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事
実
連
関
と
し
て
の
条
件
関
係
(
一
)

二≡四五

序c
o
n
d
i
t
i
o
s
i
n
e
q
u
a
n
o
n
公
式
(
以
上
本
号
)

合
法
別
的
条
件
公
式

原
因
性
判
断

・i;;h;

鼻
m
m一

　

序

濱　

本　

千
恵
子

行
為
と
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
う
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
原
因
-
結
果
関
係
に
あ
る
」
場
合
で
あ
る
。
で
は
'
こ
こ
に
い
う

「
原
因
」
と
「
結
果
」
と
は
'
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
判
断
は
、
伝
統
的
に
、
条
件
関
係

と
相
当
性
の
二
段
階
構
造
を
採
用
し
て
き
た
。
そ
し
て
条
件
関
係
は
事
実
連
関
と
解
さ
れ
'
い
わ
ゆ
る
C
O
n
d
i
t
i
o
s
i
n
e
q
u
a
n
O
n
公
式
(
以

(
-
)

下
で
は
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
と
す
る
)
　
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
し
か
L
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
対
し
て
は
、
以
前
か
ら
'
公
式
を
徹
底
し
た
場

合
の
結
論
の
不
合
理
さ
、
お
よ
び
当
該
公
式
の
仮
定
的
経
過
判
断
に
関
す
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
指
摘
を
受
け
へ
現
在
で

は
条
件
関
係
に
関
し
て
①
条
件
関
係
を
あ
-
ま
で
事
実
連
関
と
捉
え
t
 
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
修
正
を
加
え
つ
つ
も
こ
れ
を
維
持
す
る
'
②
条

件
関
係
を
規
範
的
関
係
と
捉
え
t
 
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
で
表
さ
れ
る
関
係
そ
れ
自
体
を
条
件
関
係
と
す
る
'
③
条
件
関
係
と
し
て
「
合
法
則
性
」
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を
要
求
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
①
・
②
の
見
解
は
現
実
と
仮
想
の
比
較
に
よ
っ
て
条
件
関
係
の
把
握
を
試
み

る
も
の
で
あ
-
、
特
に
②
は
'
刑
罰
目
的
の
観
点
か
ら
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
要
求
す
る
場
合
'
少
な
-
と
も
構
成
要
件
該
当
結
果
を
決
定
し
'
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
事
象
経
過
の

(
2
)

中
か
ら
当
該
結
果
と
関
連
す
る
因
果
系
列
を
選
び
出
す
に
は
'
「
刑
法
が
扱
う
べ
き
事
情
」
と
い
う
規
範
的
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し

か
し
規
範
的
視
点
か
ら
因
果
系
列
を
選
び
出
す
と
し
て
も
へ
そ
の
対
象
を
あ
-
ま
で
「
現
実
の
事
象
」
に
限
定
し
'
事
実
連
関
と
し
て
の

条
件
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
'
刑
法
的
な
評
価
の
対
象
を
確
定
す
る
た
め
に
必
要
な
行
程
で
は
な
か
ろ
う
か
。
条
件
関
係
も
ま
た

規
範
的
関
係
と
解
す
る
こ
と
は
'
「
事
実
連
関
」
の
確
認
を
放
棄
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
条
件
関
係
に
関
す
る
議
論
を
考

察
し
、
そ
の
事
実
連
関
と
し
て
の
意
義
と
性
質
を
確
認
し
た
い
。

二
　
c
o
n
d
i
t
i
o
s
i
n
e
q
u
a
n
o
n
公
式

r
　
通
説
的
見
解
と
公
式
の
修
正

刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
は
、
条
件
関
係
と
相
当
性
を
必
要
と
す
る
。
通
説
的
見
解
は
、
規
範
的
な
相
当
性
判
断
の
前
提
と
な
る
条
件

l
~
)

関
係
を
「
事
実
連
関
」
と
解
し
て
お
り
'
条
件
関
係
を
確
定
す
る
た
め
に
、
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
使
用
す
る
。
公
式
に
よ
れ
ば
'
「
そ
の
行

為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
'
そ
の
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
場
合
に
'
行
為
は
結
果
の
条
件
で
あ
る
。
反
対
に
、
行
為
が

な
く
と
も
同
様
の
結
果
が
発
生
す
る
'
つ
ま
り
結
果
発
生
を
回
避
し
え
な
い
な
ら
'
行
為
は
結
果
の
条
件
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
t
 
c
・

s
.
q
.
n
.
公
式
は
現
実
の
経
過
と
「
行
為
が
な
か
っ
た
場
合
」
と
い
う
反
事
実
的
な
仮
定
的
経
過
の
比
較
考
察
を
内
容
と
し
て
お
-
'
相
当

<
u
-
,
i

性
判
断
の
前
提
と
な
る
「
事
実
連
関
」
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
結
果
の
回
避
可
能
性
を
も
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
支
持
者
に
よ
れ
ば
、
公
式
は
「
違
法
性
と
個
人
責
任
の
事
実
的
基
礎
と
し
て
の
条
件
関
係
を
可
能
な
限
り
事
実
的
か

(<ct

つ
明
確
に
確
定
す
る
機
能
を
持
つ
」
　
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
多
-
の
見
解
は
こ
の
公
式
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
t
 
c
.
s
.
q
.

n
.
公
式
を
直
裁
に
適
用
す
る
と
、
仮
定
的
因
果
経
過
事
例
(
「
殺
人
犯
に
息
子
を
殺
害
さ
れ
た
父
親
が
、
復
皆
の
た
め
'
殺
人
犯
の
死
刑

執
行
が
な
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
'
執
行
人
を
押
し
の
け
て
自
ら
死
刑
執
行
ボ
タ
ン
を
押
し
、
殺
人
犯
を
殺
害
し
た
」
と
い
う
「
死

刑
執
行
事
例
」
)
へ
お
よ
び
択
1
的
競
合
事
例
(
「
二
人
の
人
間
A
t
 
B
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
独
立
に
t
 
c
の
飲
み
物
が
入
っ
た
1
つ
の
コ

ッ
プ
の
中
に
致
死
量
の
同
じ
毒
薬
を
入
れ
へ
そ
れ
を
飲
ん
だ
C
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
「
毒
薬
事
例
」
)
　
で
条
件
関
係
が
否
定
さ
れ
、
「
妥

当
な
結
論
」
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
修
正
が
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
公
式
の
修
正
に
対

o

す
る
批
判
は
す
で
に
多
-
の
文
献
で
な
さ
れ
て
い
る
た
め
'
以
下
で
は
修
正
の
概
要
と
問
題
点
を
大
ま
か
に
の
み
指
摘
す
る
。

(
8
)

第
1
に
'
仮
定
的
経
過
判
断
に
お
い
て
は
結
果
を
具
体
的
に
規
定
す
る
　
(
具
体
的
結
果
規
定
)
。
こ
れ
は
結
果
規
定
に
〓
疋
の
事
情
を

(o-)

敬
-
込
ん
で
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
で
'
原
因
と
代
替
原
因
を
区
別
す
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
死
刑
執
行
事
例
に
お
い
て
結

果
を
「
父
親
の
行
為
に
よ
る
死
」
と
す
れ
ば
、
既
に
父
親
の
行
為
と
結
果
の
因
果
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
具

(
」
/

体
的
結
果
規
定
は
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
因
果
性
が
結
果
に
含
ま
れ
る
と
い
う
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
果
規
定
に
取
り
込

む
事
情
を
慈
恵
的
に
決
定
し
う
る
た
め
、
直
感
的
に
「
結
果
を
帰
属
す
べ
き
」
と
判
断
さ
れ
た
者
の
行
為
に
つ
い
て
、
常
に
条
件
関
係
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

第
二
に
、
仮
定
的
因
果
経
過
事
例
で
は
、
行
為
を
差
し
引
い
た
後
へ
　
「
現
実
化
し
て
い
な
い
い
か
な
る
事
情
も
付
け
加
え
て
考
え
て
は

1
〓
l

な
ら
な
い
」
　
(
付
け
加
え
禁
止
説
)
。
確
か
に
、
死
刑
執
行
事
例
に
お
い
て
現
実
化
し
て
い
な
い
執
行
人
の
行
為
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
、

「
父
親
の
行
為
が
な
け
れ
ば
殺
人
犯
は
死
亡
し
な
か
っ
た
」
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
修
正
は
、
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
と
は
相
容
れ
な
い
。
と

い
う
の
は
'
「
行
為
が
な
か
っ
た
場
合
」
の
仮
定
的
経
過
を
問
う
c
.
s
.
q
.
ロ
.
公
式
の
構
造
上
へ
現
実
の
経
過
か
ら
行
為
を
差
し
引
-
場
合
へ
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当
該
行
為
が
存
在
し
た
は
ず
の
場
所
に
何
ら
か
の
仮
定
的
な
事
情
を
付
け
加
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
'
「
複
数
の
条
件
が
'
択
一
的
に
差
し
引
い
て
も
結
果
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
重
畳
的
に
は
差
し
引
-
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
」
に
は
'
各
々
の
条
件
に
つ
い
て
結
果
と
の
条
件
関
係
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
は
択
一
的
競
合
事
例
を
念
頭
に
置
い
た
修

正
で
あ
る
。
毒
薬
事
例
で
は
t
 
A
・
B
の
行
為
を
一
方
の
み
差
し
引
い
て
も
結
果
は
生
じ
る
が
'
双
方
を
共
に
差
し
引
け
ば
結
果
は
発
生

(
2
)

し
な
い
の
で
、
A
・
B
共
に
結
果
の
「
条
件
」
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
修
正
は
、
複
数
の
条
件
を
共
に
差
し
引
-
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
修
正
を
行
う
た
め
に
は
、
共
に
差
し
引
く
べ
き
条
件
の
性
質
と
そ
れ
ら
の
数
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ

(S)

う
な
行
為
の
性
質
は
'
ま
さ
に
条
件
関
係
を
確
認
し
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
0

そ
も
そ
も
「
妥
当
な
結
論
」
を
導
-
た
め
に
修
正
を
加
え
る
と
い
う
手
法
の
背
後
に
は
'
「
行
為
者
の
行
為
か
ら
結
果
が
生
じ
た
こ
と

は
明
ら
か
」
と
す
る
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
通
説
的
見
解
は
t
 
c
.
s
-
q
.
n
.
公
式
の
「
事
実
連
関
判
断
」

と
「
結
果
回
避
可
能
性
判
断
」
を
暗
黙
の
う
ち
に
区
別
し
'
結
果
回
避
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
も
条
件
関
係
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
公
式

(
_
5
)

を
修
正
し
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
特
徴
は
'
仮
定
的
経
過
に
お
い
て
、
当
該
行
為
以
外
に
結
果
を
惹
起
し
う
る

何
ら
か
の
事
情
が
存
在
し
た
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
想
定
さ
れ
う
る
代
替
原
因
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
L
t
あ
る
い
は
行
為

者
の
行
為
と
共
に
「
別
の
条
件
」
を
差
し
引
-
方
法
は
'
仮
定
的
経
過
を
考
察
す
る
と
い
う
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
基
本
的
視
座
か
ら
逸
脱
す

る
こ
と
に
な
る
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
維
持
し
っ
つ
'
「
妥
当
な
」
結
論
を
導
-
た
め
に
仮
定
的
経
過
判
断
を
排
除
す
る
修
正
は
無
意
味
で

あ
り
'
い
ず
れ
も
採
用
し
え
な
い
。
修
正
と
公
式
が
両
立
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
我
々
は
あ
-
ま
で
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
維
持
し
て
結
果

回
避
可
能
性
判
断
を
受
け
入
れ
る
か
、
公
式
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る
か
、
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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口
　
論
理
的
結
合
説

二上
記
の
通
説
的
見
解
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
論
理
的
結
合
説
は
、
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
お
い
て
結
果
回
避
可
能
性
判
断
こ
そ
が
重
要
と
考
え
、

(
1
6
)

条
件
関
係
に
単
な
る
事
実
関
係
以
上
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
論
理
的
結
合
説
に
よ
れ
ば
、
条
件
関
係
と
は
事
実
関
係
で
は
な
く
仮

定
的
・
論
理
的
な
結
合
関
係
で
あ
-
ち
 
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
で
表
さ
れ
る
関
係
そ
れ
自
体
が
条
件
関
係
で
あ
る
。
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
通
用
し
て

(
E

条
件
関
係
が
否
定
さ
れ
れ
ば
'
そ
れ
は
当
該
公
式
の
有
す
る
「
刑
事
責
任
限
定
機
能
」
が
働
い
た
結
果
で
あ
-
、
そ
の
結
論
を
変
更
す
る

た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
判
断
公
式
に
修
正
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
見
解
は
'
通
説
が
不
合
理
で
あ
る
と
考
え
た
結
論
を
、

む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
結
果
回
遊
可
能
性
判
断
を
行
う
場
合
も
仮
定
的
経
過
に
「
付
け
加
え
る
べ
き
事
情
」
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
が
問
題
と

