特
定
の
〃
理
論
σ
成
果
を
取
り
入
れ
た
酷
に
あ
る
。
印
ち
、
目
的
的
行
爲
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

念
、
杜
會
相
當
性
の
理
論
、
責
任
の
理
論
（
違
法
性
の
意
識
を
も
つ
て
、
故
意

の
要
素
と
は
考
え
ず
に
、
故
意
と
は
濁
立
の
責
任
要
素
だ
と
考
え
る
故
意
読
に

封
し
、
責
任
読
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
封
立
す
る
。
こ
れ
は
目
的
的
行
爲
論
と
は

必
然
的
に
結
合
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
目
的
的
行
爲
論
を

と
る
者
の
多
く
は
、
責
任
説
を
採
用
し
て
い
る
の
が
現
實
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に

つ
い
て
は
、
本
丈
の
中
で
二
ー
ゼ
が
詳
し
く
批
剣
、
論
及
し
て
い
る
ー
筆
者

註
）
、
お
よ
び
刑
法
に
お
い
て
久
し
い
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
「
個
別
的
」

過
失
の
概
念
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
ニ
ッ
パ
！
ダ
イ
が
、
目
的
的
行
爲
論
を
民
法
に
通
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、

目
的
的
行
爲
論
者
は
喝
采
を
贈
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
何
も
彼
等
が
そ
の

理
論
の
傳
播
を
喜
ん
で
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
行
爲
概
念
を
、
前
法
律
的
、
存
在

論
的
領
域
か
ら
導
き
出
す
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
と
つ
て
、
か
よ
う
な
「
法
秩
序
に

先
行
す
る
」
存
在
論
的
行
爲
概
念
が
、
す
べ
て
0
法
領
域
に
通
用
す
る
と
い
う

こ
と
が
、
論
理
的
に
し
て
豊
系
上
異
論
の
鹸
地
の
な
い
露
結
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
爲
概
念
は
、
因
果
的
行
爲
概
念
と
同
じ
く
、
輩
に
「
刑
法
的
な
」

行
爲
概
念
で
嫁
な
い
。
v
・
リ
ス
ト
が
行
爲
を
「
有
意
的
な
態
度
に
よ
る
（
物



理
學
的
）
外
界
の
攣
更
」
と
定
義
し
た
時
、
行
爲
は
人
間
存
在
の
前
法
律
的
現

象
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
よ
く
知
つ
て
い
た
。
ま
た
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
リ
ス

ト
の
行
爲
概
念
を
吐
會
的
な
も
の
に
韓
換
し
た
時
（
「
行
爲
は
有
意
的
な
態
度

に
よ
る
肚
會
的
外
界
の
憂
更
で
あ
る
」
）
、
彼
が
明
白
に
強
調
し
た
の
は
「
一
般

的
な
行
爲
概
念
か
ら
出
護
し
、
行
爲
の
法
的
意
義
を
で
き
る
だ
け
度
外
覗
す
べ

き
こ
と
。
何
と
な
れ
ば
、
犯
罪
は
＝
疋
の
性
質
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
鷹
じ
て
評

償
さ
れ
る
行
爲
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
行
爲
は
類
概
念
で
あ
り
、
種
概
念
の
種
差

（
邸
ち
、
構
成
要
件
該
當
性
、
違
法
性
、
責
任
と
い
う
法
律
學
上
の
評
債
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ル
ク
マ
ロ
ル

求
め
ら
れ
る
よ
り
前
に
、
先
ず
類
概
念
の
徴
表
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
　
エ
シ
ギ
ッ
シ
ュ
の
吐
會
的
行
爲
概
念
（
「
行

爲
」
と
は
，
「
任
意
に
爲
さ
れ
た
行
動
に
よ
る
結
果
の
惹
起
で
あ
つ
て
、
し
か
も

豫
め
意
圖
し
得
る
も
の
或
は
肚
會
的
に
重
要
な
結
果
の
有
意
的
な
惹
起
で
あ
つ

て
、
し
か
も
豫
想
し
得
る
も
の
」
）
も
、
全
く
前
法
律
學
的
な
領
域
に
止
つ
て

い
る
。
行
爲
が
（
物
理
學
的
に
で
は
な
し
に
）
肚
會
的
出
來
事
と
し
て
把
握
さ

れ
る
こ
と
は
、
ま
だ
行
爲
を
法
律
學
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
た
だ
共
同
肚
會
に
お
け
る
人
間
生
活
に
つ
い
て
の
行
爲
の
意
義
を
表
わ

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
行
爲
を
「
目
的
活
動
の
實
行
」
と
規
定
す
る
目
的
的

行
爲
概
念
こ
そ
が
、
前
法
律
學
的
・
存
在
論
的
行
爲
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
。
法
に
先
行
す
る
か
よ
う
な
概
念
は
、
す
べ
て
の
法
領
域
に
通
用
す
る
筈

の
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
異
な
つ
た
分
科
に
つ
き
、
そ
の
固
有
な
必
要
に
懸
じ
た
固
有
な

概
念
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
事
情
が
異
な
る
。
例
え
ば
エ
ー
ラ
i
（
』
界

一
誤
ど
ω
●
臼
崩
●
）
は
故
意
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
豫
め
刑
法
に
ふ
さ

D
し
い
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
な
し
に
、
純
埣
に
心
理
學
的
な
概
念
を
我
が
刑

現
代
刑
法
理
論
と
民
法

法
中
に
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
範
園
で
、
刑
法
の
た
め
の
精
紳
科
學
的
基

準
の
放
棄
を
意
昧
す
る
。
」
「
我
々
が
固
有
な
概
念
構
威
と
艦
系
と
を
持
ち
、
か

つ
、
自
然
科
學
か
ら
借
り
物
を
し
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
我
々

の
誇
り
で
あ
る
」
と
。

　
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
刑
法
的
行
爲
概
念
も
同
じ
よ
う
な
主
張
を
す
る
。
こ
の

