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過
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合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て（
二・
完
）
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井　
　

悟　
　

司

一 

は
じ
め
に

二 

日
本
法
に
お
け
る
議
論
状
況
の
整
理
と
課
題
の
抽
出

 

1　

過
失
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
と
し
て
の
結
果
回
避
可
能
性

 

2　

結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
方
法

 

3　

許
さ
れ
る
仮
定
の
範
囲

 

4　

小
括
と
検
討

三 

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解

 

1　

回
避
可
能
性
要
件
の
内
容
と
位
置
づ
け

 

2 

回
避
可
能
性
要
件
の
要
否
（
以
上
、
第
一
二
四
巻
一
一
・
一
二
号
）

四 

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 

1 

裁
判
実
務
に
お
け
る
認
定
方
法

 

2 

学
説
に
お
け
る
理
論
構
成

研
　
　
　
究



七
二

 

3 

小　
　
　

括

五 

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
判
断
手
法
に
関
す
る
検
討

 
1　

結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
回
避
す
る
方
策
の
採
用
可
能
性

 
2　

他
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
回
避
不
可
能
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
根
拠

 

3　

他
者
の
注
意
義
務
履
行
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
範
囲

六 

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

四 

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ

前
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、過
失
犯
の
成
立
に
は
一
般
に
、行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ

て
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
し
ば
し
ば
困
難

な
も
の
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
行
為
者
の
注
意
義
務
履
行
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
注
意
義
務
履
行
も
ま

た
必
要
と
な
る
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
回
避
可
能
性
要
件
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境

を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
同
様
に
他
者
も
注
意
義
務
を
履
行
し
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
人
に
は
意
思
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
動
は
法
則
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
人
が

ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
と
の
指
摘
が
た
び
た
び
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

（8
（

、
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度

と
結
果
不
発
生
と
の
間
の
中
間
項
と
も
い
う
べ
き
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
お

よ
そ
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
原
理
的
に
不
可
能
な
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
上
述
の
回

避
可
能
性
判
断
に
、
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
常
に
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
仮
定
し
、
回

避
可
能
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
反
対
に
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
の
仮
定
を
許
す
な
ど
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
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過
失
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競
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回
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二
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り
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
疑
問
か
ら
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
と

な
る
他
者
の
態
度
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
、
回
避
可
能
性
要
件
の
充
足
を
い
か
に
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の
か
が
、
わ
が
国

と
同
様
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

（8
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
判
例
・
学
説
上
、
実
に
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と

ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
わ
が
国
の
法
解
釈
へ
の
示
唆
を
求
め
て
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
て
い
く
。

1　

裁
判
実
務
に
お
け
る
認
定
方
法

こ
の
点
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
被
告
人
の
注
意
義
務
の
履
行
に
加
え
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
も
必
要
で
あ
っ
た
も
の
の
、
被
告

人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
が
、
証
拠
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
の
も
と
で
、当
該
被
告
人
に
関
す
る
回
避
可
能
性
の
判
断
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の
際
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、大
別
す
る
と
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
上
述
し
た
回
避
可
能
性
判
断
を
堅
持
し
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
他
者
は
合

義
務
的
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
残
る
以
上
、
回
避
可
能
性
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た）

（8
（

「
義

務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
等
し
い
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
残
る
と
し
て
も
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
し
て
、
被
告
人
に

回
避
可
能
性
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
、
先
に
述
べ
た
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
等
し
い
。
以
下

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
を
概
観
す
る
。

（
1
）　

義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例

ま
ず
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
膿
瘍
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る）

（8
（

。
事
案
は
、
医
師
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
患
者
に
炎
症
の
徴
候
が

み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
任
医
師
で
あ
っ
た
共
同
被
告
人
に
こ
れ
を
報
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
必
要
な
処
置
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
同
患
者
が
膿

瘍
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
被
告
人
が
炎
症
の
徴
候
を
報
告
し
て
い
た
と
し
て
も
、
共
同
被
告
人
は
必
要
な
処
置
を
何
も
講
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じ
な
か
っ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
報
告
を
怠
っ
た
不
作
為
と
患
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
が
争
点
と
な
っ
た
。

以
上
の
事
実
関
係
に
つ
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
Ｌ
Ｇ
は
審
理
不
十
分
で
あ
る
と
し

て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
別
の
刑
事
部
に
差
戻
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
が
報
告
し
て
い
た
と
し
て
も
、

共
同
被
告
人
は
必
要
な
処
置
を
何
も
講
じ
な
か
っ
た
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
の
不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関

係
を
認
め
る
余
地
は
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
決
文
上
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
同
様
に
共
同
被
告
人
も
合
義
務
的
態
度
を
と
り
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
に
つ
い
て
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
と
の
理
解
が
背
後
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う）

（（
（

。

続
い
て
、
血
液
バ
ン
ク
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る）

（8
（

。
事
案
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
血
液
バ
ン
ク
に
お
い
て
、
衛
生
上
の
安
全
対
策
に
不
備

が
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
保
管
さ
れ
て
い
た
保
存
血
液
に
細
菌
が
感
染
し
、
同
血
液
を
投
与
さ
れ
た
患
者
が
死
亡
し
た
。
こ
の
よ
う
な
輸
血
事
故
に
つ
い

て
、
血
液
バ
ン
ク
の
副
所
長
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
所
轄
庁
、
な
ら
び
に
、
自
分
の
上
司
に
あ
た
る
同
バ
ン
ク
の
所
長
で
あ
っ
た
共
同
被
告
人
に
対
し
て