(

1

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

2

)

な
る
。
回
避
可
能
性
原
理
を
徹
底
す
れ
ば
、
考
え
う
る
仮
定
的
事
情
を
全
て
付
け
加
え
て
考
慮
す
べ
き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ

(?.1

う
に
無
制
限
に
仮
定
的
事
情
を
考
慮
す
る
見
解
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
多
-
は
行
為
者
の
実
際
の
行
為
を
「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
と
代

置
し
'
付
け
加
え
る
べ
き
事
情
に
〓
疋
の
制
限
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
'
「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
　
に
は
'
そ
の
期
待
の
程
度
に
よ
っ

て
幅
が
生
じ
る
。
意
図
的
に
被
害
者
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
殺
し
た
場
合
'
法
は
行
為
者
に
対
し
て
「
他
者
を
ナ
イ
フ
で
刺
す
と
い
う
行
為
を

行
わ
な
い
こ
と
」
を
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
作
為
犯
に
つ
い
て
は
比
較
的
容
易
に
代
置
行
為
を
仮
定
し
う
る
。
反
対

に
、
道
交
法
に
反
し
た
自
動
車
走
行
に
よ
り
通
行
人
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
へ
　
「
追
行
法
の
定
め
に
従
っ
た
走
行
」
か
ら
'
そ
も
そ
も

(
2
1
)

自
動
車
を
運
転
し
な
い
こ
と
ま
で
も
選
択
肢
に
含
ま
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
へ
「
法
が
期
待
す
る
行
為
」
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
は
論

(
2
2
)

理
的
結
合
説
の
内
部
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

Ⅲ
　
仮
定
的
経
過
に
付
け
加
え
る
べ
き
事
情
を
考
察
す
る
際
へ
行
為
者
の
行
為
そ
れ
自
体
と
'
行
為
者
以
外
の
介
入
事
情
に
着
目
す
る
と
、

判
断
は
大
き
-
二
つ
の
ケ
ー
ス
に
分
か
れ
る
。
第
一
に
、
行
為
者
の
現
実
の
行
為
を
「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
と
代
置
し
た
後
'
仮
定
的
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(
2
3
)

経
過
に
お
い
て
'
代
置
行
為
そ
れ
自
体
が
代
替
原
因
と
な
-
う
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
'
行
為
者
の
代
置
行
為
に
起
因

す
る
仮
定
的
経
過
を
考
察
し
、
結
果
発
生
の
有
無
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
山
口
に
よ
れ
ば
、
付
け
加
え
る
べ
き
行
為
は
「
単
に
『
な
し
た
で
あ
ろ
う
行
為
』
　
で
は
な
-
」
、
作
為
犯
の
場
合
に
は
単
な
る

不
作
為
へ
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
作
為
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
作
為
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
'
京
踏
切
事
件
は
不
作
為
犯
で
あ
り
'
運
転
手

に
肯
定
し
う
る
作
為
義
務
(
急
制
動
ま
た
は
警
笛
吹
鳴
な
ど
)
を
仮
定
し
て
も
結
果
回
避
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
条
件
関
係
は
否
定
さ

(?.1

れ
る
と
い
う
。
反
対
に
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
に
つ
い
て
は
へ
　
「
危
険
性
が
除
去
さ
れ
な
い
行
為
を
行
っ
た
」
作
為
犯
と
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
。

追
越
し
が
な
け
れ
ば
　
(
単
な
る
不
作
為
)
事
故
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
条
件
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
。

付
け
加
え
る
べ
き
事
情
を
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
区
別
す
る
な
ら
'
そ
の
作
為
/
不
作
為
の
決
定
が
重
要
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

(
8

て
、
山
口
は
「
『
危
険
が
除
去
さ
れ
な
い
行
為
を
行
っ
た
』
以
上
へ
不
作
為
で
は
な
-
作
為
」
と
す
る
。
し
か
し
'
京
踏
切
事
件
に
お
い

て
運
転
手
は
　
「
前
方
注
視
義
務
に
反
し
て
列
車
を
運
転
す
る
行
為
」
、
つ
ま
り
「
危
険
性
が
除
去
さ
れ
な
い
行
為
」
を
行
っ
た
と
も
解
し

う
る
。
仮
に
こ
れ
を
作
為
犯
と
し
て
構
成
す
れ
ば
、
仮
定
的
経
過
に
お
い
て
列
車
の
運
転
手
は
そ
も
そ
も
列
車
を
運
転
し
な
い
こ
と
が
仮

定
さ
れ
'
幼
児
が
事
故
に
遭
う
こ
と
も
な
-
'
条
件
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
を
不
作
為
犯
と
解
せ
ば
'

法
定
の
追
越
間
隔
を
維
持
す
る
と
い
う
作
為
義
務
を
仮
定
し
、
条
件
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
山
口
の
見
解
で
は
、
条
件

関
係
判
断
の
前
段
階
で
あ
る
作
為
/
不
作
為
の
判
断
が
、
条
件
関
係
の
有
無
に
大
き
-
影
響
す
る
1
方
で
、
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
を
決

(
2
)

定
す
る
基
準
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
明
確
に
決
定
し
え
な
け
れ
ば
、
条
件
関
係
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
た
め
に
、

恋
意
的
に
作
為
/
不
作
為
の
決
定
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
様
に
論
理
的
結
合
説
を
主
張
す
る
町
野
は
'
行
為
者
の
作
為
/
不
作
為
に
か
か
わ
ら
ず
'
「
法
の
期
待
に
反
し
な
い
行
為
で
あ
れ
ば
、

合
法
な
行
為
は
も
ち
ろ
ん
'
合
法
と
は
い
え
な
-
て
も
'
結
果
発
生
の
可
能
性
の
低
い
行
為
で
あ
れ
ば
'
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
」
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や
「
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
を
欠
-
」
行
為
を
付
け
加
え
て
考
え
る
。
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
で
は
、
事
故
の
客
観
的
予
見
可
能
性
が
あ

る
場
合
に
追
越
し
を
付
け
加
え
て
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
　
(
結
果
予
見
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
追
越
し
を
行
う
こ
と
を

法
は
期
待
し
な
い
)
、
「
追
越
し
に
よ
る
事
故
の
発
生
」
と
い
う
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
に
欠
け
る
場
合
に
は
'
追
越
行
為
を
付
け
加

え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

し
か
し
'
こ
の
見
解
に
も
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
'
付
け
加
え
る
べ
き
事
情
の
判
断
基
準
を
「
客
観
的
」
予
見
可
能
性
に
限
定
す
る
と
、

例
え
ば
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
に
お
い
て
、
自
転
車
乗
り
が
極
度
に
酪
酎
し
て
い
る
こ
と
を
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
転
手
は
認
識
し
て
い
る
が
客
観

的
に
は
判
別
不
能
で
あ
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
追
越
し
は
「
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
を
欠
-
」
。
し
た
が
っ
て
　
(
合
義

務
的
な
間
隔
で
の
)
迫
越
行
為
が
付
け
加
え
ら
れ
'
条
件
関
係
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
論
を
回
避
す
る
た
め
に
、
行
為
者
が

特
別
な
事
情
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
'
法
が
「
当
該
認
識
に
従
っ
て
結
果
を
回
避
し
う
る
よ
う
な
態
度
」
を
期
待
す
る
と
考
え
る
こ
と

*/'l)

も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
自
転
車
乗
り
の
酢
酎
状
態
を
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
転
手
が
認
識
し
て
い
た
場
合
'
追
越
行
為
を

付
け
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
'
条
件
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
へ
　
判
断
基
準
は
最
終
的
に
行
為
者
の
主
観
的
予
見
可
能

(
2
9
)

性
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
仮
定
的
事
情
を
「
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
」
と
す
る
と
、
例
え
ば
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
に
お

い
て
法
定
の
迫
越
間
隔
が
ほ
と
ん
ど
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
は
巻
き
込
み
事
故
が
発
生
し
な
い
と
い
う
事
情
が
認
め

ら
れ
る
な
ら
'
付
け
加
え
る
べ
き
迫
越
行
為
は
、
必
ず
し
も
道
交
法
に
従
っ
た
合
義
務
的
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
追
越
し
を
付
け
加

え
る
際
へ
　
ど
の
程
度
の
間
隔
を
想
定
す
べ
き
か
へ
　
そ
の
判
断
は
非
常
に
暖
味
な
も
の
と
な
る
。

∽
　
第
二
に
、
行
為
者
の
行
為
を
代
置
し
た
後
の
経
過
に
'
別
の
事
情
(
第
三
者
の
行
為
な
ど
)
が
介
入
す
る
こ
と
で
結
果
が
発
生
す
る

(
3
0
)

と
予
測
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
代
置
行
為
の
決
定
と
同
様
'
介
入
事
情
の
選
別
基
準
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
行

為
者
以
外
の
事
情
に
つ
い
て
、
山
口
は
、
行
為
者
の
行
為
の
前
後
に
か
か
わ
ら
ず
「
現
実
化
」
し
た
代
替
原
因
は
考
慮
し
、
反
対
に
行
為
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者
の
な
す
べ
き
行
為
を
仮
定
し
た
場
合
に
行
わ
れ
な
-
な
る
も
の
や
'
同
様
の
場
合
に
「
予
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
代
替
原
因
で
あ
る
他

(
S

人
の
行
為
の
考
慮
は
否
定
」
す
る
。
行
為
者
以
外
の
事
情
を
制
限
す
る
こ
と
で
'
「
A
が
C
を
射
殺
し
た
が
、
射
殺
し
な
け
れ
ば
B
が
C

を
射
殺
し
た
で
あ
ろ
う
(
射
殺
事
例
)
」
と
い
う
場
合
に
も
t
 
A
に
条
件
関
係
を
認
め
う
る
。
一
方
へ
町
野
は
、
行
為
者
で
あ
れ
第
三
者

で
あ
れ
法
的
に
期
待
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
行
為
は
付
け
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
'
行
為
者
以
外
の
事
情
に
つ
い
て
も

へ

3

2

)

「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
　
の
み
に
限
定
し
て
考
慮
し
'
射
殺
事
例
で
条
件
関
係
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
「
条
件
関
係
の
断
絶

(
「
A
が
C
に
致
死
量
の
毒
薬
を
飲
ま
せ
た
が
、
毒
が
効
-
前
に
B
が
C
を
射
殺
し
た
」
と
い
う
ケ
ー
ス
)
」
や
択
1
的
競
合
事
例
に
お
い

(pj

て
条
件
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
違
法
な
代
替
行
為
で
あ
っ
て
も
現
実
化
し
た
も
の
は
考
慮
す
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仮
定
的
経
過
は
行
為
者
の
代
置
行
為
を
起
点
と
す
る
予
測
に
基
づ
い
て
お
り
へ
そ
こ
に
付
け
加
え
る
べ
き
事
情
と
は
「
当

該
経
過
に
介
入
す
る
と
予
測
さ
れ
る
事
情
」
　
で
あ
る
。
つ
ま
-
、
仮
定
的
経
過
に
お
け
る
事
情
の
現
実
化
・
潜
在
化
の
相
違
は
'
か
つ
て

I
-
r
,

山
口
自
身
が
指
摘
し
た
よ
う
に
'
「
現
実
化
の
程
度
の
差
」
'
蓋
然
性
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
暖
味
な
「
現
実
化
」
と
「
潜
在

化
」
　
の
区
別
に
よ
っ
て
仮
定
的
事
情
を
制
約
す
る
根
拠
は
'
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
'
付
け
加
え
る
べ
き
事
情

を
制
約
す
る
の
は
、
潜
在
的
か
つ
違
法
な
代
替
原
因
に
よ
る
結
果
惹
起
を
理
由
と
し
た
行
為
者
処
罰
の
否
定
が
「
法
益
保
護
の
見
地
か
ら

(

∬

]

し
て
合
理
的
で
は
な
い
」
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
「
合
理
的
で
な
い
」
　
の
は
'
刑
法
が
「
当
該
法
益
を
保
護
す
べ
き
」
へ
　
「
当
該
行

為
者
に
よ
る
法
益
侵
害
を
処
罰
す
べ
き
」
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
な
ら
、
代
替
原
因
に
高
度
の
蓋
然
性
を
認
め
う
る
場
合
に
も
'
「
当
該

行
為
者
に
よ
る
法
益
侵
害
を
処
罰
す
べ
き
」
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
'
違
法
な
行
為
を
付
け
加
え
る
こ
と
が

サ
a

「
刑
法
の
矛
盾
挙
動
」
　
で
あ
る
な
ら
へ
　
そ
の
現
実
化
・
潜
在
化
に
か
か
わ
ら
ず
仮
定
的
経
過
へ
の
付
け
加
え
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

代
替
原
因
の
現
実
化
・
潜
在
化
に
よ
っ
て
仮
定
的
事
情
の
考
慮
を
制
約
す
る
見
解
は
'
そ
の
根
拠
を
示
し
え
な
い
と
言
え
よ
う
。

