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功
利
主
義
に
お
い
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
目
的
は
、
妓
大
幸
福
で
あ
り
、

蚊
大
幸
福
の
た
め
に
人
々
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。

犯
罪
や
不
正
の
予
防
、
違
反
者
の
教
育
と
嬌
正
、
応
報
感
俯
の
満
足
な
ど

は
す
ぺ
て
、
最
大
幸
福
に
寄
与
す
る
限
り
で
の
二
次
的
な
目
的
と
な
る
。

功
利
主
義
の
提
唱
者
で
あ
る
ペ
ン
サ
ム
は
快
苦
の
源
泉
を

m
物
理
的
、

ヽ

＾
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
者
報
告
要
旨
〉

本
論
で
は
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
を
考

え
る
。
ま
ず
、
①
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
目
的
と
正
当
化
、
②
法
的
な
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
と
道
徳
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
区
別
、
③
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の

限
界
、
の
三
点
に
つ
い
て
単
純
に
教
科
書
的
に
答
え
な
が
ら
、
功
利
主
義

の
立
場
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
目
的
と
分
類

②
政
治
的
、
③
道
徳
的
、
い
宗
教
的
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
々
の

行
為
に
拘
束
力
を
与
え
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
う
る
と
し
た
。
物
理
的

制
裁
は
、
他
の
三
つ
の
制
裁
に
含
ま
れ
て
い
る
。
法
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

は
政
治
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
分
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
法
的

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
主
権
者
（
国
家
）
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
道
徳
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
社
会
の
人
々
の
自
発
的
な
傾
向

(
l
)
 

に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
。

(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
9
7
0
,
 
C
h
a
p
.
 I
I
I
)ペン
サ
ム
は
、

最
大
幸
福
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
を
立
法
者
の
視
点
か
ら
考
察
し
た

の
で
、
国
民
の
行
動
に
対
す
る
刺
激
的
要
因
と
し
て
の
刑
刑
に
関
心
が
集

中
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
法
的
な
制
裁
だ
け
に
よ
っ
て

人
々
を
幸
福
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
立
法
に
加
え
て
人
ぴ
と
を
ガ
イ

ド
す
る
私
的
倫
理
や
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
立
法
、
倫
理
、
教
育
は
ど
れ

も
同
一
の
目
的
ー
す
な
わ
ち
最
大
幸
福

1

を
も
つ
。
立
法
の
領
域
は
、

江

功
利
主
義
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
論
の
可
能
性
と
そ
の
限
界

ロ

聡
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二
、

他
の
人
々
の
幸
福
を
減
少
さ
せ
る
行
為
の
防
止
と
処
罰
と
い
う
消
極
的
な

機
能
に
ほ
ぽ
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
人
の
幸
福
の
増
進
は
主
と

し
て
私
的
倫
理
に
ま
か
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
9
7
0
,
 
C
h
a
p
.
 X
V
)
 

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
限
界

功
利
主
義
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
に
代
表
さ
れ
る
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
目

的
は
、
社
会
の
幸
福
の
総
計
を
増
大
さ
せ
害
悪
を
除
去
す
る
こ
と
以
外
に

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
犯
罪
や
逸
脱
行
為
の
予
防
が
第
一
義
的
な

目
的
に
な
る
。
た
だ
し
ペ
ン
サ
ム
は
、
①
刑
罰
を
科
す
根
拠
が
な
い
、

②
刑
罰
の
効
果
が
な
い
、
③
刑
憫
が
不
利
益
に
な
る
、
④
刑
憫
の
必
要

が
な
い
な
ど
の
場
合
に
は
、
刑
罰
を
科
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い

る

(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
9
7
0
,
 
C
h
a
p
.
 X
I
I
I
)

。

ま
た
刑
罰
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
と
し
て
、
①
変
化

性
、
四
均
等
性
、
③
比
較
可
能
性
、
④
特
質
性
、
固
示
範
性
、
⑥
検

約
性
、
⑦
矯
正
的
傾
向
、
⑱
無
能
力
に
す
る
効
果
、
⑨
賠
償
に
役
立
っ

こ
と
、
⑩
世
間
の
人
気
、
仰
免
罪
可
能
性
を
あ
げ
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム

は
特
に
、
「
示
範
と
い
う
目
的
は
嬌
正
の
目
的
に
比
較
し
て
、
よ
り
重
要

な
対
象
で
あ
る
」
(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
ｷ
9
7
0
,
 

p. 1
8
5
)と
言
う
。
つ
ま
り
、
人
び

と
が
犯
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
一
般
予
防
）
が
す
で
に
犯
罪

を
犯
し
た
人
を
矯
正
し
再
犯
を
防
ぐ
こ
と
（
特
殊
予
防
）
よ
り
も
、
よ
り

重
要
な
目
的
で
あ
る
。

、
功
利
主
義
に
と
っ
て
の
被
害
者
感
情

古
典
的
功
利
主
義
の
も
う
一
人
の
大
物
J
.
S

・
ミ
ル
も
お
お
ま
か
に

こ
れ
ら
の
ベ
ン
サ
ム
の
主
張
を
受
け
い
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
問
題
は
な

い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
違
反
者
に
対
し
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
と
い
う
問
題
と
密

接
な
関
係
が
あ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
被
害
者
感
情
」
や
世
論
を
ど
う
扱

う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
般
に
功
利
主
義
者
は
犯
罪
の
予
防
の
み
に

配
慮
し
て
お
り
、
被
害
者
感
情
や
世
論
、
そ
し
て
応
報
に
は
関
心
が
な
い

(
2
)
 

と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ペ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
は
実
際
に
は
ど
う
考
え
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