行
爲
概
念
（
彼
は
こ
れ
を
杜
會
的
行
爲
概
念
の
中
に
算
え
入
れ
る
）
は
、
刑
法

騰
系
に
お
い
て
三
つ
の
「
基
本
的
機
能
」
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す

る
。
一
つ
は
論
理
的
根
本
要
素
と
し
て
の
機
能
、
一
つ
は
豊
系
的
結
合
要
素
と

し
て
の
機
能
、
他
の
一
つ
は
實
際
的
限
界
要
素
と
L
て
の
機
能
が
こ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
行
爲
概
念
の
存
在
論
的
意
義
」
は
法
理
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
前
述
の
三
つ
の
任
務
に
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
爲
概
念
は
次
の
如

き
も
の
で
あ
る
。
「
行
爲
は
、
刑
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
（
杜
會
的
利
盆
）

の
侵
害
の
惹
起
に
向
け
ら
れ
た
人
間
の
態
度
で
あ
り
」
、
こ
の
場
合
、
こ
の
「
向

け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
箪
に
「
客
観
的
ー
目
的
的
」
傾
向
、

印
ち
行
爲
が
そ
の
よ
う
な
侵
害
を
惹
起
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
行
爲
者
が
追
及
す
る
主
観
的
目
的
と
は
何
等
關
係
が

な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
、
刑
法
理
論
の
た
め
に
「
調
整
さ
れ
た
」
行
爲
概

念
は
、
始
め
か
ら
他
の
法
領
域
に
承
纏
さ
れ
る
こ
と
な
ど
問
題
に
し
て
い
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
態
度
が
法
律
學
上
の
概
念
構
成
に
お
い
て
許
さ
れ
る

か
、
法
の
有
す
る
肚
會
的
任
務
の
途
行
に
役
立
つ
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

法
の
任
務
は
共
同
肚
會
に
お
け
る
生
活
を
秩
序
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の

秩
序
づ
け
の
機
能
は
、
法
が
そ
の
素
材
に
適
合
す
る
こ
と
、
法
が
吐
會
的
現
象

に
お
い
て
遭
遇
す
る
現
象
を
”
實
膣
論
理
的
”
に
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
を
要

五
一

（
五
四
五
）
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求
す
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
全
法
素
材
は
、
實
豊
論
理
的
な
構

造
に
よ
つ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
實
豊
論
理
的
な
構
造
は
、
立
法
者
に
も
ま

た
學
問
に
も
先
行
し
て
お
り
、
こ
の
實
騰
論
理
的
な
構
造
に
、
立
法
者
も
學
問

も
ー
1
各
々
が
そ
の
各
々
の
方
法
で
ー
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
立
法
者
、
學
問

は
そ
れ
に
う
ま
く
適
合
す
る
か
、
或
は
適
合
し
損
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
て
も
、
そ
れ
を
恣
意
的
に
攣
更
し
、
い
わ
ん
や
“
創
造
す
る
”
こ
と
は
出
來

な
い
」
（
U
塁
目
o
器
】
認
置
ド
身
温
・
弘
。
認
h
』
）
人
間
の
行
爲
は
こ
の
基

本
的
な
現
象
に
薦
し
て
い
る
。
法
律
家
も
ま
た
、
そ
の
存
在
論
的
な
状
態
を
解

明
す
る
こ
と
で
足
れ
り
と
す
る
場
合
に
の
み
、
こ
の
行
爲
の
構
造
を
事
物
に
印

し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
法
律
學
の
農
系
は
そ
の
す
べ
て
の

分
科
に
お
い
て
こ
の
状
態
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
当
精
紳

科
學
的
基
準
の
放
棄
」
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
行
爲
概
念
の
獲
見
に

當
つ
て
、
（
刑
）
法
は
、
生
活
の
前
所
與
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ

れ
故
、
存
在
論
的
行
爲
概
念
と
刑
法
的
行
爲
概
念
と
の
分
離
は
、
論
議
の
ほ
か

で
あ
る
。
…
…
生
活
に
お
け
る
行
爲
概
念
は
、
同
時
に
刑
法
の
行
爲
概
念
で
あ

る
」
（
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
刑
法
総
論
、
麟
九
五
四
年
、
　
一
四
五
、
六
頁
）
。
こ
の
根

本
的
立
場
に
立
つ
て
の
み
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
企
圖
し
た
「
共
通
の
研
究
成
果

に
基
づ
く
綜
合
的
寂
述
」
が
意
義
深
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
爲
論
の
存
在
論
的
行
爲
概
念
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

民
法
に
も
通
用
す
る
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
概
念
が
刑
法

豊
系
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
同
じ
よ
う
な
重
要
な
働
き
を
民
法
に
お
い
て
も

は
た
す
と
は
言
え
な
い
。

　
か
く
て
、
ま
ず
ニ
ッ
パ
f
ダ
イ
が
目
的
的
行
爲
論
を
承
縫
し
た
際
に
犯
し
た

誤
解
を
正
し
（
A
）
、
そ
し
て
逐
次
論
を
進
め
て
ゆ
く
（
B
）
。

A

五
二

（
五
四
六
）

　
1
　
目
的
的
行
爲
論
に
よ
れ
ば
、
人
の
行
爲
は
目
的
活
動
の
實
行
で
あ
る
。

人
の
生
活
形
成
の
手
段
と
し
て
の
行
爲
は
、
目
的
を
意
識
的
に
自
か
ら
設
定
し
、

自
か
ら
の
手
で
設
定
し
た
目
的
を
追
及
す
む
鮎
、
、
印
ち
人
が
そ
の
思
考
の
中
に

そ
の
目
的
を
豫
め
設
定
し
、
自
分
の
因
果
に
關
す
る
知
識
に
基
づ
い
て
、
こ
の

目
的
達
成
の
爲
め
適
切
な
手
段
を
選
揮
し
、
選
揮
し
た
手
段
を
實
行
し
、
こ
の

よ
う
に
し
て
始
め
ら
れ
た
因
果
の
過
程
を
、
方
向
づ
け
ら
れ
た
目
的
、
印
ち
意

圖
さ
れ
た
結
果
に
導
く
こ
と
に
よ
り
、
内
心
に
お
い
て
一
定
の
決
意
を
堅
め
る

の
で
あ
り
、
然
る
後
に
彼
は
こ
の
決
意
を
外
界
に
お
い
て
實
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
目
的
性
は
意
思
形
成
の
内
的
過
程
お
よ
び
意
思
實
現
の
外
的
過
程
を
も
支