(
3
7
)

な
お
'
町
野
の
見
解
に
つ
い
て
は
'
結
果
の
抽
象
化
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
町
野
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
結
果
観
を
採
用
し
て
常
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に
条
件
関
係
を
認
め
れ
ば
'
「
条
件
関
係
の
存
在
を
要
求
す
る
こ
と
が
'
刑
責
を
限
定
す
る
機
能
を
実
質
的
に
は
持
ち
得
な
い
」
た
め
、

「
あ
る
程
度
の
結
果
の
抽
象
化
二
般
化
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
抽
象
化
の
基
準
は
「
定
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
」
で

あ
り
、
「
個
々
の
具
体
的
場
合
に
お
い
て
条
件
関
係
を
肯
定
す
る
の
が
正
当
か
ど
う
か
と
い
う
実
質
的
な
考
慮
が
'
あ
る
程
度
先
行
し
た

(
3

う
え
で
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
'
「
行
為
と
結
果
と
の
間
に
条
件
関
係
を
認
め
う
る
か
否
か
」
を
判
断
す
る
た
め
の

前
提
と
な
る
結
果
規
定
の
段
階
で
'
す
で
に
条
件
関
係
が
先
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
'
条
件
関
係
の
「
刑
責
を
限
定
す
る
機

能
」
は
'
実
質
的
に
は
判
断
者
の
直
感
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

刷
　
以
上
の
よ
う
に
、
条
件
関
係
を
論
理
的
関
係
と
解
し
'
回
遊
可
能
性
判
断
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
仮
定
的
事
情
に
関
す
る
選
定
基
準

が
暖
味
で
、
現
実
に
こ
れ
を
通
用
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
な
暖
昧
さ
は
'
結
果
回
避
可
能
性
の
意
味
内
容

が
明
ら
か
に
き
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
-
「
結
果
回
避
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
'
行
為
の
時
点
で
刑
法
が

結
果
回
避
を
期
待
し
え
た
　
(
し
た
が
っ
て
行
為
者
に
結
果
回
避
行
為
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
っ
た
)
と
い
う
意
味
と
、
事
後
的
に
見
て
現

実
的
に
結
果
が
回
避
さ
れ
え
た
と
い
う
意
味
で
、
二
つ
の
異
な
る
回
遊
可
能
性
を
考
え
う
る
の
で
あ
る
が
'
上
記
で
検
討
し
た
見
解
に
お

い
て
は
'
こ
れ
ら
が
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
仮
定
的
事
情
の
考
慮
は
「
法
が
期
待
す
る
行
為
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
代
替
原
因
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
回
避
可
能
性
に
関
す
る
理
論
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
を
区
別

す
る
こ
と
な
-
一
律
に
扱
う
こ
と
で
'
基
準
の
明
確
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
条
件
関
係
を
論
理
的
関
係
と
解
す
る

場
合
'
条
件
関
係
判
断
が
担
っ
て
き
た
は
ず
の
「
事
実
連
関
の
確
認
」
が
へ
そ
の
地
位
を
失
っ
て
い
る
。
刑
法
的
評
価
の
対
象
を
確
定
す

る
た
め
に
は
、
行
為
と
結
果
の
事
実
的
結
び
つ
き
の
確
認
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
確
認
を
条
件
関
係
判
断
の
段
階
か
ら
放
逐
し
っ
つ
、

(
3
9
)

「
法
益
侵
害
の
結
果
と
実
行
行
為
と
を
結
び
つ
け
る
何
ら
か
の
　
『
靭
帯
』
が
'
単
な
る
事
実
関
係
の
ほ
か
に
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と

は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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D
　
条
件
関
係
と
は
異
な
る
回
避
可
能
性
判
断

一回
避
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
条
件
関
係
と
し
て
考
慮
す
る
の
で
は
な
く
'
因
果
関
係
と
は
区
別
し
た
上
で
'
構
成
要
件
段
階
で

考
慮
す
る
見
解
も
あ
る
。
例
と
し
て
'
カ
ー
ル
ス
と
ザ
ム
ゾ
ン
の
回
避
可
能
性
原
理
を
概
略
し
て
お
こ
う
。

の
　
カ
ー
ル
ス
は
'
因
果
関
係
を
「
自
然
科
学
的
因
果
性
」
と
し
た
う
え
で
'
こ
れ
が
帰
属
基
準
と
し
て
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
、
回
避

(
S

可
能
性
判
断
を
中
心
と
す
る
新
た
な
帰
属
基
準
を
提
案
し
た
。
彼
は
'
不
真
性
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
行
為
者
に
結
果
回
避
可
能
で
あ
る

場
合
に
の
み
当
該
結
果
が
帰
属
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
回
避
可
能
性
原
理
を
作
為
犯
の
場
合
に
も
展
開
し
、
「
行
為
者
が
結
果
を
全
体

と
し
て
み
て
回
避
可
能
で
あ
り
t
　
か
つ
法
が
彼
に
そ
の
回
避
を
命
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
回
避
し
な
か
っ
た
場
合
に
'
結
果
は
行
為

者
に
帰
属
さ
れ
る
」
と
す
る
。
作
為
犯
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
の
基
準
は
'
法
に
よ
る
結
果
回
避
命
令
と
'
事
後
的
に
判
明
す
る
回
避
可
能

性
が
結
合
し
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
回
避
可
能
性
判
断
の
た
め
に
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
作
為
犯
の

(S)

事
例
で
は
「
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
'
決
し
て
因
果
公
式
で
は
あ
り
え
な
い
が
へ
回
避
可
能
性
を
的
確
に
規
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
1
つ
の
実
用

(
S

的
な
帰
属
公
式
で
あ
る
」
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
結
果
を
回
避
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
、
そ
れ
が
　
(
自
然
科
学
的
)

因
果
的
要
素
を
形
成
す
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
「
c
o
n
d
i
t
i
o
(
条
件
)
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ー
ル
ス
は
'
「
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
」
を
前
提
と
し
た
た
め
'
帰
属
原
理
と
し
て
の
因
果
性
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る

が
'
彼
の
理
論
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
前
提
よ
り
も
む
し
ろ
以
下
の
点
で
あ
る
.
カ
ー
ル
ス
の
考
え
る
「
c
o
n
d
i
t
i
o
l
と
は
、

【りl

現
実
的
な
回
避
可
能
性
と
法
的
な
意
味
で
の
回
避
可
能
性
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
'
い
わ
ゆ
る
仮
定
的
因
果
経
過
事
例
や
択
1

的
競
合
事
例
で
は
'
行
為
者
に
回
避
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ー
ル
ス
は
'
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
回
避
可
能
性

原
理
を
修
正
す
る
。
例
え
ば
仮
定
的
因
果
経
過
事
例
に
お
い
て
'
行
為
者
に
向
け
ら
れ
る
結
果
回
避
義
務
と
は
「
自
分
以
外
の
第
三
者
が
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結
果
回
避
措
置
を
取
る
た
め
の
機
会
を
提
供
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
提
供
さ
れ
た
機
会
を
他
者
が
利
用
し
た
か
否
か
は
回
避
義
務
の
成
立

'?J

に
は
無
関
係
で
あ
る
た
め
'
行
為
者
が
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
彼
に
と
っ
て
現
実
に
は
結
果
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た
と
事
後
的
に

(
S

判
明
し
て
も
、
「
法
的
に
は
」
結
果
回
避
可
能
で
あ
っ
た
t
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

IS)

結
局
'
カ
ー
ル
ス
の
回
避
可
能
性
原
理
は
、
「
全
て
F
回
避
義
務
』
　
の
有
無
と
い
う
規
範
的
判
断
に
依
存
」
せ
ざ
る
を
え
ず
'
彼
の
主

張
す
る
「
c
o
n
d
i
t
i
o
j
は
'
行
為
者
の
義
務
違
反
的
な
事
情
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
.
そ
の
結
果
、
ま
さ
に
行
為
者
の
結
果
回
避
が
問

題
と
な
る
よ
う
な
事
例
で
も
'
条
件
説
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
結
論
が
導
か
れ
る
。
し
か
も
彼
が
回
避
可
能
性
原
理
に
修
正
を
加
え
る
根

(
4
7
)

拠
は
'
各
々
の
事
例
に
お
い
て
'
行
為
者
が
「
被
害
者
の
死
に
対
し
て
責
任
を
有
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
の
疑
い
も
な
い
」
と
い
う

直
観
的
な
判
断
に
の
み
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
ま
さ
に
「
行
為
と
結
果
の
結
び
つ
き
」
'
つ
ま
-
因
果
関
係
を
前

提
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
因
果
性
を
放
棄
し
て
新
た
な
帰
属
基
準
を
立
て
る
と
い
う
彼
の
目
的
は
失
敗
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
一
方
'
構
成
要
件
の
法
益
保
護
機
能
の
観
点
か
ら
、
回
避
可
能
性
判
断
を
結
果
規
定
に
取
り
入
れ
た
の
が
ザ
ム
ゾ
ン
で
あ
る
。
ザ
ム

ゾ
ン
に
よ
れ
ば
'
例
え
ば
殺
人
罪
に
お
い
て
'
法
秩
序
は
常
に
「
人
の
死
」
と
い
う
結
果
に
否
定
的
評
価
を
下
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が

回
避
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
'
当
該
行
為
の
禁
止
は
法
益
保
護
に
役
立
た
ず
'
「
死
」
に
対
し
て
も
ま
た
否
定
的
評
価
は
下
さ
れ
な
い
。

法
秩
序
が
否
定
的
評
価
を
下
す
た
め
に
は
'
当
該
結
果
が
回
避
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
'

t'ii

現
実
の
経
過
と
仮
定
的
経
過
を
比
較
し
、
前
者
で
法
益
の
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
'
つ
ま
-
法
益
侵
害
の
程
度
が
「
強
化
」
し
た
こ
と
を

S
)

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
代
替
原
因
は
因
果
性
の
領
域
で
は
な
-
'
各
構
成
要
件
ご
と
に
結
果
規
定
の
段
階
で
考
慮
さ
れ

(
5
0
)

る
こ
と
に
な
る
O
例
え
ば
生
命
の
短
縮
は
「
強
化
」
　
の
1
形
態
で
あ
り
'
行
為
が
生
命
を
短
縮
し
な
か
っ
た
場
合
へ
当
該
行
為
は
不
処
罰

K

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

5

2

)

と
な
る
。
こ
の
見
解
は
'
構
成
要
件
段
階
で
刑
事
責
任
を
限
定
す
る
が
'
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う
に
客
体
の
保
護
価
値
が
減
少
す
る
と
考
え

る
の
で
は
な
-
'
行
為
の
禁
止
が
(
実
際
に
)
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
し
ザ
ム
ゾ
ン
は
、
代
替
原
田
が
人
的
行
為
で
あ
る
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場
合
に
'
自
身
の
回
避
可
能
性
原
理
に
制
限
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
為
者
に
も
代
替
行
為
者
に
も
不
作
為
義
務
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
「
双
方
が
同
7
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
規
範
適
合
的
に
振
る
舞
う
限
-
、
法
益
保
護
の
効
果
が
あ
っ
た
」
と
考
え
る

(
5
3
)

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
代
替
原
因
が
自
然
現
象
で
な
い
限
り
'
多
く
の
場
合
結
論
は
通
説
と
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(a)

し
か
し
、
法
益
侵
害
が
強
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
「
先
行
す
る
因
果
経
過
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
決
定
さ
れ
え
な
い
」
。
ザ

ム
ゾ
ン
の
見
解
に
よ
れ
ば
'
結
果
規
定
に
先
立
っ
て
因
果
性
が
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
こ
の
因
果
性
は
「
行
為

と
結
果
」
と
の
間
の
関
係
で
あ
っ
て
へ
そ
の
関
係
を
確
定
す
る
た
め
に
は
結
果
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
I
が
指
摘
し
た
よ

じ胡E

う
に
'
結
果
規
定
の
段
階
で
仮
定
的
経
過
を
考
慮
す
る
見
解
は
'
必
然
的
に
循
環
論
法
に
陥
る
の
で
あ
る
。

畑
　
カ
ー
ル
ス
お
よ
び
ザ
ム
ゾ
ン
の
回
避
可
能
性
原
理
は
'
そ
れ
ぞ
れ
結
果
回
避
義
務
と
法
益
保
護
か
ら
要
求
さ
れ
る
回
避
可
能
性
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
多
少
の
混
乱
は
あ
る
も
の
の
'
上
述
し
た
回
避
可
能
性
の
二
つ
の
側
面
'
つ
ま
り
事
前
的
な
(
義

務
と
し
て
の
)
　
回
避
可
能
性
と
事
後
的
な
　
(
法
益
保
護
の
た
め
の
)
　
回
避
可
能
性
を
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
と
一
手
見
よ
う
。
刑
法
理
論
に

お
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
考
慮
す
る
う
え
で
'
非
常
に
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
双
方
の
見
解
と
も
条
件
関
係
を