ベ
ン
サ
ム
は
「
序
説
」
の
非
常
に
重
要
な
注
で
刑
罰
の
目
的
と
被
害
者

感
情
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

刑
罰
の
第
一
義
的
な
目
的
は
、
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

で
あ
る
0

[
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
]
行
動
は
、
犯
罪
者
の
行
動
か
、

他
の
人
々
の
行
動
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
犯
罪
者
の
行
動
を
、
そ
の

意
志
に
影
啓
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
、

犯
罪
者
の
更
生
と
い
う
仕
方
で
作
用
す
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
身

体
的
な
能
力
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

場
合
、
無
能
力
化
と
い
う
仕
方
で
作
用
す
る
と
言
わ
れ
る
。
他
の

人
々
の
行
動
を
、
刑
罰
が
人
々
の
意
志
に
影
啓
を
与
え
る
こ
と
に
よ



, 
シンポジウム提題者報告要行

っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
、
見
せ
し
め

(
e
x
a
m
p
l
e
)

と
い
う

仕
方
で
作
用
す
る
と
言
わ
れ
る

0

[
さ
て
]
付
随
す
る
、
刑
罰
が
自

然
に
達
成
す
る
傾
向
を
持
つ
目
的
は
、
被
害
を
受
け
た
人
々
に
快
と

満
足
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
そ
れ
が
喪
用

が
か
か
ら
ず
硲
r
0否
）
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
打
益
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
刑
罰
も
、
た
ん
に
こ
の
目
的
の
た
め
に
は

科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
な

か
で
の
結
果
を
わ
き
に
設
け
ば
）
刑
冊
に
よ
っ
て
は
苦
痛
に
見
合
う
だ

け
の
快
楽
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
な
ん
の
喪
用
も
か
か
ら
な
い
か
ぎ
り
、
他
の

H

的
の
た
め
に

科
せ
ら
れ
た
刑
罰
は
こ
の
目
的
に
提
供
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
反
社
会
的
な
形
で
被
害
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
満
足
は
、

復
笞
心
の
満
足
、
あ
る
い
は
補
償
と
呼
ぷ
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
見

せ
し
め
は
、
犯
罪
を
犯
す
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
の
人
数
と

一
人
と
の
比
較
か
ら
す
れ
ば
、
す
ぺ
て
[
のH
的
の
な
か
で
]
蚊
も

頂
要
な
も
の
で
あ
る
。

(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
9
7
0
,
 

C
h
a
p
.
 XIII, 
Sec. 
1
,
 

n
o
t
e
l
)
 

ペ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、
被
害
者
惑
情
の
満
足
は
、
そ
れ
自
体
で
は
善
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
第

1
3店
で
、
刑
冊
が
不
利
益
と
な
り
科
さ
れ
る

べ
き
で
な
い
場
合
と
し
て
、
国
民
が
不
快
を
惑
じ
る
ヶ
ー
ス
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

人
々
の
不
快

(
d
i
s
p
l
e
a
s
u
r
e
)

。

つ
ま
り
、
同
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
多
数
の
成
員
が
、
（
な
ん
ら
か
の
影
密
に
よ
っ
て
）
犯
罪
や
犯
罪

者
が
ま
っ
た
＜
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と

も
そ
の
仕
方
で
は
刑
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
思
う
場
合
で
あ
る
。

(
B
e
n
t
h
a
m
,
 1
9
7
0
,
 
p. 1
6
4
)
 

ペ
ン
サ
ム
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
世
論
に
よ
っ
て
強
く
非
難
さ
れ

る
よ
う
な
刑
罰
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
と
同
じ
論
法
が
、
被
害
者
や
そ
の
家
族
、
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
全
体
の
「
被
害
者
感
俯
」
に
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
ミ
ル
の
場
合
、
「
功
利
主
義
論
」
第
5

京
で
正
義
と
功
利
の
関
係

を
分
析
し
て
い
る
箇
所
の
一
部
に
、
功
利
主
義
か
ら
「
応
報
」
を
正
当
化

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。

ミ
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
正
義
の
心
情
に
は
、
加
害
者
を
罰
し
た

い
と
い
う
欲
求
と
被
害
者
が
存
在
す
る
と
い
う
知
識
が
本
買
的
な
要
素
と

し
て
あ
り
、
さ
ら
に
、
加
害
者
を
憫
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
わ
れ
わ
れ

が
動
物
と
共
通
し
て
持
つ
自
己
防
衛
の
衝
動
と
、
人
問
的
な
知
性
に
よ
っ

て
範
囲
を
広
げ
ら
れ
た
共
感
の
感
情
が
あ
る
。

正
義
の
観
念
に
は
、
二
つ
の
前
提
が
あ
る
。
振
舞
い
に
つ
い
て
の

ル
ー
ル
と
、
そ
の
ル
ー
ル
を
認
め
る
心
情
で
あ
る
。
前
者
は
人
類
全

体
に
共
通
で
、
人
類
の
善
を
め
ざ
す
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
（
心
梢
）
は
、
こ
の
ル
ー
ル
を
破
る
も
の
に

罰
が
与
え
ら
れ
て
よ
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
侵
犯
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に
よ
る
明
確
な
被
害
者
と
い
う
概
念
も
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
被
害
者
の
権
利
（
こ
の
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
使
え
ば
）

が
、
侵
犯
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
と
い
う
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