配
し
、
目
的
活
動
的
意
思
は
意
思
形
成
と
い
う
丙
面
お
よ
び
意
思
實
現
と
い
う

外
面
か
ら
な
る
行
爲
全
豊
の
支
配
的
要
素
で
あ
る
。

　
こ
の
見
解
の
最
も
重
要
な
麟
結
は
、
形
成
的
な
方
向
づ
け
の
要
素
と
し
て
の
、

目
的
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
意
思
が
、
行
爲
の
全
出
來
事
を
、
そ
の
内
的
お
よ

び
外
的
過
程
に
お
い
て
支
配
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
爲
は
、
そ
の
中
に
活
動

す
る
意
思
を
ぬ
き
に
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
黙
に
あ
る
。
從
つ
て
、
行

爲
の
意
昧
内
容
は
、
意
欲
さ
れ
た
も
の
、
行
爲
で
以
つ
て
意
圖
さ
れ
た
も
の
か

ら
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
行
爲
の
結
果
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

　
か
く
し
て
「
目
的
を
意
識
し
、
故
意
に
他
人
を
殺
し
た
者
の
み
が
殺
人
行
爲

を
行
う
」
の
で
あ
つ
て
、
例
え
ぽ
、
装
鎭
さ
れ
た
銃
を
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
掃

除
し
よ
う
と
し
で
、
誤
ま
つ
て
人
を
殺
し
た
場
合
に
は
、
輩
に
人
の
死
を
惹
起

し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
目
的
的
態
度
に
よ
れ
ば
こ
の
行
爲
は
手
入
れ

行
爲
で
あ
る
。



　
因
果
的
行
爲
概
念
が
行
爲
を
、
外
界
に
お
け
る
因
果
の
流
れ
と
し
て
意
昧
づ

け
て
い
る
の
は
、
行
爲
の
範
疇
的
全
膿
像
を
壌
す
も
の
で
あ
る
。
外
界
に
お
け

る
因
果
の
流
れ
と
い
う
も
の
は
、
意
思
の
具
農
的
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
、
何

等
か
の
形
で
人
に
よ
り
意
欲
さ
れ
た
身
膿
の
動
作
か
ら
獲
し
て
い
る
と
い
う
馳

に
よ
つ
て
の
み
他
か
ら
匿
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
、
行
爲
の
肚
會

的
意
昧
は
目
的
的
行
爲
論
に
よ
れ
ば
目
的
活
動
の
意
思
か
ら
規
定
さ
れ
、
因
果

的
行
爲
論
更
に
は
吐
會
的
行
爲
論
に
よ
れ
ば
結
果
か
ら
規
定
さ
れ
る
。

　
豆
　
目
的
行
爲
概
念
を
民
事
法
中
に
と
り
入
れ
る
場
合
、
こ
の
概
念
は
、
民

事
法
が
そ
の
法
律
効
果
を
附
興
す
る
基
本
的
生
活
關
係
を
扱
う
個
所
で
、
騰
系

中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ま
ず
〃
行
爲
”
と
い
う
存
在

論
的
現
象
の
概
念
的
把
握
が
必
要
で
あ
る
。
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
ー
ニ
ッ
パ
！

ダ
イ
の
教
科
書
で
は
「
法
律
が
法
的
効
果
の
基
礎
と
し
て
認
め
た
」
要
件
の
主

た
る
も
の
と
し
て
「
法
的
事
實
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
行
爲
の

問
題
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
「
人
の
行
爲
」
は
、
法
的
に
重
要
な
事
實
の

主
た
る
場
合
と
し
て
彊
調
さ
れ
て
い
る
。
行
爲
に
つ
い
て
は
次
の
三
融
に
つ
き

言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
a
「
人
の
行
爲
を
前
面
に
お
く
。
そ
れ
は
精
神
生
活
上
の
出
來
事
お
よ
び
外

的
事
實
（
例
え
ぱ
、
意
思
及
び
そ
の
表
示
）
か
ら
な
る
。
」
（
前
掲
書
五
七
二
頁
）

　
b
「
（
法
的
意
味
に
お
け
る
）
行
爲
は
、
原
則
と
し
て
人
の
意
思
表
示
（
實

行
）
と
定
義
さ
れ
る
。
」
（
同
五
七
二
頁
）

　
c
「
よ
り
正
確
に
は
、
行
爲
と
は
意
欲
せ
ら
れ
た
叉
は
豫
見
し
う
る
外
的
結

果
の
實
現
と
さ
れ
る
。
」
（
同
五
七
三
頁
）

　
a
は
目
的
的
行
爲
概
念
に
適
合
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
行
爲
の
内
的
側
面
と

現
代
刑
法
理
論
と
民
法

外
的
側
面
と
の
關
係
を
嚴
密
に
示
し
て
い
な
い
。
　
b
は
「
法
的
意
味
に
お
け

る
」
行
爲
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

定
義
は
、
行
爲
が
人
の
意
思
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
限
り
で
、
少
な
く
と
も

不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
命
題
を
、
「
行
爲
と
は
そ
の
行
爲
内
に
働
ら
く
意
思
の

表
わ
れ
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
行
爲
で
あ
る
」
と
解
す
る
場
合
に
限
つ
て
上
述

の
こ
と
は
正
し
い
。
こ
れ
に
封
し
て
c
は
決
し
て
目
的
的
行
爲
概
念
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。
行
爲
が
目
的
活
動
の
實
行
で
あ
り
、
從
つ
て
目
的
意
思
に
よ
つ