前
提
と
し
て
初
め
て
展
開
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
'
結
局
の
と
こ
ろ
へ
そ
の
前
提
と
な
る
条
件
関
係
の
考
察
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
の
で
あ
る
。

㈲
　
仮
定
的
経
過
判
断
に
つ
い
て
の
検
討

上
述
の
よ
う
に
、
論
理
的
結
合
説
は
条
件
関
係
を
論
理
的
関
係
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
'
何
ら
か
の
形
で
行
為
と

結
果
と
の
「
事
実
連
関
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
事
実
連
関
の
確
認
は
従
来
通
り
c
.
s
.
q
.
ロ
.
公
式
が

担
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
よ
っ
て
事
実
連
関
を
確
認
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
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H

ろ
'
当
該
公
式
は
結
論
の
不
合
理
性
の
み
な
ら
ず
へ
そ
の
判
断
構
造
に
つ
い
て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

0
　
例
え
ば
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
は
'
行
為
が
な
け
れ
ば
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
'
行
為
と
結
果
が
結
び
つ
い
て
い

s

る
こ
と
を
我
々
が
認
識
し
て
い
る
場
合
に
し
か
判
断
し
え
な
い
、
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
へ
上
述
の
よ
う
に
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
支
持
者
が

事
実
連
関
を
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
前
提
と
し
て
い
る
点
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
る
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
事
実
連
関
た
る
条
件
関
係
の

「
発
見
」
公
式
と
捉
え
る
な
ら
へ
公
式
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
関
係
が
す
で
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
t
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
L
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
が
あ
る
種
の
法
則
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
公
式
を
支
持
す
る
多
く
の
論
者
も
認
め
る
と
こ

(K)

ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
'
法
則
性
は
条
件
関
係
を
「
補
強
」
.
す
る
た
め
に
役
立
ち
う
る
と
い
う
。
確
か
に
へ
公
式
を
適
用

I
;
*
,

す
る
た
め
の
一
基
準
と
し
て
法
則
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
少
な
-
と
も
法
則
的
な
結
び
つ
き
を
前
提
と

し
て
、
さ
ら
な
る
帰
属
判
断
と
し
て
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
通
用
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
の
批
判
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
た

だ
し
、
公
式
が
条
件
関
係
を
「
発
見
」
す
る
の
で
は
な
-
、
前
提
と
さ
れ
る
事
実
連
関
(
法
則
性
)
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る

指
摘
は
な
お
有
効
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
法
則
性
の
存
在
を
仮
定
的
経
過
判
断
の
補
強
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
立
場
は
'
事
実

(S)

連
関
の
確
認
が
不
可
能
な
場
合
に
も
条
件
関
係
を
認
め
う
る
こ
と
に
な
る
。
論
者
は
こ
の
よ
う
な
結
論
を
、
特
に
疫
学
的
因
果
関
係
の
判

断
に
際
し
て
有
効
と
み
な
す
よ
う
で
あ
る
が
、
事
実
連
関
が
明
ら
か
で
な
い
疫
学
的
因
果
法
則
を
原
則
と
し
て
通
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

(
6
0
)

事
実
連
関
が
不
明
な
場
合
に
条
件
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
i
n
d
u
b
i
o
p
r
o
r
e
o
の
原
則
に
反
す
る
と
言
え
よ
う
。

IIl

公
式
の
構
造
に
つ
い
て
は
へ
経
過
の
比
較
が
無
意
味
で
あ
る
t
と
の
指
摘
も
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
t
 
c
.
S
.
q
.
n
.
公
式
は
現
実
の
経
過

(
6
2
)

と
仮
定
的
な
経
過
を
比
較
す
る
こ
と
で
事
実
連
関
(
と
結
果
回
避
可
能
性
)
　
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
定
的
経
過
が
ど
れ

ほ
ど
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
想
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
　
「
仮
定
的
経
過
が
結
果
発
生
に
至
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
当
該
行
為
と
結

果
は
結
び
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
予
測
に
止
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
予
測
の
結
論
か
ら
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
、
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結
果
発
生
に
至
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
を
問
う
た
め
の
前

提
と
な
る
べ
き
事
実
連
関
を
判
断
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
当
該
行
為
と
当
該
結
果
が
結
び
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
'
現
実
の
経
過
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
過
去
に
存
在
し
た
全
て
の
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
も
ま
た
不

可
能
で
あ
る
た
め
、
我
々
は
「
現
実
の
経
過
」
す
ら
完
全
に
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
時
に
'
行
為
が
な
か
っ
た
場
合
の
仮
定
的

(
6
3
)

経
過
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
多
-
の
場
合
は
人
間
の
思
考
上
で
し
か
展
開
さ
れ
え
な
い
。
裁
判
時
に
判
明
し
た

「
不
完
全
な
現
実
の
経
過
」
と
'
こ
の
よ
う
な
不
完
全
な
事
情
を
前
提
と
し
た
　
「
不
完
全
な
仮
定
的
経
過
」
　
の
比
較
に
よ
り
確
認
さ
れ
る

関
係
が
'
事
実
連
関
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
'
条
件
関
係
の
「
確
認
」
公
式
と
し
て
す
ら

不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

3

さ
ら
に
仮
定
的
経
過
判
断
に
関
し
て
'
「
原
因
の
見
落
と
し
」
　
の
お
そ
れ
が
あ
る
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
よ
っ
て
条
件
関
係
が
確
認
さ
れ

る
事
情
は
、
い
わ
ば
「
複
数
条
件
の
総
体
と
し
て
の
原
因
」
　
の
一
部
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
行
為
が
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
同
1
の
結
果
に
対
し
て
そ
の
他
に
も
条
件
が
存
在
す
る
こ
と
ま
で
も
否
定
し
な
い
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
で
は
、
は
じ
め
か
ら
条
件
関
係

を
問
う
べ
き
行
為
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
我
々
は
仮
定
的
経
過
を
完
全
に
把
握
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
結
果
に
対
し
て
よ
-

大
き
な
「
寄
与
」
を
な
し
た
条
件
を
見
落
と
′
す
可
能
性
が
常
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

∽
　
以
上
の
よ
う
に
'
必
然
的
に
仮
定
的
経
過
判
断
を
伴
う
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
'
我
々
が
(
直
感
的
に
)
正
し
い
と
感
じ
る
結
論
を
導
き

え
ず
、
ま
た
　
「
不
合
理
な
」
結
論
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
'
判
断
構
造
そ
れ
自
体
が
多
-
の
問
題
を
学
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
t
た
O

個
々
の
理
論
に
目
を
向
け
れ
ば
、
通
説
的
見
解
は
'
公
式
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
で
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
1
側
面
で
あ
る
回
避
可
能
性
判
断

を
放
棄
し
て
お
-
'
実
質
的
に
は
事
実
連
関
の
根
拠
と
な
る
法
則
性
判
断
と
変
わ
-
が
な
い
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
先
立
ち
行
為
と
結
果
と

の
間
に
法
則
性
を
要
求
し
へ
そ
の
「
結
び
つ
き
」
を
確
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
判
断
は
刑
法
上
の
評
価
に
対
し
て
更
な
る
意
義
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を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
こ
こ
で
結
果
回
避
可
能
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
少
な
く
と
も
通

説
的
見
解
が
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
維
持
す
る
意
義
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
?
そ
し
て
論
理
的
結
合
説
は
'
事
実
連
関
と
し
て
の
条

件
関
係
を
放
棄
す
る
点
'
仮
定
的
経
過
の
判
断
基
準
が
暖
味
で
あ
る
点
か
ら
'
「
刑
法
的
評
価
の
対
象
」
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
'
条
件
関
係
を
発
見
す
る
た
め
に
も
'
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
も
'
有
効
に
機
能
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

㈲
　
必
要
条
件
か
十
分
条
件
か

Ⅲ
　
前
項
ま
で
は
仮
定
的
経
過
に
基
づ
-
条
件
関
係
判
断
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
条
件
関
係
」
と

は
'
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
行
為
と
結
果
が
条
件
関
係
に
あ
る
」
と
は
'
行
為
が
結
果
を
惹
起
し
た
'
あ
る
い
は
行
為

が
結
果
発
生
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
の
原
因
を
問
う
と
き
、
そ
れ
が
当
該
結
果
に
対
す
る
必

要
条
件
で
あ
る
場
合
と
'
十
分
条
件
で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
「
そ
れ
が
欠
け
れ
ば
結
果
が
発
生
し
な
い
」
性
質
の
も
の
　
(
「
も
し
C

な
ら
ば
へ
そ
の
と
き
に
の
み
E
で
あ
る
」
、
「
も
し
E
な
ら
ば
、
常
に
C
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
C
)
が
必
要
条
件
'
「
そ
れ
の
み
で
結

s

果
が
発
生
す
る
」
性
質
の
も
の
　
(
「
も
し
C
な
ら
ば
'
常
に
E
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
C
)
が
十
分
条
件
で
あ
る
。
条
件
関
係
判
断
に

お
け
る
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
と
合
法
則
的
条
件
公
式
と
の
対
立
は
、
ま
さ
に
原
因
を
必
要
条
件
と
す
る
か
'
十
分
条
件
と
す
る
か
と
い
う
点
に

あ
る
。
刑
法
上
へ
結
果
発
生
に
対
す
る
行
為
の
必
要
性
を
問
う
場
合
に
は
'
「
行
為
が
欠
け
た
場
合
」
と
い
う
反
事
実
的
な
仮
定
的
事
情

を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
反
対
に
、
行
為
が
「
そ
れ
の
み
で
結
果
が
発
生
す
る
」
性
質
で
あ
る
こ
と
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
「
そ
の

種
の
行
為
」
か
ら
「
そ
の
種
の
結
果
」
が
発
生
す
る
と
い
う
一
般
的
な
法
則
と
、
こ
の
法
則
へ
の
事
案
の
包
摂
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と

に
な
る
。
因
果
関
係
が
さ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
い
事
案
に
お
い
て
'
原
因
は
結
果
に
対
す
る
「
必
要
十
分
条
件
(
「
も
し
C
な
ら
ば
へ
　
(
そ

し
て
そ
の
と
き
に
の
み
)
常
に
E
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
C
)
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
仮
定
的
因
果
経
過
事
例
や
択
一
的
競
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合
事
例
な
ど
'
ま
さ
に
行
為
の
原
因
性
が
問
題
と
さ
れ
る
事
例
で
は
'
「
原
因
」
把
握
方
法
に
よ
っ
て
結
論
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

(
6
6
)

科
学
に
お
け
る
因
果
性
は
'
7
般
に
、
「
も
し
C
な
ら
ば
、
(
そ
し
て
そ
の
と
き
に
の
み
)
常
に
E
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
.
こ
の
公

(
6
7
)

式
に
は
'
条
件
へ
の
依
存
、
存
在
論
的
継
起
'
恒
常
性
へ
一
意
性
と
い
う
四
つ
の
「
因
果
連
関
に
通
常
与
え
ら
れ
て
い
る
」
特
質
が
含
ま

れ
て
お
り
、
公
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
結
果
発
生
の
国
子
は
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
。
た
だ
し
'
四
つ
の
特
質
の
う
ち
「
一
意
性
」

は
'
全
て
の
法
則
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
統
計
的
規
則
性
」
な
ど
'
「
原
因
と
結
果
の
問
の
多
対
一
の
結
合
を
明
ら
か

に
す
る
」
性
格
の
法
則
に
お
い
て
'
公
式
は
「
も
し
C
な
ら
ば
へ
常
に
E
で
あ
る
」
と
い
う
十
分
条
件
の
形
で
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
場
合

IS/

の
法
則
性
に
は
一
意
性
が
欠
け
て
お
-
'
一
つ
の
結
果
に
対
す
る
複
数
条
件
へ
　
つ
ま
り
多
重
因
果
連
関
も
認
め
う
る
こ
と
に
な
る
。

'

・

5

.