し
て
正
義
の
心
情
と
は
、
自
分
ま
た
は
自
分
が
共
感
を
も
つ
人
に
対

す
る
損
害
ま
た
は
損
偽
に
反
撃
し
報
復
し
よ
う
と
す
る
動
物
的
欲
求

が
、
人
類
の
共
感
能
力
の
拡
大
と
人
間
の
知
的
な
自
己
利
益
に
つ
い

て
の
概
念
に
よ
っ
て
、
す
ぺ
て
の
人
間
を
包
括
す
る
よ
う
に
ひ
ろ
が

っ
た
も
の
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
（
ミ
ル
、
一
九
六
七
、

P
P
•51
5
 ,
 

(
3
)
 

6
)
 

(Mill, 1
9
6
9
,
 pp• 

2
4
9
 ,
 5
0
)
 

そ
し
て
こ
の
正
義
の
心
情
は
、
人
々
の
心
情
に
お
け
る
復
菩
法
の
肯
定

と
い
う
形
で
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

…
…
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
と
い
う
復
菩
法

l
g
S
l
i
0
nぢ

ほ
ど
、
未
発
逹
で
自
発
的
な
正
義
の
心
情
に
強
く
訴
え
る
ル
ー
ル
は

な
い
。
ユ
ダ
ヤ
法
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
法
に
み
ら
れ
る
こ
の
原
則
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
実
践
的
指
針
と
し
て
は
一
般
に
破
棄
さ
れ
て
い
る

が
、
た
い
て
い
の
人
の
心
中
に
は
そ
れ
に
対
す
る
密
か
な
渇
望
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
ま
た
ま
応
報
が
こ
の
よ
う
な
厳

密
な
形
で
犯
罪
者
に
ふ
り
か
か
っ
た
と
き
に
、
一
般
か
ら
表
明
さ
れ

る
満
足
感
は
、
同
種
の
報
復
を
認
め
る
こ
の
心
情
が
ど
ん
な
に
自
然

な
も
の
か
を
証
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
ミ
ル
、
一
九
六
七
、

P
•

5
2
1
)
 

(Mill, 1
9
6
9
,
 p• 

2
5
3
)
 

こ
の
ミ
ル
の
分
析
は
さ
し
あ
た
り
の
と
こ
ろ
、
規
範
的
判
断
と
い
う
よ

り
は
、
わ
れ
わ
れ
の
正
義
の
感
俯
を
分
析
し
た
記
述
的
な
も
の
で
し
か
な

ぃ
。
し
か
し
、
功
利
主
義
的
に
刑
罰
制
度
を
考
え
る
上
で
、
被
害
者
感
俯

を
「
野
蛮
な
も
の
」
と
し
て
簡
単
に
退
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が

(
4
)
 

わ
か
る
だ
ろ
う
。

四
、
死
刑
に
対
す
る
ベ
ン
サ
ム
お
よ
ぴ
ミ
ル
の
態
度

で
は
死
刑
制
度
に
対
し
て
ペ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
は
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ

て
い
た
だ
ろ
う
か
。
功
利
主
義
者
は
一
般
に
死
刑
制
度
に
反
対
で
あ
り
、

(
5
3
)
 

特
に
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
強
い
影
密
を
受
け
た
ベ
ン
サ
ム
が
死
刑
に
反
対
で

あ
っ
た
の
は
有
名
で
あ
る
。

ベ
ン
サ
ム
は
一
七
七

0
年
代
後
半
に
執
筆
し
た
「
刑
憫
と
報
奨
の
理

(
6
)
 

論
」
(
B
e
n
t
h
a
m
,

1
8
3
0
)で直
接
死
刑
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
死
刑
に

は
、
m
犯
罪
と
刑
憫
が
類
似
し
て
お
り
、
②
殺
人
の
場
合
は
特
に
民
衆

に
人
気
が
あ
り
、
③
無
能
力
化
が
最
も
強
力
で
、
④
示
範
性
が
麻
い
と

い
う
長
所
が
あ
る
。
死
刑
は
「
犯
罪
者
か
ら
こ
れ
以
上
の
加
害
を
お
よ
ぽ

す
力
」
を
取
り
去
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
は
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

ま
た
、
「
ご
ろ
っ
き
連
中
」
に
と
っ
て
は
死
刑
は
あ
ま
り
抑
止
力
を
持
た

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
名
脊
を
重
ん
じ
る
人
々
」
に
対

し
て
は
見
せ
し
め
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、

m
死
刑
に
は

減
刑
が
存
在
せ
ず
誤
審
で
あ
っ
た
場
合
の
取
り
返
し
が
つ
か
ず
、
ま
た
再

審
の
た
め
の
証
言
者
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
②
犯
罪
者
を
労
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働
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
償
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
③
人

に
よ
っ
て
死
刑
を
恐
れ
る
程
度
が
異
な
る
た
め
、
均
等
さ
に
欠
け
る
。
④

殺
人
の
処
罰
と
し
て
以
外
は
民
衆
に
人
気
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
長
所
と
短
所
を
比
較
し
て
み
て
、
ペ
ン
サ
ム
は
、
ほ
と
ん

ど
の
犯
罪
に
対
し
て
は
死
刑
の
必
要
が
な
い
と
結
論
す
る
。
も
し
死
刑
が

存
骰
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
極
端
に
凶
悪
な
犯
罪
に
限
定
さ
れ
る
ペ

き
で
あ
る
。
（
永
井
、
二
〇
〇
三
:
B
e
d
a
u
,
 1
9
8
3
;
 児
玉
、
二
o
o
o
)
。

も
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
ー
一
分
説
得
的
に
思
わ
れ
る
が

I

に

反
し
て
な
お
、
死
刑
が
生
み
出
す
恐
怖
に
よ
る
抑
止
力

l
e
r
r
o
m
m

の
影
密
を
考
慮
し
て
、
死
刑
が
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

死
刑
は
、
大
衆
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
よ
う
な
犯
罪
の
処
罰
に
限