て
特
質
づ
け
ら
れ
る
な
ら
、
行
爲
は
い
ず
れ
に
せ
よ
■
”
意
欲
さ
れ
た
〃
結
果
の

實
現
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
得
て
も
、
「
豫
見
し
得
る
」
結
果
の
惹
起
と
は
定

義
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
豫
見
し
得
る
が
事
實
上
豫
見
さ
れ
な
か

つ
た
結
果
は
、
決
し
て
目
的
意
思
印
ち
行
爲
の
意
味
を
規
定
す
る
方
向
づ
け
の

要
素
の
内
容
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
豫
見
し
う
る
結
果
の
實
現
」
は
、

因
果
的
行
爲
論
の
意
昧
に
お
け
る
行
爲
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
意
欲
さ
れ
た
外
的
結
果
の
「
實
現
」
と
し
て
行
爲
を
定
義
す
る
こ
と

も
、
目
的
的
行
爲
論
に
適
合
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
再
び
結

果
惹
起
の
理
論
に
戻
る
も
の
で
あ
つ
て
、
行
爲
者
が
な
る
ほ
ど
意
欲
し
よ
う
と

は
し
た
が
、
結
果
が
護
生
し
な
か
つ
た
場
合
、
行
爲
は
存
在
し
な
か
つ
た
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
饗
生
は
行
爲
の
概
念
に
は
屍
さ
な
い
。
不
能
犯
は

こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
不
能
犯
に
お
い
て
は
、
法
釜
侵
害
は
危
瞼
の
獲
生
と
い

う
よ
り
低
次
の
型
で
も
亦
生
じ
る
の
で
あ
る
。
因
果
的
行
爲
論
が
危
陰
な
き
未

途
（
目
薦
Φ
感
日
目
魯
臼
＜
Φ
琶
q
9
）
を
も
行
爲
と
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
こ
と

を
自
己
の
立
場
か
ら
読
明
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
行
爲
は
意
欲
さ
れ
た
結
果

の
事
實
上
の
「
實
現
」
に
よ
り
始
め
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
へ

の
努
力
の
中
に
既
に
存
在
す
る
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
「
行
爲
と
は
目
的

五
三

（
五
四
七
）
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活
動
の
實
行
で
あ
る
」
と
す
る
定
義
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
マ
ウ
ラ

ッ
ハ
の
定
義
は
幾
分
具
豊
的
で
あ
る
。
師
ち
「
行
爲
は
、
方
向
づ
け
ん
と
す
る

意
思
に
支
配
さ
れ
、
一
定
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
人
の
態
度
で
あ
る
」
と
（
前

掲
書
一
二
五
頁
）
。

　
皿
　
第
コ
呈
ハ
節
の
脚
註
で
ニ
ヅ
パ
ー
ダ
イ
は
次
の
如
ぎ
馳
を
指
摘
し
て
い

る
。
　
「
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
が
軍
に
“
任
意
的
な
態
度
”
厚
因
果
的
事
象
”

で
あ
る
の
か
、
或
は
存
在
論
的
行
爲
概
念
に
專
ら
固
有
な
目
的
的
な
（
目
的
に

適
つ
た
）
内
容
が
、
す
で
に
狭
義
の
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
に
屡
す
る
の
で
あ

つ
て
、
責
任
に
お
い
て
は
じ
め
て
馬
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
融
に
刑

法
上
の
論
雫
が
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
は
後
者
に
立
ち
、
故
意
と
過
失
と
を
構

成
要
件
要
素
と
み
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
特
に
、
目
的
的
行
爲
論
が
現
行

法
と
調
和
せ
ず
、
過
失
行
爲
の
本
質
を
解
明
し
え
な
い
と
す
る
見
解
が
封
立
す

る
」
と
。

　
か
く
て
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
説
明
に
つ
き
、
本
文
の
個
所
と
封
比
し
て
反
論

が
加
え
ら
れ
る
。

　
a
　
目
的
的
行
爲
論
と
因
果
的
行
爲
論
と
の
論
孚
は
、
構
成
要
件
該
當
の
行

爲
で
は
な
く
、
行
爲
一
般
を
問
題
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
ニ
ッ
パ
！
ダ
イ
も
、
第

二
二
七
節
で
先
ず
、
1
、
何
が
行
爲
で
あ
る
か
を
研
究
し
、
2
、
そ
れ
か
ら
法

律
行
爲
に
開
心
を
向
け
て
い
る
。
法
律
行
爲
に
封
し
法
秩
序
が
法
律
効
果
を
結

び
つ
け
て
い
る
馳
、
換
言
す
れ
ば
、
法
律
要
件
を
通
じ
て
行
う
も
の
を
法
的
に

重
要
な
も
の
と
し
て
い
る
鮎
で
、
法
律
行
爲
を
特
質
づ
け
て
い
る
こ
と
は
適
切

で
あ
る
。

　
存
在
論
的
行
爲
概
念
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
ヵ
す
る
限
り
、
構
成
要
件
該
當

五
四

（
五
四
八
）

性
の
間
題
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
b
　
存
在
論
の
領
域
で
、
行
爲
が
人
の
目
的
的
な
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
こ

と
、
意
思
が
な
け
れ
ば
内
面
お
よ
び
外
面
を
支
配
す
る
方
向
づ
け
の
要
素
が
考

え
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

蹄
結
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
意
思
が
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
に
お
い
て
は
構
成

要
件
の
實
現
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
從
つ
て
故
意
印
ち
法
的
に
重
要
と
さ
れ
た

目
的
性
と
な
る
場
合
に
も
、
行
爲
の
構
成
部
分
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
瀦

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
故
意
は
構
成
要
件
の
實
現
に
向
け
ら
れ
た
目
的
性
、
從
つ

て
構
成
要
件
に
關
係
す
る
法
律
概
念
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
故
意
は
構
成
要
件