;

佃
　
で
は
刑
法
上
の
因
果
関
係
に
お
い
て
'
原
因
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
'

ま
ず
、
十
分
条
件
の
公
式
「
q
な
ら
ば
常
に
e
」
は
、
条
件
か
ら
結
果
へ
の
推
論
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
際
へ
人
間
の
態
度
は
、
そ
の
他

諸
々
の
事
情
と
相
ま
っ
て
は
じ
め
て
結
果
を
惹
起
し
う
る
た
め
へ
結
果
の
十
分
条
件
は
「
c
f
 
r
t
 
s
な
ら
ば
常
に
e
」
と
い
う
よ
う
に
、

複
数
の
事
情
の
総
体
形
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
記
述
に
は
'
結
果
e
に
先
行
す
る
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
事
情
が
取
-
込

ま
れ
、
公
式
が
「
q
t
 
r
t
 
s
と
Ⅴ
な
ら
ば
常
に
2
」
と
変
更
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
反
対
に
'
必
要
条
件
を
示
す
公
式
「
q
の
場
合
に

の
み
e
」
は
'
換
言
す
れ
ば
「
e
の
場
合
に
は
常
に
q
」
と
な
-
、
結
果
か
ら
条
件
へ
の
推
論
を
可
能
に
す
る
　
>
J
こ
で
は
'
問
題
と
な

(g)

る
態
度
が
は
じ
め
か
ら
そ
の
他
の
先
行
条
件
と
区
別
さ
れ
、
当
該
態
度
に
つ
い
て
の
み
必
要
性
が
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
法
則
に
任

意
の
事
実
が
取
-
込
ま
れ
る
危
険
は
な
い
が
へ
　
し
か
し
些
細
な
事
情
ま
で
も
が
そ
の
　
「
必
要
性
」
を
肯
定
さ
れ
う
る
。
原
因
を
必
要
十
分

条
件
と
解
せ
ば
、
十
分
条
件
と
必
要
条
件
の
双
方
に
伴
う
デ
メ
リ
ッ
ト
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
へ
刑
法
に
お
い
て
も
「
原
因
」
を
必
要
十
分
条
件
と
し
て
把
担
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
必
要
十
分
条
件
は
'
結
果
発
生
の
「
唯
一
の
」
原
因
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的
実
験
の
世
界
か
ら
刑
法
を
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通
用
す
べ
き
世
界
に
目
を
向
け
る
と
'
結
果
発
生
に
複
数
の
原
因
が
関
与
す
る
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
-
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

複
数
人
の
保
証
人
が
保
護
義
務
を
僻
怠
し
た
結
果
へ
要
保
護
者
が
死
に
至
る
事
案
や
'
交
通
事
犯
に
お
い
て
複
数
人
の
行
為
が
競
合
し
て

結
果
発
生
に
至
る
事
案
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
原
因
を
必
要
十
分
条
件
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
'
な
お
唯
一
の

原
因
を
選
出
す
る
か
'
も
し
-
は
複
数
の
原
因
全
て
に
つ
い
て
原
因
性
を
否
定
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
刑
法
に
お
け
る

(
7
1
)

原
因
を
必
要
十
分
条
件
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
'
デ
メ
リ
ッ
ト
も
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

畑
　
現
在
'
刑
法
上
は
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
こ
そ
が
必
要
十
分
条
件
を
把
握
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
も
法
則
性

(
7
2
)

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
よ
っ
て
必
要
十
分
条
件
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
'
法
則
性
を
前
提
と
し
、

上
述
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
て
も
な
お
必
要
十
分
条
件
を
要
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
t
 
c
.
s
.
q
.
ロ
.
公
式
の
支
持
者
ら
は
t
よ
り
積
極
的
な

「
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
メ
リ
ッ
ト
」
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
例
え
ば
町
野
は
'
公
式
が
「
行
為
の
結
果

(
7
3
)

に
対
す
る
支
配
力
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
、
実
質
的
判
断
の
た
め
の
枠
組
み
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
'
結
果
の
必
要
条
件

で
あ
る
こ
と
は
、
当
該
条
件
が
結
果
を
「
支
配
し
た
」
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
よ
う
な
支
配
力
こ
そ
が
刑
事
責
任
を
課
す
根
拠
で
あ
る
t

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
刑
罰
目
的
の
観
点
か
ら
回
避
可
能
性
を
要
求
す
る
見
解
も
'
結
果
の
原
因
と
し
て
必
要
条
件
を
要
求
す
る

こ
と
が
刑
罰
の
目
的
と
合
致
す
る
点
を
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
上
記
の
見
解
に
は
い
-
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
へ
必
要
条
件
が
結
果
を
「
支
配
し
た
」
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
論
者

の
述
べ
る
よ
う
な
「
支
配
力
」
は
'
刑
法
上
の
原
因
を
求
め
る
際
に
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
等
価
説
を
背
景
と
し
た
c
.
s
.
q
.
n
.
公

(

7

4

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

7

5

)

式
に
お
い
て
は
'
各
条
件
は
全
て
等
価
値
で
あ
-
'
「
質
的
な
」
差
異
は
存
在
せ
ず
、
各
条
件
を
区
別
し
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
'
問
題

と
な
る
行
為
が
些
細
な
も
の
で
'
結
果
に
対
し
て
僅
か
な
「
寄
与
」
し
か
為
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
'
結
果
発
生
の
た
め
に
は
必
要
で
あ

(
gる

。
し
か
し
、
全
て
の
条
件
に
等
価
値
に
認
め
ら
れ
る
「
支
配
力
」
が
、
刑
法
の
扱
う
べ
き
「
原
因
」
を
確
定
す
る
際
に
何
ら
か
の
意
義
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を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
発
生
ま
で
に
複
数
人
が
関
与
す
る
ケ
ー
ス
で
'
結
果
発
生
に
対
す
る
唯
1
の
原
因
を
求
め
る
場
合
t
等

」

価
値
な
条
件
か
ら
「
原
因
」
と
「
そ
れ
以
外
」
を
区
別
し
う
る
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
町
野
の
主
張
す
る
「
支
配
力
」
と
は
'
問
題

と
な
る
行
為
が
、
結
果
に
対
し
て
複
数
存
在
す
る
条
件
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
刑
罰
の
目
的
か
ら
必
要
条
件
を
要
求
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
行
為
規
範
を
遵
守
し
て
も
結
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
'

f'fl'l

そ
の
よ
う
な
行
為
の
禁
止
は
法
益
保
護
に
役
立
た
ず
へ
あ
る
い
は
　
(
仝
-
同
じ
状
況
で
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
)
結
果
は
発
生
す
る
の

(Ri

で
あ
る
か
ら
'
禁
止
は
将
来
的
に
犯
罪
を
抑
止
す
る
効
果
を
持
た
な
い
t
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
事
後
的
に
見
て
行
為
者
に
結
果

が
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
へ
当
該
行
為
を
禁
止
し
て
も
「
結
局
の
と
こ
ろ
」
無
意
味
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
刑
罰
の
買
的
と
結
果
回
避
可
能
性
を
結
び
つ
け
る
場
合
'
扱
わ
れ
る
結
果
回
避
可
能
性
の
性
質
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
上
述
の
よ
う
に
も
結
果
回
避
可
能
性
に
は
'
行
為
時
に
'
行
為
者
が
結
果
回
避
行
為
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
の

「
事
前
的
結
果
回
避
可
能
性
」
と
、
事
後
的
に
見
て
へ
行
為
者
が
合
義
務
的
行
為
を
行
っ
て
い
れ
ば
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
い
う
意

(
s
)

味
で
の
「
事
後
的
結
果
回
避
可
能
性
」
が
あ
る
。
行
為
後
に
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
結
果
が
発
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
際

に
結
果
が
発
生
し
て
初
め
て
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
予
防
の
た
め
に
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
結
果
発
生
が
事
前

(S)

に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
場
合
へ
　
つ
ま
り
事
前
的
回
避
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
行
為
の
必
要
条
件
性
は
'
事
後
的
に
確
認
さ
れ
た
諸
々
の

事
情
を
考
慮
し
'
当
該
行
為
以
外
に
結
果
を
発
生
さ
せ
う
る
事
情
が
存
在
し
な
い
場
合
に
の
み
確
認
し
う
る
も
の
で
あ
-
'
事
後
的
回
避

可
能
性
と
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
予
防
に
役
立
つ
回
避
可
能
性
と
必
要
条
件
が
要
求
す
る
回
避
可
能
性
に
は
性

質
に
相
違
が
あ
る
。
こ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
予
防
の
た
め
に
事
後
的
回
避
可
能
性
を
要
求
す
る
と
し
て
も
'
法
は
行
為
者
の
み

な
ら
ず
全
て
の
人
に
貯
果
回
避
行
為
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
発
生
に
複
数
の
行
為
が
関
与
す
る
ケ
ー
ス
で
'
関
与
者
全
員
に

行
為
を
禁
止
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
原
因
を
必
要
条
件
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
「
刑
罰
の
予
告
と
付
科
に
よ
る
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犯
罪
防
止
」
と
い
う
一
般
予
防
の
効
果
を
減
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
'
法
益
保
護
の
必
要
性
を
論
じ
る
場
合
に
は
事
後
的
結
果
回
避
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
侵
害
さ
れ
る
法

益
で
あ
れ
ば
'
要
保
護
性
に
欠
け
る
t
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば
生
命
と
い
う
法
益
に
関
し
て
'
た
と
え
一
分
一
秒
で
も
重

要
と
考
え
る
な
ら
へ
少
な
く
と
も
生
命
を
法
益
と
す
る
構
成
要
件
に
お
い
て
、
事
後
的
に
見
て
結
果
回
避
が
不
可
能
で
あ
る
ケ
ー
ス
と
は
、

代
替
原
因
か
ら
'
現
実
の
結
果
発
生
と
同
時
刻
に
結
果
が
発
生
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
仮
定
的
な
結
果
発
生
時
刻
を
そ
こ
ま
で

正
確
に
予
測
し
う
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
し
、
仮
に
代
替
原
因
に
よ
っ
て
同
じ
結
果
が
同
時
刻
に
発
生
す
る
と
し
て
も
'
代
替

(
'
,
'
;

原
因
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
法
益
が
保
護
価
値
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
'
結
果
を
あ
る
程
度
抽
象
化
す
る
場
合
に

は
「
一
分
一
秒
」
程
度
の
時
間
の
ず
れ
に
は
目
を
つ
ぶ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な
-
、
「
将
来
的
に
侵
害
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
法
益
で
あ

れ
ば
'
要
保
護
性
に
欠
け
る
の
で
侵
害
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
結
論
に
な
-
か
ね
な
い
。

紬
　
以
上
の
こ
と
か
ら
'
刑
法
に
お
け
る
「
原
因
」
を
必
要
十
分
条
件
と
解
し
'
こ
れ
を
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
よ
っ
て
確
認
す
る
積
極
的
な

メ
リ
ッ
ト
は
論
証
さ
れ
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
積
極
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
不
要
と
し
て
も
'
そ
も
そ
も
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
が
必
要

十
分
条
件
を
確
認
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
う
え
に
へ
　
こ
の
公
式
の
判
断
構
造
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
'

刑
法
上
の
「
原
因
」
と
し
て
t
 
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
を
適
用
し
て
「
必
要
条
件
」
を
求
め
る
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
明
ら
か
に
、

あ
る
所
与
の
場
合
に
'
何
ら
か
の
出
来
事
の
s
i
ロ
e
q
u
a
n
O
n
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
'
そ
の
出
来
事
と
因
果
的
に
関
連
が
あ
る
と
い

<z>

う
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
」
　
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
代
わ
る
条
件
関
係
の
判
断
公
式
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
未
完
)

(
-
)
　
大
塚
仁
-
河
上
和
雄
=
佐
藤
文
哉
=
古
田
佑
紀
縮
「
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
(
第
二
版
)
第
二
巻
」
(
青
林
書
院
、
一
九
九
九
)
〔
岡
野
光
雄
〕
九
一
頁

以
下
へ
岡
野
光
雄
r
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
の
理
論
」
　
(
成
文
堂
'
一
九
七
七
)
　
五
頁
以
下
へ
団
藤
重
光
r
刑
法
綱
要
総
論
改
訂
版
」
　
(
創
文
社
'
一
九
七
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九
)
　
l
五
六
頁
以
下
'
内
藤
謙
r
刑
法
講
義
総
論
(
上
)
j
　
(
有
斐
閣
t
 
l
九
八
三
)
　
二
四
七
頁
へ
平
野
龍
l
 
r
刑
法
総
論
I
J
　
(
有
斐
閣
、
l
九
三
八
)
　
1

三
三
貫
以
下
'
前
田
雅
英
r
刑
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
〕
」
　
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
)
　
t
六
九
頁
以
下
等
.