保
存
血
液
の
不
適
切
な
取
り
扱
い
に
関
す
る
情
報
提
供
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
確
立
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
が
結
果
の
原
因
と
な
る
の
は
、
被
告
人
が
合
義
務
的
に
行
為
し

て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て

こ
の
よ
う
な
回
避
可
能
性
を
た
だ
ち
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
が
血
液
バ
ン
ク
に
お
け
る
保
存
血
液
の
不

適
切
な
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
所
轄
庁
や
共
同
被
告
人
に
情
報
提
供
し
た
と
し
て
も
、
所
轄
庁
や
共
同
被
告
人
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
実
際

に
是
正
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
く
、
本
件
輸
血
事
故
が
阻
止
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
以
上
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
人
の
不
作
為
と
患
者

の
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
Ｌ
Ｇ
の
原
判
決
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
破
棄
し
、
事
件
を
別
の
刑
事
部
に
差
戻
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、工
場
リ
ー
ダ
ー
事
件
も
こ
の
類
型
に
属
す
る）

89
（

。
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
運
送
会
社
が
所
有
す
る
自
動
車
工
場
の
工
場
リ
ー
ダ
ー

で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
自
ら
が
検
査
を
担
当
し
て
い
た
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
に
ブ
レ
ー
キ
の
不
具
合
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
被
告



七
五

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）
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人
は
、
不
具
合
の
原
因
が
も
っ
ぱ
ら
前
輪
の
ブ
レ
ー
キ
に
あ
る
も
の
と
考
え
、
後
輪
の
ブ
レ
ー
キ
の
検
査
を
怠
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
運
送

会
社
グ
ル
ー
プ
の
若
社
長
で
あ
っ
た
共
同
被
告
人
に
対
し
て
、
前
輪
ブ
レ
ー
キ
に
不
具
合
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
、
本
件
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
使

用
を
禁
止
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
具
申
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
共
同
被
告
人
は
、
被
告
人
か
ら
の
意
見
具
申
を
受
け
入
れ
ず
、
引
き
続
き
使
用
す
る

よ
う
決
定
し
た
と
こ
ろ
、
走
行
中
の
ブ
レ
ー
キ
の
不
作
動
に
よ
る
事
故
で
、
本
件
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
転
手
ほ
か
二
名
が
死
亡
し
た
。

こ
れ
に
つ
き
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、本
件
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
後
輪
ブ
レ
ー
キ
の
摩
耗
を
含
む
ブ
レ
ー
キ
全
体
の
状
態
を
共
同
被
告
人
に
対
し
て
報
告
し
な
か
っ

た
被
告
人
の
不
作
為
と
本
件
事
故
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
疑
問
視
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
本
件
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
前
輪
だ
け
で
な
く
、
そ

の
後
輪
に
ま
で
ブ
レ
ー
キ
の
不
具
合
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
と
し
て
も
、
本
件
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
使
用
中
止
に
躊
躇
し
て
い
た
共
同
被

告
人
が
実
際
に
自
ら
の
決
定
を
覆
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
は
、
い
ま
だ
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
Ｌ
Ｇ
の
判
断
に
は
、
そ
の
認
定
に
不
十
分
な
点
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
別
の

刑
事
部
に
差
戻
し
た
の
で
あ
る
。
本
判
決
も
ま
た
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、

同
様
に
共
同
被
告
人
も
合
義
務
的
態
度
を
と
り
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
被
告
人
に
つ
い
て
合
義
務
的
態

度
に
よ
る
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う）

89
（

。

さ
ら
に
、
近
時
の
判
例
と
し
て
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る）

89
（

。
事
案
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
一
月
二
日
、

Bad Reichenhall

市
が
経
営
す
る
室
内
プ
ー
ル
場
お
よ
び
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
か
ら
な
る
複
合
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
の
屋

根
が
許
容
重
量
を
超
え
た
積
雪
に
よ
り
崩
落
し
、
来
場
者
計
二
一
名
が
死
傷
す
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
た
。
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
は
、
そ
の
屋
根

部
分
に
構
造
上
の
欠
陥
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
許
容
重
量
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
建
築
技
師
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
同
市
か
ら
、
本
件
複

合
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
改
築
費
用
を
見
積
も
る
鑑
定
を
委
託
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、
鑑
定
の
結
果
を
調
査
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
そ
の
中

で
、本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
の
状
態
は
一
般
的
に
み
て
良
好
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、そ
の
屋
根
の
構
造
に
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
際
、
被
告
人
は
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
の
屋
根
の
構
造
を
十
分
に
調
査
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
同
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市
に
よ
っ
て
当
該
屋
根
の
構
造
の
許
容
重
量
に
関
す
る
調
査
な
ど
の
措
置
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
本
件
崩
落
事
故
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。

以
上
の
事
実
関
係
に
つ
き
、
被
告
人
は
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
の
屋
根
を
手
で
触
れ
る
な
ど
し
て
直
接
的
に
調
査
し
、
構
造
上
の
欠
陥
の
徴
候
に
つ

い
てBad Reichenhall

市
に
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
を
怠
る
と
い
う
不
作
為
に
よ
っ
て
、
本
件
崩
落
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
、
起
訴
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
被
告
人
が
こ
の
よ
う
な
適
切
な
調
査
を
実
施
し
、
屋
根
の
構
造
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
同
市
に
指
摘
し
て
い
た
な
ら
ば
、
同
市
の
責
任
者
ら
は
、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
さ
ら
に
徹
底
的
に
調
査
す
る
よ
う
指
示
し
、
屋
根
の
許
容
重
量
の
問
題
に
つ
い
て
対
策
を
講
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
市
は
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
〇
四
年
に
も
、
被
告
人
と
は
別
の
建
築
家
か
ら
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
に
構
造
上
の
欠