に
よ
つ
て
法
律
上
重
要
と
さ
れ
た
目
的
性
で
あ
つ
て
、
法
的
に
許
償
さ
れ
た
目

的
性
で
も
あ
る
。
刑
法
上
の
購
成
要
件
は
「
禁
止
の
素
材
」
と
記
述
さ
れ
る
故

に
、
そ
の
意
味
で
贋
値
が
あ
り
、
構
成
要
件
に
含
ま
れ
た
禁
止
の
素
材
の
實
現

に
向
け
ら
れ
た
故
意
は
、
法
的
非
難
に
値
す
る
目
的
性
で
あ
る
。
か
く
て
、
故

意
は
目
的
性
と
い
う
存
在
論
的
上
位
概
念
の
法
律
的
下
位
概
念
で
あ
る
。
故
意

の
法
的
特
殊
性
は
、
構
成
要
件
と
内
容
的
に
關
蓮
し
て
い
る
黙
に
あ
る
。

　
c
　
エ
ー
ラ
ー
は
故
意
に
つ
い
て
次
の
如
く
読
い
て
い
る
。
印
ち
「
心
理
學

と
刑
法
は
意
思
を
問
題
と
す
る
。
し
か
も
刑
法
で
は
法
的
に
重
要
な
意
思
の
み

が
問
題
と
な
る
」
と
。
そ
し
て
ボ
ー
ル
で
遊
ぶ
子
、
ス
キ
ー
を
樂
し
む
人
、
狂

人
を
例
に
と
り
、
こ
の
場
合
に
刑
法
上
の
許
償
に
服
す
る
意
思
、
鄙
ち
刑
法
第

五
一
條
の
範
園
内
で
法
的
に
重
要
と
さ
れ
る
意
思
の
み
を
考
察
の
封
象
に
限
定

し
、
こ
の
法
的
意
思
か
ら
刑
法
上
の
故
意
を
導
き
出
す
。
「
例
え
ぽ
子
供
叉
は

氣
狂
い
が
な
し
う
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
の
意
思
は
構
成
要
件
を
實
現
し
う

る
。
し
か
し
前
者
の
意
思
は
故
意
で
は
な
く
て
、
輩
な
る
心
理
的
現
象
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
刑
法
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
の
實
現
に
刑
罰
を
科
す
る



も
の
で
は
な
い
」
と
論
じ
る
。

　
こ
れ
に
封
し
て
「
エ
ー
ラ
ー
が
精
紳
科
學
の
方
法
論
一
般
を
用
い
て
論
じ
て

い
る
の
は
鯨
計
」
な
こ
と
で
、
「
構
成
要
件
は
行
爲
お
よ
び
行
爲
の
内
に
働
く

目
的
的
意
思
の
刑
法
上
の
重
要
性
を
根
族
づ
け
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
思
が
構

成
要
件
と
の
關
係
で
故
意
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
刑
法
が
子
供
や
氣
狂

い
の
、
目
的
的
な
構
成
要
件
の
實
現
を
塵
罰
し
な
い
理
由
は
、
構
成
要
件
の
實

現
に
向
け
ら
れ
た
意
思
が
故
意
で
な
い
と
す
る
黙
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
少
年

裁
判
所
法
】
條
三
項
、
刑
法
五
一
條
に
よ
つ
て
彼
等
に
責
任
能
ヵ
が
な
い
鮎
に

あ
る
」
と
反
論
し
て
い
る
。
　
「
石
を
投
げ
て
隣
家
の
窓
を
こ
わ
す
競
雫
を
し
て

い
る
十
三
歳
の
子
供
遽
は
、
器
物
損
壊
の
故
意
を
持
つ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
等
に
故
意
が
な
い
の
で
は
な
く
、
軍
に
刑
法
上
の
責
任
が
敏
け
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
民
事
法
の
規
定
と
比
べ
て
み
る
と
）
彼
等
は
刑
法
三
〇

三
條
「
故
意
を
も
つ
て
他
人
の
物
を
損
壌
し
た
」
の
で
あ
り
、
民
法
八
三
二
條

一
項
「
故
意
に
他
人
の
所
有
権
を
侵
害
し
た
」
の
で
あ
る
。
十
三
議
の
も
の

は
、
少
年
裁
判
所
法
一
條
三
項
に
よ
る
と
、
刑
法
上
責
任
は
な
く
、
民
法
八
二

八
條
二
項
に
よ
る
と
、
民
法
上
は
彼
等
が
侵
害
行
爲
の
實
行
に
際
し
、
「
責
任

の
認
識
に
必
要
な
到
断
力
を
も
つ
て
い
る
場
合
に
は
責
任
が
あ
る
」
。
だ
か
ら
、

刑
法
三
〇
三
條
、
民
法
八
二
三
條
一
項
に
規
定
さ
れ
た
故
意
の
内
容
は
彼
此
同

一
で
あ
る
が
、
故
意
行
爲
に
封
す
る
責
任
は
異
な
つ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
d
　
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
臨
定
の
中
、
目
的
的
行
爲
論
が
故
意
を
構
成
要
件
該

當
の
行
爲
の
中
に
算
入
す
る
と
い
う
黙
は
正
し
い
が
、
過
失
も
行
爲
の
構
成
要

素
で
あ
つ
て
責
任
の
要
素
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
は
不
當
で
あ
る
。
し
か
し

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
誤
解
は
、
目
的
的
行
爲
論
の
本
家
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が

現
代
刑
法
理
論
と
民
法

教
科
書
の
第
二
版
ま
で
は
こ
の
見
解
を
と
つ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
は
す
で

に
一
九
五
一
年
に
改
読
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
日
で
も
こ
の
馳
が
非
難
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
實
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　
故
意
が
行
爲
に
馬
す
る
な
ら
ば
、
非
故
意
的
態
度
は
行
爲
た
り
得
な
い
と
い

う
反
論
は
、
な
る
ほ
ど
総
て
の
人
の
行
爲
は
目
的
的
で
あ
る
が
、
目
的
的
行
爲

の
総
て
が
故
意
的
で
あ
る
と
い
到
わ
け
で
は
な
い
と
い
ラ
こ
と
を
看
過
し
て
い

る
し
、
目
的
性
が
存
在
論
的
構
成
要
素
と
し
て
各
行
爲
に
固
有
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
し
か
し
故
意
叉
は
非
故
意
に
關
す
る
問
題
は
法
的
評
贋
の
第
一