定
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
重
理
由
の
あ
る
謀
殺
、
特
に

そ
の
結
果
、
多
数
の
人
々
の
破
滅
に
つ
な
が
っ
た
謀
殺
に
限
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
複
雑
な
苦
悩
に
煩

わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
可
能
な
限
り
も
っ
と
も
悲
惨
な
見
か
け
に
な

る
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
死
刑
を
行
な
っ
て
も
安
全
だ
ろ
う
。

(
B
e
n
t
h
a
m
,
 1
8
3
0
,
 
B
o
o
k
 II, 
C
h
a
p
.
 XII, 
Sec. I
I
I
)

。

ー
方
、
ミ
ル
は
一
八
六
八
年
四
月
に
、
「
人
類
愛
」
派
の
死
刑
廃
止
の

動
き
に
対
し
て
強
く
反
対
を
表
明
し
て
い
る

(
M
i
l
l
,

1
9
8
8
)
。
第
一
に
、

死
刑
は
抑
止
力
の
点
で
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
ぺ
て
、
人
々
の
記
憶
が

新
鮮
で
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
労
役
を
科
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
の
苦
痛

は
人
々
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
い
。
加
重
理
由
の
あ
る
謀
殺
に
対
し

て
死
刑
以
外
に
適
切
な
刑
憫
は
終
身
刑
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
死
刑
以
上

に
残
酷
な
刑
刑
で
あ
る
。
誤
審
の
問
題
は
、
司
法
に
対
し
て
信
頼
を
骰
け

な
い
国
家
・
時
代
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
も
し
我
々
の
社
会
の
司
法

が
な
ん
と
し
て
も
犯
人
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と

思
い
こ
む
気
風
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
誤
っ
て
処
冊
す
る
危
険
を
避
け
る
た

め
死
刑
廃
止
に
袈
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
当
時
の
英

国
の
司
法
は
犯
罪
者
に
む
し
ろ
甘
い
の
だ
か
ら
さ
ほ
ど
心
配
す
る
必
要
は

な
い
と
す
る
。

こ
の
ミ
ル
の
死
刑
存
骰
論
は
、
功
利
主
義
に
と
っ
て
刑
罰
の
第
一
の
目

的
は
予
防
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
一
般
に
死
刑
制
度
に
批
判
的
で
あ
る

と
解
釈
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
ル
が

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
死
刑
や
終
身
刑
を
当
然
の
も
の
と
み
な
す
根
拠
を
考
察

す
る
の
は
難
し
い
。
む
し
ろ
｀
‘
、
ル
は
な
ん
ら
か
の
「
応
報
」
を
考
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
ひ
と
も
い
る
だ
ろ
う
。

実
は
先
に
引
用
し
た
「
功
利
主
義
論
」
の
一
節
の
直
後
に
、
ミ
ル
は
刑

罰
に
お
け
る
正
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

多
く
の
人
に
と
っ
て
、
刑
罰
の
正
義
を
判
定
す
る
甚
準
は
、
処
罰

が
犯
罪
に
み
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
処

罰
は
犯
罪
者
の
道
徳
的
な
罪
資
と
ー
•
—
道
徳
的
な
罪
責
を
測
る
基
準

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ー
正
確
に
釣
り
合
わ
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
犯
罪
を
抑
止
す
る
に
は
ど
の
程
度
の
処
罰
が

必
要
か
と
い
う
配
慮
は
、
彼
ら
の
考
え
で
は
、
正
義
の
問
題
と
な
ん
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の
関
係
も
な
い
。
一
方
、
こ
の
配
慮
こ
そ
す
ぺ
て
だ
と
考
え
る
ひ
と

た
ち
が
い
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
こ
う
主
張
す
る
。
ど
う
い
う
罪

を
犯
し
た
に
せ
よ
、
本
人
が
非
行
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、
他
人
が

彼
の
非
行
の
ま
ね
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
最
少
必
要
且
を
こ
え
る
苦

痛
を
同
胞
に
与
え
る
の
は
、
少
な
く
と
も
人
類
に
と
っ
て
は
、
正
義

に
か
な
っ
て
い
な
い
、
と
。

(
M
i
l
l
,

1
9
6
9
,
 p• 

2
5
3
)
 
(
ミ
ル
、
一
九
六

七
、
P
•5
2
1
)
 

こ
の
一
節
は
一
見
、
刑
冊
に
つ
い
て
の
応
報
説
と
予
防
説
の
教
科
円
的

な
対
立
に
見
え
る
。
功
利
主
義
者
、
‘
、
ル
は
、
当
然
後
者
の
予
防
説
に
与
す

る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ミ
ル
は
こ
の
一
節
に
見
ら
れ

る
見
解
の
対
立
に
な
ん
ら
結
論
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
貢
献
と
財
の
配
分

の
問
題
お
よ
び
課
税
の
問
題
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
に
は
こ
の

一
節
は
解
釈
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
貢
献
と
財
の
配
分
の
問
題
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
部
分
の
蚊
後
に
既
か
れ
て
い
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

相
反
す
る
正
義
の
原
理
に
訴
え
る
こ
れ
ら
二
つ
の
意
見
を
、
だ
れ

が
裁
け
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
正
義
は
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
二
派
の
論

者
は
反
対
側
を
選
ん
で
い
る
。
…
…
ど
ち
ら
も
自
分
の
観
点
か
ら
は
、

反
論
の
余
地
が
な
い
。
正
義
に
も
と
づ
い
て
選
ん
で
み
て
も
、
ま
っ

た
く
い
い
加
減
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
的
功
利
だ
け

が
、
そ
の
優
越
性
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ミ
ル
、

一
九
六
七
、

PP• 

5
2
1
-
2
)
 