陥
が
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人

が
適
切
な
調
査
を
行
い
、適
切
な
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い
た
と
し
て
も
、同
市
の
責
任
者
ら
は
こ
れ
に
取
り
合
わ
ず
、必
要
な
対
策
を
何
も
講
じ
な
か
っ

た
疑
い
が
浮
上
し
、
被
告
人
の
上
記
不
作
為
と
本
件
崩
落
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

89
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｇ
は
、Bad Reichenhall

市
が
別
の
建
築
家
か
ら
の
指
摘
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
被
告
人
が
適
切
な
調
査

を
行
い
、
適
切
な
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
同
市
の
責
任
者
ら
は
必
要
な
対
策
を
講
じ
、
本
件

崩
落
事
故
は
回
避
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ま
ず
、
先
に
も
み
た
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
を
引
用
し
た
上
で）

88
（

、
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
に
依
拠
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
拒

否
し
つ
つ
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
同
一
の
結
果
が
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
疑
い
が
、
反
対
事
実
、
す
な
わ
ち
、
被

告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
同
一
の
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め

ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
、
合
理
的
に
排
斥
す
る
場
合
に
は
、
被
告
人
の
不
作
為
と
本
件
崩
落
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
の
理
解
を
示
し

た
。
そ
の
上
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
存
在
を
否
定
し
た
Ｌ
Ｇ
の
証
拠
評
価
を
疑
問
視
し
、
被
告
人
の
適
切
な

調
査
・
報
告
は
む
し
ろ
、別
の
建
築
家
か
ら
の
指
摘
と
は
異
な
り
、同
市
の
責
任
者
ら
に
と
っ
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い「
警
告
信
号（A

larm
signal

）」

と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
判
示
し
た）

88
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
た
と
し
て
も
実
際
に
同
市
の
責
任
者
ら
が
こ
れ
に
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

対
応
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
は
更
な
る
検
討
を
要
す
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
別
の
刑
事
部
に
差
戻
し
た
の
で
あ
る）

88
（

。
こ
の
よ
う
に

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
原
審
で
あ
る
Ｌ
Ｇ
と
証
拠
評
価
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然

性
を
も
っ
て
、
直
接
的
な
結
果
回
避
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
同
市
の
責
任
者
ら
が
し
か
る
べ
き
対
応
を
と
り
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
事
実
認
定
を
要
す
る
と
の
理
解
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
2
）　

義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例

こ
れ
に
対
し
て
、
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
事
実
認
定
を
経
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
回
避

可
能
性
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
判
例
と
し
て
は
、
著
名
な
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る）

88
（

。
事
案
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
自

社
製
品
の
皮
革
ス
プ
レ
ー
が
原
因
と
思
わ
れ
る
複
数
の
健
康
被
害
の
報
告
を
受
け
た
Ｗ
社
に
お
い
て
臨
時
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
取
締
役
で

あ
っ
た
被
告
人
Ｓ
、D

r. Sch

ほ
か
二
名
が
、
中
央
研
究
所
所
長
で
あ
っ
た
被
告
人D

r. B

の
調
査
報
告
を
受
け
、
同
製
品
の
販
売
停
止
や
回
収
等
の
対

策
を
行
わ
な
い
旨
決
議
し
、
子
会
社
に
あ
た
る
Ｓ
社
、
Ｅ
社
の
取
締
役
で
あ
っ
た
被
告
人
Ｗ
、
Ｄ
も
こ
れ
に
従
い
、
同
製
品
の
製
造
・
販
売
が
継
続
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
も
同
様
の
被
害
が
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
で
、
被
告
人
Ｓ
、D

r. Sch

、
Ｗ
、
Ｄ
の
四
名
は
、
臨
時
取
締
役
会

以
前
に
発
生
し
た
四
件
の
被
害
に
つ
い
て
過
失
傷
害
罪
に
問
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
四
名
は
、
必
要
な
回
収
を
命
令
し
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
取
締

役
会
の
決
議
を
獲
得
す
る
た
め
に
実
施
可
能
か
つ
期
待
可
能
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
不
注
意
に
も
こ
れ
を
怠
っ
た
不
作
為
に
よ
り
、
四
件

の
健
康
被
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る）

8（
（

。
も
っ
と
も
、
被
告
人
各
人
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
被
告
人
が
回
収
に

反
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
回
収
決
議
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
ら
の
前
述
し
た
不
作
為
と

結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
疑
義
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
ま
ず
、
不
作
為
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
に
よ
っ
て
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性

を
も
っ
て
結
果
が
回
避
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
判
断
に
関
し
て
、
従
来
の
判
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例
と
同
様
の
立
場
に
依
拠
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
の
際
、
従
来
の
判
例
は
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
各
人
が
、
必
要
な
回
収
を
命
令
し
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
取
締
役
会
の
決
議
を
獲
得
す
る
た
め
に
実
施
可
能
か
つ
期
待
可
能

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
収
決
議
が
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
否
か
が
決
定
的
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
、
過
失
傷
害
罪
に
お
け
る
不
作
為
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
行
為
者
ら
が
互
い
に
独
立
し
て
寄
与
を
果
た
し
、
そ
れ
ら