段
階
と
し
て
の
構
成
要
件
の
面
で
の
み
設
定
さ
れ
う
る
と
い
う
黙
も
看
過
し
て

い
る
。

　
殺
人
犯
人
は
目
的
的
に
行
爲
L
、
且
つ
、
こ
の
目
的
性
は
刑
法
二
一
一
條
の

實
現
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
同
時
に
故
意
的
で
も
あ
る
。
從
つ
て
彼
は
殺
人

行
爲
を
行
う
の
で
あ
る
。
狩
の
後
銃
の
手
入
れ
を
し
、
誤
つ
て
襲
射
し
て
人
を

殺
し
た
者
は
二
一
一
條
の
構
成
要
件
に
該
當
し
な
い
手
入
れ
行
爲
を
目
的
的
に

行
爲
し
て
い
る
が
、
刑
法
二
二
二
條
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
故
意
を
も
つ
て

行
爲
し
た
の
で
は
な
い
。
手
入
れ
行
爲
に
際
し
、
因
果
性
が
手
入
れ
行
爲
と
い

う
目
的
的
方
向
づ
け
か
ら
「
離
れ
る
」
こ
と
に
よ
つ
て
死
を
惹
起
し
た
の
で
あ

る
。

　
刑
法
上
主
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
行
爲
の
中
に
働
く
悪
意
、
信
念
に
基

づ
く
吐
會
倫
理
的
根
本
償
値
か
ら
の
離
反
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
本
型
は
故
意

で
あ
る
。
刑
罰
法
規
の
多
く
は
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
目
的
性
を
俘
つ
た
行
爲

を
、
非
難
さ
る
べ
き
目
的
性
を
俘
う
が
故
に
構
成
要
件
中
に
規
定
す
る
の
で
あ

つ
て
、
過
失
犯
は
、
例
外
的
に
、
目
的
性
に
お
い
て
は
非
難
さ
れ
な
い
が
、
そ

の
行
爲
に
よ
つ
て
結
果
が
惹
起
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
構
成
要
件
の
中
に
規

五
五

（
五
四
九
）



現
代
刑
法
理
論
と
民
法

定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
故
意
犯
の
場
合
に
は
、
故
意
は
客
観

的
構
成
要
件
と
並
ぶ
主
観
的
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
過
失
犯
の

構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
客
観
的
結
果
の
惹
起
と
並
ん
で
主
観
的
観
黙
に
お
い

て
故
意
の
敏
如
の
み
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
構
成
要
件
該
當
性
の
面

で
封
立
す
る
の
は
、
故
意
と
過
失
で
は
な
く
、
故
意
と
非
故
意
（
a
封
非
a
）

な
の
で
あ
る
。

　
W
　
以
上
の
論
述
に
基
づ
い
て
、
次
に
蓮
法
性
お
よ
び
責
任
と
冒
的
的
行
爲

概
念
と
の
結
び
つ
き
が
究
明
さ
れ
る
。

　
－
　
a
　
違
法
性
の
本
質
的
構
成
要
素
は
、
是
認
せ
ら
れ
ぬ
結
果
を
惹
起
す

る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
結
果
不
償
値
）
で
は
な
く
、
故
意
犯
で
は
、
結
果
に
向
け

ら
れ
た
行
爲
（
い
わ
ゆ
る
行
爲
不
債
値
）
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
も
の
は

不
能
犯
お
よ
び
輩
純
撃
動
犯
1
こ
れ
の
不
法
は
本
來
、
行
爲
不
贋
値
の
み
に

基
づ
く
ー
で
あ
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
も
、
蓮
法
性
は
結
果
の
惹
起
そ
れ
自

髄
に
よ
つ
て
根
族
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
行
爲
者
が
、
命
ぜ
ら
れ
た
注

意
を
彿
つ
た
な
ら
避
け
得
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
結
果
惹
起
の
み
が
違
法
な
の
で

あ
る
。
法
秩
序
は
法
釜
侵
害
の
意
識
的
な
招
來
を
否
認
し
、
禁
止
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
許
さ
れ
た
行
爲
を
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
目
的
志
向
に
お
い
て
吐
會

生
活
上
法
釜
侵
害
を
避
け
る
べ
く
命
ぜ
ら
れ
た
程
度
を
保
つ
と
い
う
こ
と
（
ウ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
）
、
換
言
す
れ
ば
、
取
引
上
必
要
な
注
意
を
携
う
べ
き
事
を
肚
會
構

成
員
に
命
ず
る
。

　
b
　
こ
の
黙
に
「
肚
會
相
當
性
」
と
い
う
概
念
の
働
く
鹸
地
が
あ
る
。
こ
の

原
理
は
、
特
殊
な
違
法
阻
却
事
由
（
正
當
防
衛
等
）
を
要
さ
ず
に
、
法
釜
の
不

可
避
酌
侵
害
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
。
こ
れ
は
、
法
秩
序
が
生
活
上
必
要
や
む

五
六

（
五
五
〇
）

を
得
ざ
る
典
型
的
に
危
瞼
な
仕
事
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
技
術
の
増
大
に
俘
つ

て
法
益
が
侵
害
さ
れ
危
殆
化
さ
れ
る
と
い
う
事
實
を
、
全
般
的
に
忍
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
た
と
え
相
當
な
注
意
を

梯
つ
て
も
避
け
得
な
い
と
い
う
場
合
に
は
こ
れ
を
非
難
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
九
一
六
頁
で
次
の
如
く
言
う
。
「
他
人
の
利
釜

を
侵
害
す
る
こ
と
が
す
べ
て
蓮
法
な
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
肚
會
生
活
は
こ

の
よ
う
な
角
逐
か
ら
成
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
違
法
た
る
た
め
に
常
に
必
要

な
の
は
、
法
的
禁
止
、
命
令
（
故
意
に
よ
ら
な
い
侵
害
の
場
合
に
は
、
注
意
を

要
す
る
命
令
）
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
エ
ソ
ギ
ッ
シ
ュ
は
「
肚