も
し
こ
の
一
節
が
、
先
の
刑
憫
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
述
ぺ
て
い

る
と
解
釈
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ミ
ル
は
完
全
な
応
報
説
に
も
完
全
な
（
特

殊
・
一
般
）
予
防
説
に
も
与
し
て
い
な
い
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
な
す
ぺ
き
こ
と
を
決
定
す
る

の
は
社
会
的
功
利
し
か
あ
り
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
的
功
利
に
は
、

被
害
者
や
社
会
の
他
の
人
々
の
感
情
の
満
足
も
含
ま
れ
る
と
読
む
こ
と
が

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
ミ
ル
解
釈
の
正
当
性
に
つ
い
て
こ
こ
で
十
分
検
討
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
死
刑
は
予
防
や
更
生
に
役
立
た
な
い
の
で
功
利
主
義
か
ら
は

否
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
。

五
、
予
防
と
更
生
の
重
視
と
そ
の
挫
折

功
利
主
義
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
0
世
紀
に
か
け
て
の
刑
法
学
·
刑

事
政
策
に
大
き
な
影
咽
を
及
ぽ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
以
降

(
7
)
 

の
刑
法
理
論
の
流
れ
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
英
米
で
は
ペ
ン
サ
ム
以

来
、
功
利
主
義
は
犯
罪
の
予
防
と
犯
罪
者
の
更
生
と
社
会
復
掃
を
重
視
す

る
流
れ
に
大
き
な
影
咽
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

一
方
大
陸
で
は
、
カ
ソ
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
唇
を
受
け
た
（
形
面
上
学

的
）
「
意
思
自
由
論
」
を
基
礎
に
し
た
「
後
期
古
典
派
」
に
対
し
て
、
イ
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ク
リ
ア
の
ロ
ン
プ
ロ
ー
ゾ
や
フ
ェ
リ
、
そ
し
て
ド
イ
ッ
の
リ
ス
ト
ら
が

「
新
派
」
と
呼
ぱ
れ
る
学
派
を
成
立
さ
せ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
人
類
学

や
犯
罪
社
会
学
に
も
と
づ
い
て
、
従
来
の
「
沢
任
」
と
事
後
的
な
「
刑

冊
」
と
い
う
芍
え
方
か
ら
、
「
危
険
性
」
と
「
制
裁
（
誘
囚
）
」
の
概
念
を

川
い
た
社
会
政
策
を
提
案
し
た
。
ま
た
刑
冊
に
つ
い
て
も
、
教
打
と
矯

i
E

を
F
l
的
と
し
た
側
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

二
0
世
紀
前
半
の
刑
法
学
に
お
け
る
古
典
派
と
新
派
の
争
い
は
、
い

意
思
の
自
山
を
前
提
と
し
て
応
報
刑
論
を
採
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
意
思

の
自
由
を
否
定
し
て
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
や
危
険
性
を
改
善
し
教
育

す
る
目
的
刑
論
を
取
る
か
、
②
応
報
と
し
て
の
刑
罰
が
法
秩
序
維
持
や

一
般
予
防
の
機
能
を
果
す
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
刑
と
し
て
の
刑
罰
が
社

会
防
衛
と
特
殊
予
防
の
機
能
を
果
す
の
か
、
③
個
々
の
犯
罪
行
為
を
重

視
す
る
の
か
、
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
を
重
視
す
る
の
か
、
と
い
っ
た

問
題
を
中
心
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
古
典
派
と

新
派
の
論
争
は
緩
和
さ
れ
、
依
然
と
し
て
主
流
で
あ
る
後
期
古
典
派
に
新

派
の
芳
え
方
も
流
れ
こ
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

刑
法
学
の
新
派
で
注
H

さ
れ
る
の
は
、
功
利
主
義
と
同
様
に
、
刑
刑
以

外
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
も
関
心
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
犯
罪
に
関
し
て
は

そ
れ
は
非
刑
刑
化
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
ペ
ン
サ
ム
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

法
的
制
裁
が
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
場
合
は
多
い
。
ま
た
刑
冊
自
体
も
、

よ
り
犯
罪
者
の
矯
正
と
社
会
復
帰
を
目
指
し
た
も
の
に
向
け
て
改
革
さ
れ

た
。
国
内
で
の
論
調
も
、
刑
罰
の
目
的
は
教
脊
と
社
会
復
帰
で
あ
る
と
す

る
も
の
が
主
流
で
あ
ろ
う
（
団
藤
、
二

o
o
o
、
な
ど
）
。

六
、
責
任
主
義
と
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
矯
正
を
H

的
と
し
た
刑
冊
は
挫
折
す
る
こ
と
に

な
る
。
米
国
で
は
一
九
七

0
年
代
以
降
、
犯
罪
者
の
矯
正
•
更
生
の
困
難

が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
七

0
年
代
後
半
の
米
国
の
犯
罪
学
関
係
者

の
あ
い
だ
で
は
、
「
何
も
役
に
立
た
な
い
」

(
"
N
o
t
h
i
n
g

w
o
r
k
s
.
"
)

と
い

う
絶
望
的
．
悲
観
的
な
見
方
が
支
配
的
に
な
っ
た
。
R
.
J

・
カ
ー
ル
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
心
理
学
的
処
遇
に
よ
る
更
生
は
「
今
H

で
は
時
代
遅
れ
で

あ
る
。
そ
の
考
え
は
、
今
で
も
死
ん
で
は
い
な
い
が
、
文
献
の
中
で
は
完

全
に
引
荘
を
わ
た
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
バ
ー
ト
ル
・
バ
ー
ト
ル
、