の
寄
与
が
重
な
り
合
っ
て
は
じ
め
て
構
成
要
件
的
結
果
を
惹
起
せ
し
め
た
場
合
に
は
、
各
人
の
寄
与
そ
れ
ぞ
れ
が
当
該
結
果
の
原
因
に
な
る
と
の
原
則
に

照
ら
せ
ば
、
不
作
為
の
領
域
に
お
い
て
は
、
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
、
た
と
え
ば
、
本
件
で
い
う
と
こ
ろ
の
取
締
役
会
に
お
け
る
回

収
決
議
が
、
複
数
の
関
与
者
の
共
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
う
る
場
合
、
協
力
権
限
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
措
置
に
向
け
た
寄
与
を

果
た
さ
な
か
っ
た
者
は
す
べ
て
、
当
該
措
置
の
不
実
施
に
つ
き
原
因
を
設
定
し
た
も
の
と
い
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
各
人
の
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
り
、
当
該
被
告
人
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
他
の
被
告
人
の
合
義
務
的
態
度
を
も
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
存
在
を
肯
定
し
、
被
告
人
各
人
の

不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
定
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る）

88
（

。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
取
締
役
が
複
数
存

在
す
る
会
社
の
場
合
、
各
人
は
、
他
の
取
締
役
の
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま

う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刑
法
上
の
結
果
帰
属
の
余
地
が
一
切
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
是
認
し
が
た
い
結
論
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
他
者
の
義
務
違
反
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
各
人
が
責
任
を
免
れ
、
ひ
い
て
は
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
誰

も
責
任
を
負
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
結
論
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
理
由
に
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
し
て
回
避
可
能
性
を
判
断
す

る
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
の
で
あ
る）

（11
（

。

（
3
）　

両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
選
択
基
準

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
被
告
人
の
合
義
務
的
態
度
に
加
え
て
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
も
仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
過
失
の



七
九

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

競
合
事
案
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
に
関
す
る
回
避
可
能
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、
他
者
も
同
様
に
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
認
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
、
事
実
認
定
の
成
否
を
問
わ
ず
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
を
選
択
的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
被
告
人
が
合

義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
が
、
証
拠
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た

よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
被
告
人
の
回
避
可
能
性
の
存
否
に
つ
い
て
正
反
対
の
結
論
を
導
く
も
の
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
他
者
の
合
義
務

的
態
度
に
関
す
る
事
実
認
定
の
要
否
と
い
う
点
で
、
こ
の
よ
う
な
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は

ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
先
に
み
た
血
液
バ
ン
ク
事
件
お
よ
び
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
に
お
い
て
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
い
る
。

ま
ず
、
血
液
バ
ン
ク
事
件
で
は
、
被
告
人
ら
が
負
う
義
務
の
性
質
の
差
異
が
注
目
さ
れ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
お
い
て
は
、

複
数
の
取
締
役
ら
が
製
品
回
収
に
つ
き
共
同
か
つ
同
等
の
答
責
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
た
め
に
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採

用
す
る
判
断
が
下
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
血
液
バ
ン
ク
事
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
答
責
が
存
在
し
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、

副
所
長
で
あ
っ
た
被
告
人
が
怠
っ
た
保
存
血
液
の
不
適
切
な
取
り
扱
い
に
関
す
る
情
報
提
供
は
、
所
長
で
あ
っ
た
共
同
被
告
人
と
の
共
同
答
責
の
も
と
共

同
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
同
人
に
代
わ
り
、
も
っ
ぱ
ら
被
告
人
が
単
独
で
実
施
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
本
件
血
液
バ
ン
ク
事
件
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
と
事
案
を
全
く
異
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
血
液
バ
ン
ク
事
件
に
お
い
て
は
、

共
同
被
告
人
の
合
義
務
的
態
度
に
つ
い
て
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
共
同
か
つ
同
等
の
答
責
と

し
て
被
告
人
ら
が
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
か
否
か
が
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
選
択
基
準
と
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

他
方
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
で
は
、
被
告
人
ら
の
義
務
違
反
の
関
係
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
採
用
し
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
は
、
取
締
役
と
い
う
同
一
の
立
場
に
あ
っ
た
被
告
人
ら
に
よ
っ
て
回
収
決
議
の
獲
得
に
向
け
た
努
力
が
何
も
な
さ
れ
な
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か
っ
た
結
果
、
取
締
役
会
に
お
い
て
回
収
決
議
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
被
告
人
は
誰
一
人
と
し
て
、
自
ら
が
努

力
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
他
の
被
告
人
ら
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
は
、
被
告
人
が
調
査
・
報
告
を
怠
り
、
市
の
責
任
者
ら
も
必
要
な
対

策
を
講
じ
な
か
っ
た
と
い
う
、
複
数
の
不
作
為
が
相
前
後
し
て
な
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
し
て
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
な
委
員
会
決
議
事
例
と
は

そ
も
そ
も
事
案
が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
に
お
い
て
は
、
上
述
し
た
と
お
り
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー

チ
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
に
照
ら
せ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
な
、
複
数
人
が
並
行
的
に
義
務
に
違

反
し
た
不
作
為
を
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、各
人
の
回
避
可
能
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、他
の
行
為
者
の
態
度
に
関
し
て
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー

チ
」
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
の
よ
う
な
、
複
数
人
が
相
前
後
し
て
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
を
な
し
て

い
る
場
合
に
は
、先
行
し
て
い
る
行
為
者
に
つ
い
て
回
避
可
能
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、後
行
行
為
者
の
態
度
に
関
し
て
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー

チ
」
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る）

（1（
（

。
し
た
が
っ
て
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
選
択
基
準
は
、
行
為
者
の
義
務
違
反
が
並

行
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
相
前
後
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
行
為
者
各
人
の
義
務
違
反
同
士
の
関
係
性
に

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う）

（10
（

。

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
ら
の
義
務
の
性
質
の
差
異
や
、
各
人
の
義
務
違
反
同
士
の
関
係
性
に
着
目
し
て
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」

と
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
を
選
択
的
に
採
用
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

2　

学
説
に
お
け
る
理
論
構
成

以
上
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
と
並
ん
で
、
学
説
は
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
の
理
論
化
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

と
り
わ
け
、
行
為
者
の
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
が
、
中

心
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
学
説
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
意
識
が
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ



八
一

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

る
。
ま
ず
、
一
つ
目
の
問
題
意
識
と
し
て
、
本
章
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
人
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
を
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た）

（10
（

。
す
な
わ
ち
、
支
配
的
見
解
と
さ
れ
る
回
避
可
能
性
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
注
意

義
務
を
履
行
し
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
同
様
に
他
者
も
注
意
義
務
を
履
行
し
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
え
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
行
為
者
に
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
人
の
行
動
の
非
決
定
性
に
鑑
み
れ
ば
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
認
定
す

る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
回
避
可
能
性

は
常
に
否
定
さ
れ
、
行
為
者
は
容
易
に
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
問
題
意
識
と
し
て
、
行
為
者
が

他
者
の
義
務
違
反
を
理
由
に
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
は
真
に
許
さ
れ
て
よ
い
の
か
が
疑
問
視
さ
れ
た）

（10
（

。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
に
せ
よ
他
者
が
義
務
違
反
的

態
度
を
と
り
、
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
的
な
判
断
を
持
ち
出
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
れ
ば
、
行
為
者
に
注
意
義
務
を
課
し
た
こ
と
の
意
義
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
の
妥
当
性
に
疑
義
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
意
識
か
ら
、
学
説
上
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
様
々
な
理
論
構
成
が
模
索
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
わ
が
国
の
議
論
や
先
に
み
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
共
通
す
る
義
務
履
行
認
定
型
の
回
避
可
能
性
説
、
お
よ
び
、
義
務

履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
仮
定
的
判
断
の
対
象
を
回
避
可
能
性
で
は
な
く
危
険
減
少
の
有
無
と
す
る
こ
と
で
他
者

の
合
義
務
的
態
度
に
関
す
る
厳
格
な
証
明
を
不
要
と
す
る
危
険
減
少
説
、
さ
ら
に
は
、
回
避
可
能
性
や
危
険
減
少
と
い
っ
た
仮
定
的
判
断
に
代
わ
っ
て
全

く
別
の
帰
属
基
準
を
定
立
す
る
そ
の
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
各
ア
プ
ロ
ー
チ
を

概
観
す
る
。

（
1
）　

義
務
履
行
認
定
型
の
回
避
可
能
性
説

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
の
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
ま
ず
、
前
述
し
た
回
避
可
能
性
説
に
よ
る
判
断
手
法
を
堅

持
し
て
、
行
為
者
の
回
避
可
能
性
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
回
避
可
能
性
説
に
依
拠
し
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
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二

た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
同
様
に
他
者
も
注
意
義
務
を
履
行
し
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
事
実
認
定

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
成
功
し
た
場
合
に
の
み
、
行
為
者
に
つ
き
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る）

（10
（

。
こ
の

見
解
の
特
徴
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
他
者
も
ま
た
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
い
え
る
か
否
か
を
、
実
際
に
判
断
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
の
原
則
か
ら
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
回
避
可
能
性
は
否
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る）

（10
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
膿
瘍
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
一
連
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判

例
と
整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
義
務
履
行
認
定
型
の
回
避
可
能
性
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

同
説
に
対
し
て
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
人
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
、
そ
し
て
、
行
為
者
が
他
者
の
義
務
違
反
を
理
由
に
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
向
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
に
対
し
て
は
、
人
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
法
則
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と

が
た
だ
ち
に
、
他
者
の
仮
定
的
な
態
度
の
事
後
的
な
立
証
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り）

（10
（

、
か
り
に
そ
の

よ
う
な
立
証
が
実
際
に
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
他
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
る
可
能
性
が
残
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者

の
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
に
疑
い
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
行
為
者
が
こ
の
こ
と
を
理
由
に
責
任
を
免
れ
る
こ

と
は
や
む
を
得
な
い
帰
結
と
さ
れ
よ
う
。
む
し
ろ
、
他
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
が
発
生
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に
回
避
可
能
性
を
肯
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
の

原
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
2
）　

義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説

こ
れ
に
対
し
て
、
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
し
て
よ
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
回
避
可
能
性
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説
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
同
様
に
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
認
定

を
経
る
こ
と
な
く
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に
行
為
者
の
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に

よ
れ
ば
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず）

（10
（

、
他
者
も
同
様
に
合
義
務
的
態

度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
結
果
、
行
為
者
に
は
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

（10
（

。
こ
れ
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に

お
い
て
み
ら
れ
た
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
の
仮
定
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
根
拠
は
、
法
益
保
護
の
観
点
に
求

め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
者
は
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
は

発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
主
張
を
許
し
て
し
ま
え
ば
、
行
為
者
に
注
意
義
務
を
課
し
た
意
義
が
失
わ
れ
、
法
益
保
護
が
貫
徹
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
も
と
よ
り）