會
的
に
相
當
な
る
行
爲
の
適
法
性
は
、
完
全
な
る
無
害
性
に
基
づ
く
の
で
あ
つ

て
、
こ
れ
を
正
當
づ
け
る
た
め
に
、
特
に
利
釜
の
優
越
を
確
定
す
る
必
要
は
な

い
」
と
簡
潔
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
吐
會
に
適
合
し
た
生
活
か
ら
護
生
す
る
不
可
避
的
な
損
害
惹
起
は
、
災
害
で

こ
そ
あ
れ
、
不
法
で
は
な
い
（
濁
民
二
七
六
1
、
2
参
照
）
。

　
九
一
八
頁
、
九
一
二
頁
で
は
、
若
干
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
こ
の
吐
會
相
當

行
爲
は
蓮
法
で
は
な
く
、
同
時
に
構
成
要
件
に
該
當
し
な
い
と
説
か
れ
て
い
る

が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
刑
法
上
も
（
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
も
）
確
立
し
た
見
解

を
示
し
て
い
な
い
。
多
く
の
責
任
論
の
中
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
を

匝
別
す
る
理
論
に
從
う
な
ら
、
二
の
黙
は
責
任
論
で
實
際
上
重
要
と
な
る
。

　
2
　
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
責
任
論
に
お
い
て
も
、
目
的
的
行
爲
論
の
成
果
を
纏

承
し
て
（
九
三
三
頁
）
、
「
果
し
て
刑
法
上
の
責
任
論
を
、
そ
の
ま
ま
民
法
に
持

ち
込
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
確
か
に
疑
問
で
あ
る
。
何
故

な
ら
刑
法
上
の
責
任
論
は
、
故
意
犯
と
過
失
犯
の
嚴
格
な
匠
別
お
よ
び
減
刑
の

可
能
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
の
不
法
行
爲
に
何
等
役
立
た
な



い
。
更
に
、
こ
の
責
任
論
は
行
爲
者
類
型
に
つ
い
て
の
特
殊
な
犯
罪
學
上
の
観

念
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
民
法
上
も
故
意
と
責
任
と
を
匠

別
す
る
こ
と
は
正
當
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
生
じ
る
露
結
、
印
ち
、
意
思
的
に
行

爲
し
、
し
か
も
過
失
に
よ
り
法
律
の
錯
誤
を
犯
し
た
行
爲
者
は
、
故
意
に
行
動

し
た
の
で
あ
り
、
過
失
で
行
動
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
蹄
結
も
、
ま
た
正
當

で
あ
る
と
私
は
考
え
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
「
法
政
策
的
考
慮
か
ら
出
た
こ

の
論
議
は
、
原
因
と
結
果
を
と
り
違
え
て
い
る
と
」
。
刑
法
上
の
責
任
論
は
、

故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
嚴
格
な
匿
別
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
匿
別
の

結
果
、
責
任
論
が
効
果
的
に
働
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
民
法
に
も
實
釜
を
も

た
ら
す
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
故
意
が
構
成
要
件
の
實
現
の
み
を
そ
の
内
容
と
し
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る

行
爲
の
主
観
的
部
分
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
目
的
的
行
爲
論
に
よ
り
導
ぎ
出
さ

れ
て
い
る
。
從
つ
て
、
故
意
は
一
方
で
は
責
任
に
馬
す
る
こ
と
は
出
來
ず
、
他

方
違
法
性
の
意
識
（
禁
止
の
知
了
）
は
、
故
意
に
麗
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

責
任
論
で
は
、
禁
止
の
知
了
お
よ
び
禁
止
の
錯
誤
が
、
責
任
に
と
つ
て
如
何
な

る
役
割
を
果
す
か
と
い
う
黙
の
み
が
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
聯
邦
裁
判
所
刑
事
部
の
判
例
（
国
●
O
●
国
●
馨
・
ト
っ
・
一
漣
目
ト
N
●
㎝
鱒

。。

謡
）
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
到
例
の
内
容
は
、
故
意
は
箪
に
構
成
要
件
の
認
識

で
あ
り
、
禁
止
の
認
識
は
濁
立
の
責
任
要
素
で
あ
る
。
行
爲
者
は
故
意
に
行
爲

し
た
の
で
は
あ
る
が
、
但
し
禁
止
の
錯
誤
を
犯
し
て
行
爲
し
た
と
き
、
行
爲
者

が
良
心
そ
の
他
の
認
識
能
力
を
相
當
に
緊
張
し
た
な
ら
、
當
該
禁
止
、
命
令
を

認
識
L
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
場
合
、
一
般
に
責
任
は
輕
減
さ
れ
る
。
錯
誤
に
つ

ぎ
責
め
な
き
場
合
に
は
、
た
と
え
故
意
で
あ
つ
て
も
、
責
任
非
難
は
加
え
ら
れ

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
到
決
で
は
故
意
も
責
任
要
素
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
鮎
を
除
け
ぽ
目

的
的
行
爲
論
の
結
論
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
を
と
る
以
上
、
「
（
責
任
能
力
の
あ
る
）
行
爲
者
が
法
的
禁
止
、

命
令
を
知
ら
ず
、
若
く
は
そ
れ
を
誤
解
し
た
結
果
、
不
法
を
行
う
と
い
う
意
識

を
持
た
な
い
場
合
だ
け
は
、
例
外
的
に
、
そ
の
行
爲
に
つ
き
責
任
あ
り
と
す
る

非
難
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」
（
九
二
五
頁
）
と
読
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

更
に
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
故
意
行
爲
者
に
お
い
て
は
「
責
任
非
難
は
違
法
性
の

意
識
」
を
前
提
と
す
る
（
九
二
五
頁
）
と
い
う
誤
ま
つ
た
結
論
が
生
れ
て
く
る
。

責
任
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
禁
止
を
知
つ
て
或
る
行
爲
を
行
う
場
合
、
叉
は
禁