2
0
0
6
,
 p• 

5
7
5
)。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
米
国
で
の
厳
冊
化
を
促
し
、
一
九

九
四
年
に
は
「
三
振
法
」
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

傾
向
を
反
映
し
て
、
国
内
で
も
一
九
九

0
年
代
以
降
厳
憫
化
の
傾
向
が
見

ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
人
権
重
視
の
観
点
か
ら
も
、
功
利
主
義
的
観
点
か
ら
も
、
犯

罪
者
や
非
道
徳
的
な
人
々
の
教
育
や
嬌
正
は
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
矯
正

や
教
育
の
た
め
に
は
、
犯
罪
そ
の
他
の
逸
脱
行
動
・
反
社
会
的
行
動
の
原

囚
や
、
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握
し
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
芍
え
ら
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
そ
れ
を
十
分
に
手
に
入
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

一
般
の
人
々
は
、
何
か
事
件
が
起
き
た
と
き
、
法
律
家
が
「
沢
任
主

義
」
と
よ
ぶ
原
則
ー
「
沢
任
な
く
し
て
刑
罰
な
し
」
ー
ー
に
そ
ぐ
わ
な
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い
反
応
を
示
す
。
残
唐
な
殺
人
犯
が
心
神
喪
失
に
よ
っ
て
貨
任
能
力
が
な

い
と
さ
れ
た
り
、
心
神
耗
弱
と
し
て
減
刑
さ
れ
た
り
す
る
場
合
に
も
、
一

般
人
や
マ
ス
コ
ミ
は
加
害
者
を
殺
人
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
こ
と
が
多
い
。
―
1
0
0
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
心
神
喪
失
者
等
医
療
親

察
法
」
は
、
そ
の
よ
う
な
反
応
（
特
に
大
教
大
池
田
小
学
校
事
件
の
衝
撃
に

対
す
る
反
応
）
を
推
進
力
と
し
た
の
も
の
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
長
尾

卓
夫
、
二
o
o
-
―
-
）
。

た
と
え
ば
、
前
田
雅
英
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

貢
任
主
義
を
強
調
す
る
側
か
ら
は
、
…
…
「
犯
罪
」
を
理
由
に
す

る
処
分
は
、
「
刑
罰
」
な
の
で
あ
り
、
刑
罰
で
あ
る
以
上
は
、
責
任

非
難
を
向
け
得
る
者
に
対
し
て
の
み
科
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
治
療
を
伴
う
強
制
入
院
」
と
い
う
不
利
益
を
課
す
の
に
、

常
に
刑
罰
と
同
じ
要
件
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
犯
罪
を
犯
し
た

場
合
と
犯
さ
な
い
場
合
で
、
ど
の
よ
う
な
不
利
益
を
甘
受
す
ぺ
き
か

と
い
う
判
断
に
差
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
被
害
者
の
利
益
、
国
民

の
不
安
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
「
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
方
が
、
よ
り
治

療
を
我
慢
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る
こ
と
は
説
得
的
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
（
前
田
、
二
o
o
-
―
-
、P•2
1
)
。

こ
れ
に
対
し
て
沢
任
主
義
の
立
場
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
高
山
佳
奈
子
、

中
山
研
一
ら
は
、
「
も
し
自
分
が
加
害
者
で
あ
っ
た
ら
そ
の
よ
う
な
処
罰

を
受
け
る
こ
と
に
納
得
で
き
る
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
見
直
し
を
要
求

し
て
い
る
。

…
…
一
般
人
の
多
く
が
希
望
す
れ
ば
、
「
沢
任
主
義
」
を
廃
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
述
ぺ
た

よ
う
な
反
応
は
、
「
も
し
自
分
が
加
害
者
で
あ
っ
た
ら
そ
の
よ
う
な

処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
納
得
で
き
る
か
」
と
い
う
視
点
を
完
全
に
欠

い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
重
い
精
神
熙
害
を
負
っ
て
心
身
喪

失
に
な
り
、
何
も
記
位
し
て
い
な
い
問
に
人
を
殺
害
し
て
い
た
、
と

い
う
と
き
、
死
刑
に
な
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
よ
う

な
帰
結
を
正
当
に
受
忍
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
人

に
そ
れ
を
科
す
こ
と
も
誤
っ
て
い
る
。
…
…
「
自
分
に
も
起
こ
り
う

る
」
と
い
う
想
像
力
を
も
っ
て
考
え
さ
え
す
れ
ば
、
法
律
家
に
あ
ら

ず
と
も
「
沢
任
主
義
」
の
理
念
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
（
高
山
、
二
〇
〇
三
、
p
.1

7
)
 

そ
し
て
ま
た
、
「
被
害
者
に
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
各
種
の
権
利
の
中
に
は
、

「
加
害
者
に
復
笞
す
る
権
利
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
」
（
高
山
、

二
〇
〇
三
、
p
.
1
9
)と
主
張
し
、
あ
る
ぺ
き
刑
法
の
姿
は
、
各
人
の
立
場

の
交
換
可
能
性
と
、
す
べ
て
の
人
間
の
平
等
を
前
提
と
し
て
、
「
あ
ら
ゆ

る
個
人
は
諄
重
さ
れ
、
加
害
者
に
つ
い
て
も
被
害
者
に
つ
い
て
も
、
社
会

復
備
が
目
指
さ
れ
る
の
で
な
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
莉
山
、
二
o
o
-
―
-
、p.