（（1
（

、
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
法
益
保
護
と
い
う
原
則
の
矛
盾
を
意
味
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（（（
（

。
以
上
の
理
由
か
ら
、
他

者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
指
摘
し
て
行
為
者
が
結
果
回
避
の
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
こ
の
こ
と
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
他
者
の
合
義

務
的
態
度
を
前
提
に
、
行
為
者
の
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
他
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
実
な
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
説
の
内
部
で
も
差
異
が
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ

れ
る
一
方
で）

（（0
（

、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
反
証
可
能
な
推
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
回
避

可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る）

（（0
（

。
後
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
他
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
実
な
場

合
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
が
お
よ
そ
存
在
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
結
果
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
危
険
減

少
説
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
は
、
法
益
保
護
の
見
地
か
ら
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
指
摘
す
る
こ
と
で
行
為
者

が
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
価
値
的
評
価
の
も
と
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に
行
為
者
の
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
と
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い
う
意
味
で
、
回
避
可
能
性
要
件
を
一
定
程
度
規
範
的
に
判
断
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
）　

危
険
減
少
説

以
上
の
見
解
に
対
し
、
危
険
減
少
説
か
ら
は
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
た
回
避
可
能
性
で
は
な
く
、
合
義

務
的
代
替
態
度
に
よ
る
危
険
減
少
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
の
存
在
で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、他
者
に
対
し
て
合
義
務
的
態
度
を
と
る
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、結
果
の
帰
属
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
少
な
く
と
も
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
場
合
に
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
他
者
は
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
な
い
限
り
は
、
結
果
帰
属
に
必
要
な
危
険
減
少
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う）

（（0
（

。

こ
の
点
、G

reco

は
、
危
険
減
少
説
に
依
拠
し
た
上
で）

（（0
（

、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
危
険
減
少
判
断
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
。
そ
の
際
、

G
reco

は
、
中
で
も
過
失
不
作
為
の
競
合
事
案
を
念
頭
に
お
い
て
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
に
、
注
意
義
務
に
違
反
し
た
複
数
人
の
不
作
為
が
並
行

的
に
（gleichzeitig bzw

. parallel

）
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
な
ど
の
よ
う
に
、
不
作
為
が
相
前
後
し

て
連
続
的
に
（nacheinander

）
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る）

（（0
（

。
と
い
う
の
も
、
前
者
の
並
行
型
の
競
合
の

場
合
に
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
お
け
る
取
締
役
ら
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
複
数
の
現
実
の
義
務
違
反
す
べ
て
に
つ
き
結
果
帰
属
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
順
次
型
の
競
合
の
場
合
に
は
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
に
お
け
る
建
築
技
師
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
義
務
違
反
に
対
す
る
結
果
帰
属
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
問
題
状
況
が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
）
（（0
（

。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
並
行
型
と
順
次
型
の
区
別
に
つ
い
て
、G

reco

は
、
一
方
の
行
為
者
が
自
身
の
態
度
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
も
う
一
方
の
行

為
者
の
態
度
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
が
並
行
的
に
な
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
と
し
て
、
並
行
型
の
競
合
に
あ
た
る
と
し
、

そ
れ
以
外
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
一
方
の
行
為
者
が
も
う
一
方
の
行
為
者
の
態
度
を
基
礎
に
自
身
の
態
度
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
は
、
順
次

型
の
競
合
に
あ
た
る
と
し
て
い
る）

（（0
（

。
そ
し
て
、G

reco

に
よ
れ
ば
、
並
行
型
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
危
険
減
少
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
行
為
者
各
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人
に
結
果
帰
属
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
の
存
在
が
疑
わ
し
い

と
い
う
の
で
あ
る）

（（0
（

。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
と
え
ば
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
な
委
員
会
決
議
事
例
の
場
合
、
行
為
者
の
一
人
が
合
義
務
的

態
度
を
と
っ
て
回
収
に
賛
成
す
る
投
票
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
他
の
行
為
者
に
対
し
て
回
収
賛
成
票
を
投
じ
る
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
者
ら
に
よ
っ
て
投
じ
ら
れ
る
多
数
の
回
収
反
対
票
を
覆
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
は
お
よ
そ
存
在
せ
ず
、
危
険
減
少
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と

は
他
の
行
為
者
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
並
行
型
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
全
員
に
つ
い
て
、
危
険
減
少
を
理
由
と
し
た

結
果
帰
属
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、G

reco

の
分
析
に
よ
る
と
、
並
行
型
の
競
合
事
案
に
お
い
て
行
為
者
全
員
に
結
果
帰
属
を
認
め

る
た
め
に
は
、
支
配
的
見
解
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
構
成
す
る
他
な
い
と
さ
れ
る）

（01
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
順
次
型
の
競
合

事
案
に
お
い
て
は
、
先
行
す
る
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
る
危
険
減
少
を
認
め
う
る
こ
と
か
ら
、
結
果
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、G

reco

に
よ
れ
ば
、
法
と
い
う
も
の
は
、
現
に
人
々
が
主
と
し
て
拠
り
所
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
動
指
針
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他

者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
経
験
則
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た

な
ら
ば
、
経
験
則
上
、
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
っ
て
結
果
回
避
の
チ
ャ

ン
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
定
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（0（
（

。

（
4
）　

そ
の
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ

以
上
み
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
ず
れ
も
、
行
為
者
が
合
義
務
的
代
替
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
事
態
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
、
仮
定
的
な
判
断
を
用
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
義
務
履
行
認
定
型
の
回
避
可
能
性
説
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
を
厳
密
に
行
う
こ
と