(
2
)
　
吉
岡
一
男
「
条
件
関
係
に
お
け
る
択
一
的
競
合
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
一
二
六
巻
四
・
五
・
六
号
(
一
九
九
°
)
一
五
七
頁
へ
　
マ
リ
オ
・
プ
ン
ゲ
(
黒
崎

宏
訳
)
　
m
果
性
-
因
果
原
理
の
近
代
科
学
に
お
け
る
位
置
し
　
(
岩
波
書
店
ー
1
九
七
二
)
　
l
四
二
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
　
前
出
往
(
-
)
　
の
文
献
を
参
照
。
一
口
に
条
件
関
係
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
見
解
が
異
な
る
。
例
え
ば
'
結
果
へ
の
「
作
用
」
を
条
件
と

解
す
る
見
解
と
し
て
'
松
宮
孝
明
r
刑
法
総
論
講
義
〔
第
三
版
〕
j
(
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
)
六
四
頁
'
同
・
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習
・
刑
法
」
現
代
刑
事
法
六

巻
1
0
号
(
二
〇
〇
四
)
一
〇
四
頁
。
な
お
へ
条
件
公
式
は
条
件
関
係
「
発
見
」
に
役
立
つ
と
さ
れ
て
き
た
が
'
現
在
の
我
が
国
で
は
条
件
関
係
と
条
件
公

式
が
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
佐
伯
仁
志
「
因
果
関
係
論
」
山
口
厚
=
井
田
良
-
佐
伯
仁
志
r
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
j
　
(
岩
波
書
店
'
二
〇

〇
こ
一
頁
参
照
。

(
4
)
　
条
件
関
係
の
判
断
公
式
と
し
て
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
'
梅
崎
進
哉
r
刑
法
に
お
け
る
因
果
論
と
侵
害

原
理
」
　
(
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
)
一
五
二
頁
以
下
、
林
陽
一
「
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
」
　
(
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
)
　
三
四
頁
以
下
等
参
照
。

(
5
)
　
井
田
良
「
因
果
関
係
の
理
論
」
現
代
刑
事
法
一
巻
四
号
(
一
九
九
九
)
　
六
五
頁
参
照
。

(
6
)
　
内
藤
・
前
出
注
(
-
)
　
二
五
七
頁
。

(
7
)
　
山
中
敬
l
 
F
刑
法
総
論
-
J
　
(
　
九
九
九
)
　
二
四
六
頁
以
下
'
林
(
防
)
・
前
出
注
(
4
)
　
四
〇
頁
以
下
参
照
。

(
o
o
)
　
V
g
1
.
z
.
B
.
J
e
s
c
h
e
c
k
＼
W
e
i
g
e
n
d
A
T
物
2
8
口
4
.
右
文
献
の
翻
訳
と
し
て
イ
エ
シ
エ
ツ
ク
/
ヴ
ア
イ
ゲ
ン
ト
(
西
原
春
夫
監
訳
)
r
ド
イ
ツ
刑
法
総
論
]
(
成

文
堂
'
1
九
九
九
)
‥
C
l
a
u
s
R
o
x
i
n
A
T
3
.
A
u
f
1
.
l
l
/
2
0
f
f
.
;
V
o
l
k
e
r
E
r
b
,
D
i
e
Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
v
o
n
E
r
f
o
l
g
i
m
S
t
r
a
f
r
c
c
h
t
,
J
u
S
1
9
9
4
,
S
.
4
5
2
.

(
9
)
　
全
条
件
に
平
等
な
法
的
価
値
を
認
め
る
等
価
説
で
は
、
些
細
な
条
件
も
原
因
と
な
-
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
果
を
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
結
果
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
変
更
し
な
い
限
り
、
行
為
は
原
因
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
(
抽
象
的
結
果
規
定
)
。
し
か
し
こ
の
結
果
規
定
は
仮
定
的
因
果

経
過
事
例
で
不
合
理
な
結
論
に
至
る
た
め
'
構
成
要
件
上
重
要
な
事
情
を
全
て
考
慮
す
る
具
体
的
結
果
規
定
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
結
果
規
定
の
変
遷
に
つ

き
、
v
g
1
.
E
r
i
c
h
S
a
m
s
o
n
,
H
y
p
o
t
h
e
t
i
s
c
h
e
K
a
u
s
a
l
v
e
r
l
a
u
f
e
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
1
9
7
2
,
S
.
2
6
f
f
.
な
お
'
択
l
的
競
合
を
仮
定
的
原
因
の
一
事
例
と
解
し
'
具
体
的

結
果
規
定
に
よ
る
事
案
解
決
を
試
み
る
も
の
と
し
て
'
山
本
光
英
「
条
件
関
係
判
断
に
お
け
る
結
果
の
具
体
化
-
択
一
的
競
合
を
め
ぐ
っ
て
」
中
央
大
学
大

学
院
研
究
年
報
1
三
号
I
二
二
l
九
八
四
)
　
l
〇
三
頁
以
下
。

(
2
)
　
V
g
1
.
K
a
r
l
E
n
g
i
s
c
h
,
D
i
e
K
a
u
s
a
l
i
t
a
t
a
l
s
M
e
r
k
m
a
l
d
e
r
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
e
,
1
9
3
1
,
S
.
1
5
f
.
;
I
n
g
e
b
o
r
g
P
u
p
p
e
,
D
e
r
E
r
f
o
l
g
u
n
d
e
i
n
e
k
a
u
s
a
l
e
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JT
l

J

一

E
r
k
l
師
r
u
n
g
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
Z
S
t
W
9
2
,
1
9
8
0
,
S
.
8
7
3
f
.
(
以
下
D
e
r
E
r
f
o
l
g
と
す
る
)
　
;
d
i
e
s
.
,
N
o
m
o
s
K
o
m
m
e
n
t
a
r
z
u
m
S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,
1
9
9
8
,
V
o
r
ゆ
1
3
R
n
.

9
2
(
以
下
N
K
と
す
る
)
'

(S)　GiinterSpendel,DieKausalitatsformelderBedingungstheoriefurdieHandlungsdelikte,1947,S.38.

(
ほ
)
　
行
為
を
差
し
引
い
た
後
の
経
過
考
察
に
は
'
差
し
引
い
た
行
為
の
ス
ペ
ー
ス
に
'
例
え
ば
「
父
親
が
死
刑
執
行
の
ボ
タ
ン
を
押
さ
な
い
」
と
い
う
事
情
を

付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
付
け
加
え
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
t
 
v
g
1
.
P
u
p
p
e
,
D
e
r
E
r
f
o
l
g
,
S
.
8
6
9
f
.
;
E
.
A
.
W
o
l
f
f
,
K
a
u
s
a
l
i
t
a
t
v
o
n

T
u
n
u
n
d
U
n
t
e
r
l
a
s
s
e
n
E
i
n
e
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
,
1
9
6
5
,
S
.
2
2
.
同
様
に
「
付
け
加
え
禁
止
」
　
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
の
は
'
林
(
陽
)
・
前
出
注

(
4
)
　
四
三
頁
以
下
な
ど
。
な
お
'
作
為
犯
に
お
い
て
付
け
加
え
を
不
要
と
す
る
見
解
と
し
て
'
書
岡
・
前
出
注
(
2
)
一
六
一
頁
参
照
。

(
S
)
　
内
田
文
昭
r
刑
法
I
　
(
総
論
)
」
　
(
育
林
昏
院
新
杜
'
一
九
七
七
)
　
二
二
六
頁
以
下
参
照
.

P

u

p

p

e

,

D

e

r

E

r

f

o

l

g

,

S

.

8

7

8

;

d

i

e

s

.

N

K

,

V

o

r

ゆ

1

3

R

n

.

i

(
」
)
　
従
来
'
結
果
回
避
可
能
性
は
過
失
犯
あ
る
い
は
不
作
為
犯
で
の
み
注
目
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
土
本
武
司
『
過
失
犯
の
研
究
　
現
代
的
課
題
の
理
論
と
実

務
」
　
(
成
文
堂
、
1
九
八
六
)
へ
金
棒
文
雄
「
不
作
為
の
因
果
関
係
」
広
島
大
学
政
経
論
正
l
五
巻
四
号
(
1
九
六
六
)
　
(
「
可
能
的
因
果
関
係
」
は
回
避
可
能

性
と
同
旨
と
思
わ
れ
る
)
な
ど
。
な
お
'
新
野
彦
弥
「
結
果
回
避
可
能
性
(
中
)
」
現
代
刑
事
法
六
巻
七
号
(
二
〇
〇
四
)
七
l
頁
'
成
瀬
幸
典
「
条
件
関

係
に
つ
い
て
」
大
野
直
義
先
生
古
稀
祝
賀
r
刑
事
法
学
の
潮
流
と
展
望
」
　
(
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
)
　
二
九
頁
も
参
照
o

(
S
)
　
林
幹
人
r
刑
法
総
論
J
(
東
京
大
学
出
版
会
'
二
〇
〇
〇
)
　
l
二
l
頁
'
町
野
朔
「
犯
罪
論
の
展
開
-
」
(
有
斐
閣
、
l
九
八
九
)
　
l
〇
三
頁
、
l
四
七
頁
へ

山
口
厚
「
因
果
関
係
論
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
r
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
　
総
論
I
L
　
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
)
　
四
八
頁
O

(
5
)
　
町
野
・
前
出
注
(
S
)
　
i
 
I
六
頁
は
、
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
が
条
件
関
係
の
発
見
公
式
で
は
な
-
「
結
果
と
条
件
関
係
に
な
い
行
為
に
は
刑
事
責
任
が
課
せ
ら

れ
な
い
と
い
う
刑
法
上
の
原
則
を
確
保
す
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
い
る
。

(
2
)
　
通
説
は
'
公
式
の
修
正
に
よ
-
仮
定
的
事
情
を
排
除
す
る
傾
向
に
あ
る
O
そ
の
た
め
こ
の
問
題
は
'
特
に
不
作
為
犯
に
お
い
て
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き

「
作
為
義
務
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
2
)
　
仮
定
的
事
情
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
'
代
替
原
因
と
し
て
結
果
を
発
生
さ
せ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
結
局
の
と
こ
ろ
行
為
者
の
行
為
如

何
に
関
わ
ら
ず
、
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
S
)
　
山
口
厚
r
問
題
探
求
.
刑
法
総
論
」
(
有
斐
閣
、
l
九
九
八
)
一
二
頁
'
町
野
・
前
出
注
(
S
)
　
M
ハ
九
頁
。

(
3
)
　
　
「
許
さ
れ
た
危
険
の
法
理
」
を
通
用
す
れ
ば
、
「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
は
道
交
法
か
ら
導
か
れ
う
る
が
へ
こ
の
法
理
を
否
定
す
る
場
合
、
期
待
さ
れ
る
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S

程
度
の
決
定
に
は
困
杜
を
伴
う
。
山
口
は
'
「
許
さ
れ
た
危
険
」
を
根
拠
に
作
為
義
務
が
1
義
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
山

口
こ
剛
出
注
(
2
)
　
四
九
頁
以
下
参
照
。

(
S
3
)
　
論
理
的
結
合
説
に
お
け
る
仮
定
的
事
情
の
扱
い
に
つ
い
て
は
'
鈴
木
左
斗
志
「
刑
法
に
お
け
る
結
果
帰
責
判
断
の
構
造
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八

巻
l
号
(
二
〇
〇
二
)
一
八
六
頁
以
下
も
参
照
。

い
わ
ゆ
る
合
義
務
的
行
為
の
代
置
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
'
ド
イ
ツ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
(
B
G
H
S
t
,
l
l
,
1
)
　
や
我
が
国
の
京
踏
切
事
件
(
大
審

院
昭
和
四
年
四
月
二
日
第
五
刑
事
部
判
決
、
法
律
新
聞
三
〇
〇
六
号
一
五
頁
)
'
近
時
で
は
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
平
成
一
五
年
一
月
二
四
日
(
判
時

l
八
〇
六
号
1
五
七
頁
、
判
夕
〓
　
l
〇
号
一
三
E
l
頁
)
な
ど
。
合
義
務
的
行
為
の
代
置
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
川
口
浩
1
　
「
過
失
犯
に
お
け
る
仮
定
的

事
情
の
考
慮
に
つ
い
て
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
1
巻
二
号
(
l
九
八
四
)
　
五
三
三
頁
以
下
も
畠
田
雅
子
「
仮
定
的
予
備
条
件
に
つ
い
て
」
法
学
新
報

第
八
六
巻
一
〇
・
二
　
一
二
号
二
九
八
〇
)
一
八
一
貫
以
下
、
鋤
本
豊
博
「
刑
法
に
お
け
る
「
合
法
的
行
為
と
の
代
替
性
」
　
の
問
題
に
つ
い
て
　
(
一
)
」

北
大
法
学
論
集
四
七
巻
五
号
(
一
九
九
七
)
　
二
二
三
頁
以
下
、
本
間
一
也
「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
客
観
的
帰
属
(
こ
　
(
二
)
」
北
大
法
学
論
集
四
〇
巻

四
号
(
一
九
九
°
)
一
貫
・
四
一
巻
一
号
(
一
九
九
°
)
　
五
一
貫
等
も
参
照
。

(
3
)
　
山
口
厚
r
刑
法
総
論
-
(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
l
)
　
五
一
頁
以
下
'
同
・
前
出
注
(
1
)
　
四
九
頁
'
五
一
頁
参
照
。

山
口
・
前
出
注
(
1
6
)
　
五
一
頁
。

(
c
m
)
　
林
(
幹
)
・
前
出
注
(
S
)
　
I
二
四
頁
参
照
o
な
お
、
山
口
こ
剛
出
往
(
1
)
五
l
頁
は
'
詐
欺
や
交
通
事
犯
で
作
為
と
不
作
為
と
を
明
確
に
区
別
し
つ

ら
い
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
「
作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
t
 
T
股
的
・
全
面
的
に
流
動
化
な
い
し
相
対
化
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」

と
す
る
。
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
き
、
川
端
博
=
前
田
雅
英
=
伊
東
研
祐
=
山
口
厚
「
刑
法
理
論
の
展
望
」
　
(
成
文
堂
へ
　
二
〇
〇
〇
)
　
六
五
頁
以
下