2
0
)と
す
る
。

中
山
は
高
山
の
議
論
を
援
用
し
、
同
じ
議
論
が
「
保
安
処
分
」
ヽ
「
入
院

決
定
」
、
そ
し
て
少
年
事
件
の
「
保
護
処
分
」
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
う
る

と
主
張
す
る
。
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J
の
文
章
へ
の
注
と
し
て
中
山
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

…
…
最
終
的
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
も
し
自
分
が
加
害
者
で
あ

っ
た
ら
そ
の
よ
う
な
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
納
得
で
き
る
か
」
と
い

う
視
点
が
、
「
刑
罰
」
を
越
え
て
「
保
安
処
分
」
（
強
制
入
院
）
に
ま

で
妥
当
し
得
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
利
益
な
自
由
の

倒
奪
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
性
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
同
様
の
論

理
が
成
り
立
っ
可
能
性
が
あ
る
。
現
に
、
本
法
[
医
療
観
察
法
]
の

立
法
者
も
、
本
法
の
「
入
院
決
定
」
が
利
益
処
分
の
側
面
を
も
有
す

る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
自
由
に
対
す
る
制
約
で
あ
る
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
人
権
に
配
慮
し
た
適
正
な
手
続
が
必
要
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
な
手
続
だ
と
さ
れ
た
少
年
事
件
の
「
保

護
処
分
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
論
理
が
成
り
立
つ
根
拠
が
あ
る
と

い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
（
中
山
、
二
〇
〇
五
、
P
•2
4
6
)
 

そ
れ
は
、
責
任
主
義
の
原
則
と
そ
の
理
念
が
、
心
神
喪
失
者
を
刑

罰
か
ら
解
放
す
る
だ
け
で
な
く
、
刑
罰
の
代
替
物
で
あ
る
保
安
処
分

か
ら
も
解
放
す
る
と
こ
ろ
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
貢
任
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
保
安
処
分
を
基
礎
づ
け
る
ぺ
き
将
来
の
危

険
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
他

害
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
そ
れ
に
対
す
る
被
害
者
と
世
論
の
要
求

か
ら
だ
け
で
は
、
自
由
の
拘
束
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
が
共
通
の
結
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
（
上
の
引
用
文
へ
の

注
、
中
山
、
二
〇
〇
五
、

P
•2
5
0
)
 

こ
の
高
山
と
中
山
の
議
論
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
説
得
力
が
あ
る
。
し
か

し
、
功
利
主
義
者
に
と
っ
て
も
十
分
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ク
倫
理
学
か

ら
功
利
主
義
へ
の
橋
渡
し
を
目
論
む
R
.
M
•

ヘ
ア
は
、
「
自
由
と
理
性
」

で
こ
れ
と
関
連
し
た
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
（
ヘ
ア
、
一
九
八
二
、
p
.
1
7
0
 

以
下
）
。
道
徳
的
判
断
は
普
遍
化
可
能
な
指
令
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ア
の
立

場
で
は
、
「
相
手
の
立
場
に
身
を
骰
＜
」
こ
と
は
道
徳
的
思
考
の
甚
本
的

枠
組
で
あ
り
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
い
る
犯
罪
者
が
裁
判
官
に
向

か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
考
え
る
ぺ
き
だ
ろ
う
か
。

「
あ
な
た
が
か
り
に
私
だ
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
投
獄
さ
れ
る
こ
と

を
好
ま
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
あ
な
た
は
私
を
投
獄
す
る
と
い
う
あ

な
た
の
指
図
を
ど
の
よ
う
に
し
て
普
過
化
で
き
る
の
で
す
か
。
普
遍

化
で
き
な
い
な
ら
、
私
を
投
獄
す
べ
き
だ
と
ど
う
し
て
主
張
で
き
る

の
で
す
か
」
と
（
ヘ
ア
、
一
九
八
―-、

p
.

1
7
 

0)

(Hare, 

1
9
6
3
,
 
p
p
.
 
115 

’
6
)
。

こ
こ
で
、
裁
判
官
が
「
正
義
が
行
な
わ
れ
る
の
を
見
た
い
」
と
思
う
欲

求
が
、
犯
人
の
「
投
獄
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
欲
求
よ
り
も
弱
い
と
仮

定
す
る
。
そ
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
犯
人
の
投
獄
に
同
意
す
る
こ
と
が
難

し
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
裁
判
官
は
犯

人
の
投
獄
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
対
す
る
ヘ
ア
の
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
い
て
い

の
道
徳
的
思
考
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
る
ぺ
き
当
事
者
は
こ
の
二
人
だ
け

で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
の
人
ぴ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
自
分

と
犯
人
の
利
益
や
選
好
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
決
心
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
社
会
の
全
成
員
の
利
益
や
選
好
を
考
慮
し
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
犯
人
も
同
じ
思
考
法
を
と
れ
ば
、
原
理
的
に
は
裁
判
官
と
同
じ
結
論

に
逹
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
じ
議
論
は
、
裁
判
官
の
個
別
の
判
断
だ
け
で
は
な
く
、
立
法

措
既
に
つ
い
て
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
ヘ
ア
の
議
論
を
中
山
ら
の
議
論
に
適
用
し
た
場
合
、
は
た
し
て
彼

ら
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
ひ
と
ぴ
と
が
「
そ
れ
は
納
得
で
き
な
い
」
と

答
え
る
（
べ
き
）
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
私
が
心
神
喪
失
状
態
に
お
い
て
殺
人
を
犯
し

て
し
ま
っ
た
と
き
、
死
刑
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
い
だ
ろ
う

が
、
人
々
の
不
安
や
恐
怖
を
考
え
あ
わ
せ
た
と
き
、
強
制
入
院
と
い
う
不

利
益
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
ま
で
納
得
で
き
な
い
と
思
う
（
ぺ
き
）
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
。