を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
お
よ
び
危
険
減
少
説
は
、
こ
の
仮
定
的
判
断
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
水
準
、
具
体
的
に

は
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
の
蓋
然
性
や
結
果
回
避
の
確
実
性
を
緩
和
す
る
こ
と
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
以
下
で
み
る
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ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
で
は
な
く
、
行
為
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、
他
者
も
ま
た
義
務
違
反
的
態
度
、
あ
る
い
は
、
結
果
回

避
に
と
っ
て
不
適
切
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
現
実
の
事
象
経
過
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
的

な
観
点
か
ら
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
合
義
務
的
代
替
態
度
の
仮

定
に
代
え
て
現
実
の
事
象
経
過
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
、
回
避
可
能
性
判
断
と
い
う
仮
定
的
判
断
を
行
う
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る

見
解
と
い
え
よ
う
。

（
ａ
）
た
と
え
ば
、A

st
は
、
行
為
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
ず
、A

st

に
よ
れ
ば
、
結
果
帰
属
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、

行
為
規
範
が
結
果
阻
止
に
と
っ
て
具
体
的
に
適
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
事
後
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
適
性
の
存
在
を

示
す
の
が
回
避
可
能
性
で
あ
る
と
さ
れ
る）

（00
（

。
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
も
、
結
果
帰
属
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
回
避
可
能
性
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
、
他
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
を
仮
定
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
、
具
体
的

適
性
と
し
て
の
回
避
可
能
性
の
存
在
を
妨
げ
る
事
情
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
複
数
の
行
為
者

が
規
範
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
も
っ
て
の
み
結
果
の
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
具
体
的
適
性
の
存
否
は
複
数
の
行
為
者
に
向
け
ら

れ
た
規
範
の
総
体
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
具
体
的
適
性
と
し
て
の
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
が
規
範

に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、他
の
行
為
者
も
ま
た
規
範
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（00
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

結
論
に
お
い
て
、
前
述
し
た
義
務
履
行
前
提
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
等
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、A

st

に
よ
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
へ
の
結
果
帰
属
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
適
性
と
し
て
の
回
避
可

能
性
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
結
果
帰
属
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
行
為
者
に
対
し
て
、
他
者

の
行
為
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
支
配
的
見
解
は
こ
の
点
を
看
過
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
過
失
の
競
合

事
案
に
お
い
て
は
、
他
者
の
行
為
を
介
し
て
結
果
が
発
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
自
ら
の
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
す

る
自
己
答
責
性
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
結
果
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
ま
で
行
為
者
が
な
ぜ
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と



八
七

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

に
な
る
の
か
、
そ
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（00
（

。
そ
こ
でA

st

は
、
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー

事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
共
同
正
犯）

（00
（

、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
間
接
正
犯
と
い
う
特
別
な
帰
属
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
の
で

あ
る）

（00
（

。A
st

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
帰
属
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
態
度
の
仮
定
的
判
断
と
い
っ
た
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お

い
て
実
務
上
し
ば
し
ば
困
難
と
な
る
問
題
を
克
服
し
て
、
他
人
の
行
為
の
帰
属
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

（00
（

。

こ
う
し
てA

st
は
、
回
避
可
能
性
要
件
を
超
え
て
、
行
為
帰
属
と
い
う
、
結
果
帰
属
判
断
の
た
め
の
新
た
な
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
他
方
で
、Puppe
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
帰
属
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
結
果
が
生
じ
た
こ
と
を
一
般
法

則
に
照
ら
し
て
説
明
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る）

（00
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
義
務
違
反
的

態
度
を
と
り
、
他
者
も
ま
た
義
務
違
反
的
態
度
、
あ
る
い
は
、
結
果
回
避
に
と
っ
て
不
適
切
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う

一
連
の
事
象
経
過
を
、
法
則
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
、
結
果
帰
属
の
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
でPuppe

が
想
定
し
て
い

る
の
は
、
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
膿
瘍
事
件
や
血
液
バ
ン
ク
事
件
の
よ
う
な
、
行
為
者
が
他
者
に
対
し
て
結
果
回
避
行
動
に
出
る
機
会
を
与
え
な
か
っ

た
事
例
、
換
言
す
れ
ば
、
情
報
提
供
を
す
る
な
ど
し
て
他
者
を
結
果
回
避
の
た
め
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
注
意
義
務
に
行
為
者
が
違
反
し
た
事
例
で
あ
る）

（00
（

。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
回
避
可
能
性
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
合
義
務
的
態
度
を
と
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
否
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
、Puppe

に
よ
れ
ば
、
人
の
態
度
を
決
定
す
る
一
般
的
な
因
果
法
則
は
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な

問
い
に
回
答
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る）

（01
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
にPuppe

は
、
他
者
の
仮
定
的
な
義
務
違
反
的
態
度
を
引
き

合
い
に
出
し
て
、
行
為
者
が
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
他
者
は
義
務
違
反

的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
は
、
帰
属
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う）

（0（
（

。
そ
こ
で
、Puppe

は
、
法
は
義
務
を

負
う
者
が
理
性
的
に
そ
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
よ
い
と
い
う
法
的
法
則
を
援
用
し
、
他
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
る
こ
と
を
前
提
に
帰
属
を

判
断
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る）

（00
（

。
す
な
わ
ち
、Puppe

に
よ
れ
ば
、
法
的
法
則
に
従
っ
て
考
え
る
と
、
本
来
的
に
は
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
結
果