(
山
口
発
言
部
分
)
も
参
照
。

(
5
5
)
　
町
野
・
前
出
注
(
2
)
一
六
九
頁
。

(
-
o
¥
　
町
野
朔
r
刑
法
総
論
講
義
案
I
〔
第
二
版
〕
」
(
信
山
社
、
l
九
九
五
)
　
1
五
九
頁
以
下
参
照
O

(
8
)
　
こ
の
点
に
つ
き
へ
内
田
浩
「
条
件
関
係
と
合
法
則
的
条
件
関
係
」
成
撲
大
学
法
学
政
治
学
研
究
丁
七
号
(
「
九
九
八
)
七
頁
は
'
予
見
可
能
性
判
断
に
基

づ
い
て
代
置
行
為
を
決
定
し
'
条
件
関
係
判
断
を
行
う
こ
と
が
「
相
当
因
果
関
係
も
し
-
は
過
失
責
任
の
存
否
と
符
合
す
る
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問

わ
れ
る
の
は
反
事
実
的
行
為
か
ら
の
結
果
予
見
可
能
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
仮
定
的
事
情
を
決
定
す
る
た
め
に
予
見
可
能
性
を
使
用
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
が
相
当
因
果
関
係
判
断
と
符
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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I
逮実

」
・

l

h

H

一

i
n

t
J

Ⅶ
鈍

(3 1)

(co)

(
8
)

(
T
l

(
」
)

(
(
o
N

m
l

(
3
)

(<xi¥

(
8
)

(
3
)

(
3
)

山
中
・
前
出
注
(
7
)
　
二
四
三
貢
以
下
、
内
田
・
前
出
注
/
蝣
C
I
S
　
六
頁
以
下
参
照
。

山
口
・
前
出
注
(
3
)
　
五
二
頁
。

射
殺
事
例
で
は
第
三
者
の
行
為
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
'
死
刑
執
行
事
例
に
お
い
て
は
執
行
吏
の
行
為
は
合
法
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ

れ
を
付
け
加
え
て
経
過
を
考
慮
し
、
父
親
に
よ
る
行
為
の
条
件
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
町
野
・
前
出
注
(
S
)
　
1
六
九
頁
以
下
o

「
法
の
期
待
す
る
行
為
」
　
の
み
を
仮
定
的
事
情
と
し
て
付
け
加
え
る
場
合
、
条
件
関
係
の
断
絶
や
択
1
的
競
合
事
例
に
お
い
て
も
条
件
関
係
を
肯
定
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
例
え
ば
A
が
毒
を
飲
ま
せ
た
後
t
 
B
が
C
を
射
殺
す
る
こ
と
を
法
は
期
待
し
な
い
た
め
t
 
B
の
行
為
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
Q

毒
薬
事
例
に
お
い
て
も
、
A
・
B
そ
れ
ぞ
れ
の
「
法
の
期
待
に
反
す
る
行
為
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

山
口
は
当
初
介
入
事
情
に
つ
い
て
「
仝
-
の
予
測
判
断
芯
よ
そ
と
し
て
い
た
。
改
正
前
の
見
解
に
つ
き
も
山
口
・
前
出
注
(
<
=
>
¥
　
1
二
頁
以
下
参
照
。

山
口
・
前
出
注
(
S
)
　
五
二
頁
。

小
林
憲
太
郎
「
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
(
五
)
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
1
六
巻
一
号
(
二
〇
〇
1
)
　
八
四
頁
以
下
〔
同
r
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
」

(
弘
文
堂
'
二
〇
〇
三
)
所
収
、
四
〇
頁
以
下
。
以
下
'
こ
の
文
献
を
引
用
〕
。

反
対
に
'
山
口
は
条
件
関
係
に
お
け
る
結
果
を
具
体
的
に
捉
え
て
い
る
。
な
お
'
c
.
s
.
q
.
n
.
C
f
?
式
と
抽
象
的
結
果
規
定
に
つ
い
て
山
本
・
前
出
注
(
-
>
)
　
1

〇
三
頁
以
下
参
照
。

町
野
・
前
出
注
(
S
)
一
二
四
頁
'
二
二
七
頁
。

町
野
・
前
出
往
(
3
)
一
四
六
頁
。

H
a
n
s
J
i
i
r
g
e
n
K
a
h
i
s
,
D
a
s
V
e
r
m
e
i
d
b
a
r
k
e
i
t
s
p
r
i
n
z
i
p
u
n
d
d
i
e
c
o
n
d
i
t
i
o
-
s
i
n
e
-
q
u
a
-
n
o
n
-
F
o
r
m
e
l
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
1
9
6
8
.

カ
ー
ル
ス
に
よ
れ
ば
'
因
果
関
係
は
不
作
為
犯
や
救
助
的
因
果
経
過
中
断
の
ケ
ー
ス
で
「
結
果
惹
起
」
に
つ
い
て
論
じ
え
ず
(
消
火
し
よ
う
と
し
て
い
る

管
理
人
を
'
偶
然
に
通
り
か
か
っ
た
行
為
者
が
殴
っ
て
消
火
を
妨
害
し
た
場
合
へ
行
為
者
は
当
該
火
災
発
生
の
状
況
に
は
何
ら
関
与
し
て
お
ら
ず
'
「
自
然

科
学
的
な
因
果
性
」
を
見
れ
ば
、
そ
滝
そ
も
管
理
人
に
消
火
の
意
図
が
な
い
場
合
と
異
な
ら
な
い
)
'
自
己
答
貴
的
な
第
三
者
が
介
入
す
る
ケ
ー
ス
　
(
行
為

者
が
子
供
を
水
中
に
投
げ
飛
ば
し
、
そ
れ
を
見
た
母
親
が
子
供
を
迫
っ
て
飛
び
込
み
'
溺
死
し
た
場
合
な
ど
。
人
間
の
自
由
意
思
に
基
づ
-
決
断
は
、
時
間

的
に
先
行
す
る
事
情
の
自
然
法
則
的
な
帰
結
で
は
あ
り
え
な
い
)
　
で
因
果
連
鎖
が
常
に
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
法
的
な
帰
属
基
準
と
し
て
相
応
し

-
な
い
　
V
g
1
.
K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
0
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
2
2
f
f
.

K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
4
1
.
な
お
、
l
般
的
な
作
為
犯
に
お
い
て
t
 
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
は
因
果
公
式
で
あ
る
と
同
時
に
回
避
可
能
性
原
理
の
た
め
の
帰



ワ
ん

r
J

.

.
`
・
]午7002早S

*

5
3

03学法-
o広

属
公
式
で
あ
り
う
る
。

K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
3
7
.
結
果
回
避
可
能
性
の
二
つ
の
側
面
に
つ
き
も
詳
し
-
は
後
述
す
る
。

(
3
)
　
た
だ
し
'
第
三
者
に
結
果
回
避
の
機
会
を
提
供
し
'
第
三
者
が
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
回
避
措
置
を
講
じ
て
も
や
は
り
結
果
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
場
合
に
は
行
為
者
の
回
避
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
　
V
g
1
.
K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
7
5
f
.

(
S
)
　
殺
害
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
人
物
を
、
二
人
の
保
証
人
が
救
助
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
の
競
合
の
ケ
ー
ス
で
は
、
各
々
の
行
為
者
に
も
も
う
1
方
の

行
為
者
に
対
し
て
救
助
の
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
へ
双
方
が
こ
の
義
務
を
僻
怠
し
た
場
合
に
は
双
方
の
行
為
者
に
「
法

的
な
意
味
で
の
結
果
回
避
可
能
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
　
V
g
1
.
K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
7
5
.

林
　
(
防
)
・
前
出
注
(
4
)
　
五
四
頁
。

(
S
O
 
K
a
h
r
s
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
0
)
S
.
7
5
.

(
4
)
　
例
え
ば
警
告
事
例
(
「
A
が
C
を
殺
害
し
よ
う
と
石
を
投
げ
'
そ
れ
を
見
た
B
が
C
に
大
声
で
警
告
し
、
C
が
そ
の
声
に
振
り
返
っ
た
た
め
'
石
は
C
の

後
頭
部
で
は
な
く
側
頭
部
に
命
中
L
t
 
c
が
死
亡
し
た
」
)
　
に
お
い
て
、
警
告
行
為
の
超
法
規
的
緊
急
避
難
に
よ
る
正
当
化
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
警
告
が
な

-
と
も
被
害
者
は
死
亡
し
た
」
と
い
う
仮
定
的
経
過
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
t
と
い
う
。
な
お
、
警
告
事
例
に
お
い
て
'
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
は
警
告
者
も
ま

た
共
同
原
因
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
違
法
性
も
し
-
は
責
任
に
欠
け
る
と
す
る
が
'
ザ
ム
ゾ
ン
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
根
拠
が
な
い
t
と
批
判
し
て
い
る
。

V
g
1
.
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
S
.
8
6
f
f
;
E
n
g
l
i
s
h
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
1
0
)
S
.
1
2
.

(
4
9
)
　
ザ
ム
ゾ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
の
「
死
」
と
い
う
結
果
発
生
は
常
に
確
実
で
あ
-
'
人
の
行
為
は
こ
の
よ
う
な
結
果
発
生
に
対
し
て
修
正
を
加
え
る
　
(
強
化
す

る
)
　
こ
と
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
規
範
的
観
点
の
下
で
「
ど
の
よ
う
な
修
正
を
結
果
と
し
て
扱
う
べ
き
か
」
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.

V
g
1
.
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
S
.
9
8
f
f
.

(
5
)
　
　
「
法
益
状
況
の
悪
化
」
と
し
て
の
結
果
把
握
を
'
ザ
ム
ゾ
ン
は
「
強
化
原
理
(
I
n
t
e
n
s
i
v
i
e
r
u
n
g
s
p
r
i
n
z
i
p
)
」
と
称
す
る
。
な
お
、
例
え
ば
器
物
損
壊
で
は
'

強
化
の
考
慮
に
際
し
て
損
害
の
程
度
も
問
題
と
な
る
　
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
S
.
9
6
f
f
.

(
;
)
　
当
該
行
為
の
禁
止
は
「
可
能
」
で
あ
る
が
'
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
「
有
意
」
　
で
な
い
　
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
0
.
(
A
n
m
.
7
)
S
.
1
9
.

(
5
)
　
カ
ウ
フ
マ
ン
は
'
故
意
犯
の
仮
定
的
因
果
経
過
に
関
し
て
民
事
法
に
お
け
る
損
害
概
念
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
察
す
る
　
A
r
t
h
u
r
K
a
u
f
m
a
n
n
,
D
i
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g

HypothetischerErfolgsuesachenimStrafrecht,inFestschriftfurEberhardSchmidt,1961,S.200ff.

(
l
o
)
　
ザ
ム
ゾ
ン
は
こ
れ
を
「
引
受
原
理
(
O
b
e
r
a
a
h
m
e
p
r
i
n
z
i
p
)
」
と
呼
び
、
代
替
原
因
を
自
然
現
象
と
人
的
行
為
と
で
区
別
す
る
根
拠
と
し
て
'
「
人
的
行
為
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(S)
(
i
n
)

(%」>¥

(5 7)

(si)

(6 0)

(
3
)

(
」
)

(
8
)

に
は
行
為
規
範
が
妥
当
す
る
が
、
自
然
的
経
過
に
法
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
　
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
S
.
1
2
5
f
f
.

L
a
r
s
R
o
h
,
D
i
e
k
a
u
s
a
l
e
E
r
k
l
a
r
u
n
g
u
b
e
r
b
e
d
i
n
g
t
e
r
E
r
f
o
l
g
e
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
1
9
9
4
,
S
.
6
1
.

な
お
へ
近
時
の
我
が
国
で
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
と
結
果
規
定
と
を
結
び
つ
け
る
見
解
と
し
て
'
小
林
・
前
出
注
(
8
)
c

E
n
g
i
s
c
h
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
1
0
)
S
.
1
8
f
.

Z
.
B
.
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
,
S
.
2
4
;
v
o
n
L
o
t
h
a
r
K
u
h
l
e
n
,
F
r
a
g
e
n
e
i
n
e
r
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
P
r
o
d
u
k
t
h
a
f
t
u
n
g
,
1
9
8
9
,
S
.
3
5
;
F
r
i
e
d
l
i
c
h
T
o
e
p
e
l
,

K
a
u
s
a
l
i
t
a
t
u
n
d
P
f
l
i
c
h
t
w
i
d
r
i
g
k
e
i
t
z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
b
e
i
m
f
a
h
r
l
a
s
s
i
g
e
n
E
r
f
o
l
g
s
d
e
l
i
k
t
e
,
1
9
9
2
,
S
.
5
3
f
,
テ
I
ベ
ル
は
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
に
よ
る
指
摘
を
t
 
c
.
s
.
q
.
n
.