と
す
る
と
、
中
山
ら
議
論
は
そ
の
ま
ま
で
は
う
ま
く
行
か
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
処
分
を
「
納
得
で
き
な
い
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、

「
「
危
険
性
」
の
点
で
は
同
じ
程
度
の
は
ず
な
の
に
、
他
害
行
為
を
行
な
っ

て
し
ま
っ
た
人
と
、
ま
だ
実
際
に
は
行
な
っ
て
い
な
い
人
の
扱
い
が
違
う

の
は
（
た
と
え
ば
「
法
の
も
と
で
の
平
等
」
に
反
す
る
の
で
）
納
得
で
き
な

い
」
と
い
う
形
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

七
、
功
利
主
義
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
論
の
今
後

も
ち
ろ
ん
、
ミ
ル
が
「
功
利
主
義
論
」
第
5

章
で
行
な
っ
て
い
る
よ
う

に
、
「
安
全
」
と
い
う
誰
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
重
要
な
価
値
の
た
め
に
、

単
な
る
社
会
的
便
宜
に
よ
っ
て
は
蹂
躙
さ
れ
な
い
よ
う
な
「
権
利
」
の
領

域
を
定
め
、
（
お
そ
ら
く
沢
任
主
義
に
も
と
づ
く
）
正
義
と
い
う
規
範
観
念

(
8
)
 

が
必
要
な
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
精

神
的
な
疾
息
を
負
っ
た
人
ぴ
と
に
対
す
る
偏
見
や
、
「
自
分
た
ち
と
は
違

う
」
と
い
っ
た
辛
』
別
意
識
が
、
人
ぴ
と
の
不
安
や
恐
怖
を
煽
っ
て
い
る
に

迎
い
な
い
こ
と
も
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
功
利
主
義
は
、
刑
罰
の
み
な
ら
ず
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
一
般
に
つ
い
て
の
責
任
主
義
と
い
う
大
原
則
を
越
え
て
し
ま
う
領
向
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
功
利
主
義
の
可
能
性
が
あ
る
と
見
る
ペ

き
な
の
か
、
限
界
が
あ
る
と
見
る
ぺ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
今
回
は
結
論

を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
「
沢
任
」
の
問
題
を
ど
う
扱
う
か
が

功
利
主
義
を
採
用
す
る
際
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
。

近
年
、
進
化
心
理
学
者
ら
が
、
従
来
主
流
で
あ
っ
た
人
間
の
心
理
と
行

動
に
つ
い
て
文
化
的
．
社
会
的
現
境
が
ほ
と
ん
ど
す
ぺ
て
を
決
定
し
て
い

る
と
い
う
「
慄
準
社
会
科
学
モ
デ
ル
」
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い
る
。
進
化

心
理
学
者
ら
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
行
動
も
他
の
動
物
と
同
じ
よ
う
に
進
化

を
土
台
と
し
た
生
物
学
的
な
基
盤
の
上
で
考
察
さ
れ
な
お
す
ぺ
き
で
あ
る
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注(

1

)

 

ペ
ン
サ
ム
の
訳
語
訳
文
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原
則
と
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ン
サ
ム
(
-
九
六
七
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（
長
谷
川
・
長
谷
川
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0
0
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ピ
ン
カ
ー
、
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0
四
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人
々
の
逸
脱

行
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に
つ
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て
も
進
化
論
的
基
盤
の
上
で
考
え
な
お
す
こ
と
が
、
そ
の
処

遇
や
対
策
を
考
え
、
ま
た
社
会
的
防
衛
を
行
な
う
上
で
重
要
で
あ
る
と
主

張
す
る
論
者
も
い
る
。

功
利
主
義
の
最
大
の
目
的
の
ひ
と
っ
で
あ
る
予
防
と
い
う
観
点
か
ら
刑

罰
を
考
え
た
場
合
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こ
れ
ら
の
知
見
は
、
批
刑
や
資
任
お
よ
ぴ
矯
正
の
問

題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
要
求
す

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
体
内
の
男
性
ホ
ル
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の
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大
き
な
影
蓉
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が
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か
っ
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。
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々
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感
じ
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由
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し
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。
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レ
イ
プ

や
殺
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は
我
々
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過
去
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進
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現
境
の
な
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で
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適
応
的
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
す
る
論
者
も
い
る
（
デ
ィ
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
一
九
九

九
）
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B
u器
•
2
0
0
5
)
 
(
ソ
ー
ン
ヒ
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・
パ
1

マ
ー
、
二
〇
〇
六
）
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理
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ネ
ッ
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―
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0
0
五
）
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再
犯
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繰
り
返
す
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
に
対
し
て
、
終
身
刑
な
ど
に
替
え
て

（
自
発
的
）
化
学
的
去
努
と
い
う
「
治
療
」
を
行
な
う
こ
と
の
利
点
を
考

察
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
社
会
的
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
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の
傾
向
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じ
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。
こ
こ
で
も
再
ぴ
、
功
利
主
義

(
9
)
 

的
思
考
の
可
能
性
と
限
界
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

山
下
訳
に
従
う
。

(
2
)
た
と
え
ば
T
e
n
(
1
9
9
1
)
や
B
e
d
a
u(
2
0
0
5
)
 

(
3
)
ミ
ル
の
訳
文
・
訳
語
は
、
原
則
と
し
て
ミ
ル
(
-
九
六
七
）
に
従
う

が
、
原
文
を
参
照
し
、
策
者
の
判
断
で
表
現
を
変
更
し
て
い
る
。
ま
た

内
井
（
一
九
八
八
）
を
部
分
的
に
参
考
に
し
た
。

(
4
)
島
内
（
二
0
0
1―
-
)
は
ア
ダ
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。
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デ
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。
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〇
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