止
の
錯
誤
に
責
め
の
あ
る
場
合
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
九
三
〇
頁
以
下
で
は
「
行
爲
者
が
、
禁
止
的
な
法
規
範
の
存
在
を

知
了
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
行
爲
に
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
」
と
い
う
主

張
が
あ
つ
て
、
先
の
誤
り
は
修
正
さ
れ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
主
張
を
原

則
化
す
る
に
は
“
制
限
”
が
必
要
で
あ
る
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
聯
邦
裁
到
所

刑
事
部
到
例
第
二
雀
一
九
四
頁
に
從
つ
て
、
責
め
あ
る
禁
止
の
錯
誤
も
、
責
任

非
難
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
貼
に
こ
の
制
限
を
認
め
て
い
る
。
責
め
あ
る
禁
止

の
錯
誤
と
禁
止
の
知
了
と
は
、
責
任
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
は
二
者
揮
一
の

關
係
に
あ
る
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
態
度
は
、
民
法
的
思
考
の
段
階
に
あ
つ
て
、

故
意
説
を
土
毫
と
し
、
責
め
あ
る
錯
誤
を
ふ
く
め
て
す
べ
て
の
禁
止
の
錯
誤
に

故
意
を
否
定
し
、
過
失
に
お
い
て
、
禁
止
の
錯
誤
は
「
全
く
例
外
的
に
」
責
任

を
冤
れ
、
責
任
阻
却
の
色
彩
が
あ
る
こ
と
を
彊
調
す
る
。
し
か
し
、
程
度
の
差

は
あ
る
に
せ
よ
、
禁
止
の
錯
誤
に
も
禁
止
の
知
了
に
も
責
任
は
存
在
す
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
過
失
行
爲
者
は
、
「
そ
の
行
爲
の
蓮
法
性
を
認
識
し
て
い
た
事
を
要
し
、

五
七

（
五
五
一
）
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然
ら
ざ
る
場
合
に
は
責
任
は
生
じ
な
い
」
（
九
三
二
頁
）
と
彼
は
言
う
。
故
意

的
で
な
く
行
爲
を
し
た
者
は
「
自
分
が
何
を
爲
す
か
」
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
の
行
爲
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
筈
が
な
い
。
認
識
あ
る
過
失
の
場

合
に
も
、
行
爲
者
は
結
果
が
可
能
性
の
範
園
に
あ
る
こ
と
を
見
通
し
て
は
い
る

が
、
結
果
實
現
の
意
思
は
持
つ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
法
釜
侵
害
の
同
避
可
能

性
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
そ
の
不
用
意
の
非
故
意
的
結
果
惹
起

に
つ
き
違
法
性
を
意
識
す
る
筈
は
な
い
。

　
こ
の
他
の
鮎
で
も
、
「
個
別
的
」
過
失
を
刑
法
よ
り
縫
承
し
て
い
る
鮎
に
問

題
が
あ
る
。

　
過
失
が
非
難
さ
れ
る
の
は
、
行
爲
者
が
取
引
上
必
要
な
注
意
義
務
に
反
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
客
観
的
注
意
義
務
を
、
彼
が

そ
の
個
人
的
、
主
観
的
な
能
力
、
情
況
の
下
で
蓮
守
出
來
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な

場
合
に
限
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
從
來
通
り
の
過
失
の
定
義
「
取
引
上
必
要
な

注
意
を
怠
つ
た
事
」
（
九
三
六
頁
）
は
正
當
で
な
い
。
民
法
上
個
別
的
過
失
論

を
否
定
す
る
通
説
に
從
う
な
ら
ば
、
民
法
二
七
六
條
の
右
の
要
件
は
、
過
失
行

爲
の
責
任
を
根
族
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
蓮
法
性
を
理
由
づ
け
る
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
「
行
爲
の
個
別
的
同
避
可
能
性
こ
そ
が
、
客
観
的
に
要
請
せ
ら

れ
て
い
る
注
意
を
怠
つ
て
爲
さ
れ
た
行
爲
に
封
す
る
、
非
難
可
能
性
の
構
成
要

素
た
る
も
の
」
（
九
二
五
頁
）
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
、
別
に
目
新
し
い
も

の
で
は
な
い
し
、
責
任
な
き
不
法
を
民
法
二
七
六
條
一
項
二
號
か
ら
引
き
出
す

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
責
任
能
力
者
は
、
個
別
的
能
力
に
懸
じ
て
客
観
的
な
注
意
義
務
を
蓮
守
し
得

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
が
、
「
（
責
任
能
力
あ
る
）
不
完
全
能
力
者
、

無
學
者
、
虚
弱
者
が
、
全
力
を
つ
く
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
た
だ
軍
に
そ
の

五
八

（
五
五
二
）

精
神
的
若
く
は
肉
農
的
敏
馳
の
た
め
に
、
故
意
過
失
な
く
し
て
、
行
爲
に
出
で

ざ
る
を
得
な
か
つ
た
場
合
、
責
め
を
負
う
べ
し
と
宣
言
さ
れ
る
」
（
九
二
五
頁
）

と
い
う
事
は
、
非
難
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
責
任
は
自
由
を
前
提
と
し
、
行
爲
者
が
適
法
に
行
爲
し
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
蓮
法
行
爲
は
非
難
さ
れ
る
。
か
く
て
民
法
が
封
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
個
別
的
過
失
に
基
い
て
責
任
（
Oo
o
言
崔
）
も
民
事
責
任

（
国
稗
ξ
昌
瞬
）
も
否
定
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
年
少
者
叉
は
精
紳
的
限
定
責
任
能

力
者
の
利
釜
を
公
釜
よ
り
優
先
さ
せ
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
）
か
、
叉
は
責
任
の
領

域
に
一
個
の
特
殊
地
樽
（
結
果
惹
起
の
責
任
で
は
な
く
、
責
任
な
き
不
法
に
封

す
る
民
事
責
任
）
を
承
認
し
、
一
般
公
釜
を
優
先
せ
し
め
よ
う
と
す
る
か
の
間

題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）