公
式
に
と
っ
て
「
歓
迎
す
べ
き
」
補
足
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
則
性
の
確
認
は
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
の
前
提
か
、
条
件
関
係
肯
定
の
た
め
の
単
な
る

補
強
要
素
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
後
者
の
見
解
と
し
て
町
野
・
前
出
注
(
S
)
一
一
五
頁
参
照
。
法
則
性
の
確
認
を
単
な
る
補
強
要
素
と
す
る

と
へ
　
「
概
念
上
、
一
般
法
則
な
し
に
'
個
々
の
事
例
に
お
け
る
有
効
性
に
基
づ
い
て
の
み
条
件
連
関
(
必
要
条
件
)
を
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
る
。

V
g
1
.
I
n
g
e
b
o
r
g
P
u
p
p
e
,
D
i
e
E
r
f
o
l
g
s
z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
2
0
0
0
,
S
.
3
7
.

考
察
の
順
序
は
①
合
法
則
性
判
断
'
②
c
.
s
.
q
.
n
.
公
式
に
よ
る
条
件
関
係
判
断
、
と
な
ろ
う
.
伊
東
研
祐
「
r
相
当
因
果
関
係
説
の
危
機
」
　
の
意
味
と

r
客
観
的
帰
属
論
J
試
論
」
現
代
刑
事
法
l
巻
四
号
二
九
九
九
)
　
二
一
頁
、
小
林
憲
太
郎
「
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
(
六
・
完
)
」
千
葉
大
学
法
学
論
集

〓
ハ
巻
二
号
(
二
〇
〇
l
)
三
1
頁
参
照
。
た
だ
L
c
.
s
.
q
.
n
.
こ
そ
が
合
法
則
性
の
前
提
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
　
V
g
1
.
T
o
e
p
e
l
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
5
7
)
S
.

5
7
.
同
旨
、
古
川
仲
彦
「
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
の
内
容
(
こ
」
法
学
協
会
雑
誌
l
二
三
巻
八
号
(
二
〇
〇
六
)
　
l
四
四
〇
頁
o

町
野
・
前
出
注
(
S
)
　
I
 
l
四
頁
、
1
七
四
頁
以
下
'
古
川
・
前
出
注
(
c
o
¥
　
I
四
四
〇
頁
参
照
。

林
(
防
)
・
前
出
注
(
4
)
三
七
頁
も
参
照
。

林
(
防
)
・
前
出
注
(
4
)
　
三
九
頁
以
下
。

事
実
と
仮
定
の
比
較
に
よ
り
'
「
因
果
性
は
そ
の
重
要
性
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
　
T
o
e
p
e
l
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
5
7
)
S
.
6
2
.

例
え
ば
「
製
造
業
者
が
不
良
品
の
回
収
命
令
を
出
し
て
い
れ
ば
」
と
仮
定
し
た
と
き
'
「
小
売
業
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
」
と
い
っ
た
こ
と
は
実

験
に
よ
る
確
認
が
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
仮
定
的
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
対
象
が
'
例
え
ば
人
間
の
行
為
や
病
の
経
過
の
よ
う
に
機
械
的
に
は
進
行
し
な

い
場
合
、
経
過
予
測
は
困
難
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
'
増
田
豊
「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
1
般
的
因
果
性
の
証
明
と
デ
ィ
ア
ロ
ギ
ッ
シ
ユ
な
原
理

と
し
て
の
自
由
心
証
主
義
-
必
要
条
件
公
式
と
合
法
則
的
条
件
公
式
の
相
補
正
の
テ
ー
ゼ
に
関
連
し
て
」
法
律
論
叢
六
八
巻
三
・
四
・
五
合
併
号
二
九
九

六
)
　
1
四
二
頁
は
'
代
替
原
因
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
例
も
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
o
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(S)
(6 5)

(6 6)

(
5
)

(
-
-
¥

(6 9)

(S)
(S)

(7 2)
(S)

(K)
(
7
6
)

林
(
防
)
・
前
出
注
(
4
)
三
七
頁
以
下
参
照
。

例
え
ば
数
学
で
い
え
ば
'
「
六
で
割
れ
る
」
と
い
う
結
果
に
と
っ
て
「
偶
数
で
あ
る
こ
と
」
は
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
な
-
'
「
十
二
の
倍
数

で
あ
る
こ
と
」
は
十
分
条
件
で
は
あ
る
が
必
要
条
件
で
は
な
い
。

科
学
的
因
果
連
関
に
関
す
る
記
述
は
、
プ
ン
ゲ
・
前
出
注
(
2
)
を
参
照
し
た
。

規
則
的
な
条
件
へ
の
依
存
(
C
が
起
き
る
な
ら
ば
E
が
起
き
る
t
と
い
う
法
則
性
の
こ
と
。
「
も
し
C
な
ら
ば
」
が
こ
れ
に
当
た
る
)
へ
存
在
論
的
継
起

(
原
因
が
結
果
よ
-
も
「
存
在
論
的
に
」
先
行
す
る
こ
と
)
'
恒
常
性
(
も
し
C
が
起
こ
れ
ば
t
 
E
が
「
い
つ
も
必
ず
起
こ
る
」
と
い
う
こ
と
)
、
1
意
性

(
「
C
の
存
在
に
'
一
意
な
あ
る
い
は
多
様
で
な
い
仕
方
で
'
(
必
ず
し
も
時
間
的
に
で
は
な
い
が
)
　
E
の
存
在
が
続
-
」
こ
と
)
　
で
あ
る
。
詳
し
-
は
プ
ン

ゲ
・
前
出
注
(
2
)
　
五
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
'
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
(
沢
田
充
茂
=
中
山
浩
二
郎
=
持
丸
悦
朗
訳
)
　
「
物
理
学
の
哲
学
的
基
碇
」
　
(
岩

波
書
店
、
l
九
六
八
)
　
1
九
八
頁
以
下
も
参
照
。

プ
ン
ゲ
・
前
出
注
(
2
)
　
五
九
貢
参
照
。

十
分
条
件
と
必
要
条
件
の
比
較
に
つ
い
て
は
v
g
1
.
P
u
p
p
e
,
D
e
r
E
r
f
o
l
g
,
S
.
8
6
7
f
.

e
か
ら
q
が
導
か
れ
る
と
し
て
も
'
そ
の
場
合
に
「
e
で
あ
る
場
合
に
常
に
q
+
Ⅴ
」
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

P

u

p

p

e

,

N

K

V

o

r

ァ

1

3

R

n

.

8

8

,

R

n

.

9

6

;

d

i

e

s

.

,

D

e

r

E

r

f

o

l

g

,

S

.

i

仮
定
的
消
去
法
か
ら
求
め
ら
れ
る
の
は
「
必
要
条
件
」
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
「
偶
数
で
あ
る
(
条
件
)
」
を
差
し
引
け
ば
「
六
で
割
れ
る
(
結
果
)
」
が

抜
け
落
ち
る
が
'
「
偶
数
で
あ
る
　
(
条
件
)
」
場
合
に
常
に
「
六
で
割
れ
る
　
(
結
果
)
」
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
し
t
 
v
g
1
.
H
e
i
n
z
K
o
r
i
a
t
h
,
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n

s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
r
Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
,
1
9
9
4
,
S
.
4
6
8
.

こ
の
場
合
に
「
支
配
力
」
と
は
「
結
果
回
避
可
能
性
」
を
意
味
し
、
形
而
上
学
的
「
作
用
」
と
し
て
の
「
力
」
で
は
な
い
。
町
野
は
「
r
力
に
よ
る
支
配
j

r
因
果
力
の
凌
鶴
」
と
い
う
よ
う
な
感
覚
的
な
概
念
で
'
帰
貫
を
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
」
に
は
反
対
す
る
O
町
野
・
前
出
往
(
S
)
九
八
頁
、
1
　
1

0
頁
'
一
一
六
頁
参
照
。

原
因
を
「
質
的
」
に
区
別
す
る
の
は
形
而
上
学
的
因
果
概
念
で
あ
る
t
と
い
う
　
S
a
m
s
o
n
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
9
)
S
.
1
1
4
.

こ
れ
は
等
価
説
が
本
来
的
に
有
す
る
問
題
で
あ
る
。
等
価
説
に
対
す
る
批
判
は
'
梅
崎
・
前
出
注
(
4
)
七
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。
な
お
'
町
野
・
前
出

注
(
2
)
一
二
五
頁
も
参
照
。

条
件
を
「
結
果
に
対
し
て
等
価
倍
な
も
の
」
と
解
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
'
近
時
の
相
当
性
判
断
に
「
寄
与
度
」
と
い
う
基
準
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
思
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I・J

わ
れ
る
。
結
果
発
生
へ
の
寄
与
度
と
相
当
性
判
断
に
つ
き
、
前
田
こ
別
出
注
(
-
)
二
三
五
頁
、
曽
根
威
彦
「
因
果
関
係
論
の
展
開
」
法
学
教
主
一
八
五
号

(
一
九
九
六
)
　
四
頁
以
下
等
。

(
f
c
)
　
テ
-
ベ
ル
は
'
検
討
対
象
に
組
み
込
ま
れ
る
条
件
は
「
事
情
を
検
討
す
る
た
め
の
関
心
に
左
右
さ
れ
」
'
刑
法
に
お
い
て
は
「
行
為
規
範
に
お
い
て
言
及

さ
れ
た
結
果
に
必
要
で
あ
っ
た
行
為
者
の
行
為
の
み
が
、
原
因
と
し
て
考
慮
の
対
象
と
な
る
」
と
し
て
い
る
　
T
o
e
p
e
l
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
5
7
)
S
.
5
9
.
し
か
し

例
え
ば
夜
間
潜
水
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
た
る
行
為
者
の
「
行
為
」
と
、
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
の
行
為
と
い
う
「
介
在
事
情
」
を
'
ど
の
よ
う
に
区

別
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
7
)
　
山
口
・
前
出
注
(
1
)
四
八
頁
、
林
(
幹
)
・
前
出
注
(
2
)
　
1
1
1
0
頁
、
同
・
r
刑
法
の
現
代
的
課
題
」
(
有
斐
閣
、
1
九
九
一
)
五
三
頁
参
照
O
林

(
幹
)
は
'
「
回
避
可
能
な
結
果
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
結
果
無
価
値
を
基
礎
づ
け
う
る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
結
果
回
避
可
能
性
を
要
求
す
る
根
拠
が
応
報

の
理
念
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

(
7
)
　
山
口
・
前
出
注
(
1
6
)
　
四
八
頁
以
下
、
同
・
前
出
注
(
8
)
九
頁
参
照
。

(
8
)
　
大
塚
裕
史
「
過
失
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
構
造
」
下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
r
刑
事
法
学
の
新
動
向
(
上
巻
)
」
(
1
九
九
五
)
一
六
二
頁
以
下
'
成
瀬

3
勝
則

(S)

事
典
「
結
果
の
回
避
可
能
性
と
過
失
」
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
〔
第
五
版
〕
　
(
有
斐
閣
へ
二
〇
〇
三
)
　
1
七
頁
参
照
。
な
お
'
結
果
回
避
可
能
性
が
問
題
と

な
る
事
例
を
義
務
違
反
の
観
点
か
ら
区
別
す
る
も
の
と
し
て
'
杉
本
一
敏
「
相
当
因
果
関
係
と
結
果
回
避
可
能
性
(
五
)
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集

一
〇
五
号
(
二
〇
〇
三
)
　
三
八
八
貫
以
下
。

林
(
幹
)
・
前
出
注
(
2
)
　
1
　
1
九
頁
以
下
へ
山
中
・
前
出
注
(
7
)
二
三
1
頁
'
小
林
・
前
出
注
(
%
&
¥
　
1
七
頁
参
照
。
林
(
秤
)
は
条
件
関
係
を
結

果
回
避
義
務
段
階
で
の
結
果
回
避
可
能
性
と
し
て
把
握
す
る
.
た
だ
し
'
結
果
回
遊
義
務
の
前
提
と
な
る
の
は
(
事
後
的
な
)
結
果
回
避
可
能
性
で
は
な
く

「
危
険
減
少
可
能
性
」
で
あ
る
。
同
様
に
'
山
中
は
こ
の
前
提
を
「
危
険
回
避
可
能
性
」
と
し
て
い
る
。

佐
伯
・
前
出
注
(
3
)
　
五
頁
参
照
。

H
.
L
.
A
.
H
a
r
t
a
n
d
T
o
n
y
H
o
n
o
r
e
,
C
a
u
s
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
l
a
w
,
s
e
c
o
n
d
e
d
i
t
i
o
n
,
1
9
8
5
,
p
.
1
2
8
.
翻
訳
と
し
て
　
x
・
h
J
蝣
<
　
ハ
ー
ト
/
ト
ニ
ー
・
オ
ノ
レ

(
井
上
祐
司
/
真
鍋
毅
/
上
田
博
共
訳
)
r
法
に
お
け
る
因
果
性
」
　
(
九
州
大
学
出
版
会
'
一
九
九
二