は
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
他
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
た
の
は
行
為
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、



八
八

行
為
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、
他
者
も
ま
た
義
務
違
反
的
態
度
と
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
形
で
、
一
連
の
事
象

経
過
は
法
則
的
に
説
明
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（00
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
他
者
の
態
度
が
介
在
す
る
事
案
に
お
け
る
帰
属
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
法
則
を
援
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、Puppe

は
蓋
然
性
法
則
に
よ
る
解
決
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、Puppe

に
よ
れ
ば
、
蓋
然
性
法
則
に
従
っ
て
考
え
る
と
、

義
務
を
負
っ
て
い
な
い
他
者
で
あ
っ
て
も
結
果
回
避
に
と
っ
て
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
行
為
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
他
者
に
よ
る
救
助
可
能
性
は
排
除
さ
れ
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
が
増
加
し
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

（00
（

。
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
行
為
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、
他
者
も
結
果
回
避
に
と
っ
て
不
適
切
な
態
度

を
と
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
形
で
、
一
連
の
事
象
経
過
を
法
則
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

こ
う
し
てPuppe

は
、
回
避
可
能
性
判
断
は
不
要
と
し
つ
つ
も
、
現
実
の
事
象
経
過
の
法
則
的
説
明
に
必
要
な
限
り
で
、
他
者
が
注
意
義
務
を
負
う

者
で
あ
っ
た
か
否
か
に
応
じ
て
、
法
的
法
則
に
よ
る
他
者
の
合
義
務
的
態
度
の
仮
定
や
、
蓋
然
性
法
則
に
よ
る
危
険
増
加
判
断
と
い
う
、
前
述
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
の
理
解
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ｃ
）
さ
ら
にR

oxin

は
、
過
失
不
作
為
の
競
合
事
案
、
と
り
わ
け
、
行
為
者
が
他
者
に
対
し
て
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
な
い
し
要

請
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
他
者
が
必
要
な
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
を
念
頭
に
お
い
て
、
よ
り

単
純
な
結
果
帰
属
の
説
明
方
法
を
提
案
し
た
。
ま
ず
、R

oxin

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
に
結
果
を
回
避
す
る
よ
う
精
神
的
に
影
響
を
与
え
る
こ

と
の
不
作
為
に
対
す
る
結
果
帰
属
が
問
題
と
な
る
場
合
、
前
述
し
た
回
避
可
能
性
説
で
い
う
と
こ
ろ
の
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
公
式
を
適
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る）

（00
（

。
そ
の
理
由
と
し
てR

oxin

は
、
第
一
に
、
第
三
者
が
結
果
回
避
措
置
を
と
る
で
あ
ろ
う
か
否
か
は
不
明
確
で
あ
っ
て
、

確
実
性
を
も
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
証
明
の
で
き
な
い
不
確
実
な
事
情
に
可
罰
性
を
か
か
ら
し
め
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と）

（00
（

、
そ
し
て
第
二
に
、
他
者
の
仮
定
的
な
義
務
違
反
を
も
っ
て
、
実
際
に
義
務
に
違
反
し
て
何
も
し
な
か
っ
た
行
為
者
を
免
責
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
合
理
的
な
理
由
は
何
ら
存
在
し
な
い
こ
と）

（00
（

、
の
二
点
を
挙
げ
る
。
そ
こ
でR

oxin

は
、
行
為
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
り
、



八
九

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

他
者
も
ま
た
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
現
実
の
事
象
経
過
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、R

oxin

の
分
析
に
よ
れ

ば
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
な
い
し
要
請
を
怠
っ
た
行
為
者
の
不
作
為
は
、
必
要
な
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
他
者
の
不
作
為
の

条
件
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
他
者
は
、
結
果
発
生
の
危
険
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
当
該
結
果
回

避
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
現
実
化
し
た
も
の
と
も
い
う
べ
き
上
述
し
た
他
者
の
不
作
為
は
、

同
様
に
、
結
果
発
生
の
条
件
で
も
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
者
の
結
果
回
避
措
置
は
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
行
為
者
の
義
務
違
反
的
態
度
は
、
結
果
の
「
条
件
の
条
件
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、R

oxin
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
第
一
に
、
行
為
者
が
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
た
た
め
に
、
他
者
は
合
義
務
的
態
度
を
と
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
他
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
で
も
っ
て
結
果
を
回
避
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る）

（00
（

。

こ
う
し
てR

oxin

は
、
条
件
の
条
件
と
い
う
事
実
的
な
判
断
を
用
い
る
こ
と
で
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
に
関
す
る
仮
定
的
判
断
を
結
果
帰
属
の
判

断
か
ら
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

3　

小　
　
　

括

以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
お
い
て
も
一
致
し
た
理
解
が
み

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
判
例
・
学
説
上
と
も
に
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
判
例
に
お
い
て
は
、
回
避
可
能
性
判
断
を
堅
持
し
て
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ

て
、
同
様
に
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
り
、
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
認
定
を
要
す
る
と
す
る
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」

が
採
用
さ
れ
る
一
方
で
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
と
い
っ
た
一
定
の
事
案
に
お
い
て
は
、
事
実
認
定
の
成
否
を
問
わ
ず
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に

回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
選
択
基
準
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
一
見
す
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る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
併
用
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
前
述
し
た
日
本
の
判
例
と
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
過
失
の
競

合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
を
理
論
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
統
一
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
選
択
的
に
採
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
選
択
基
準
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い

て
、
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
が
明
示
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
先
に
み

た
よ
う
に
、
危
険
増
加
判
断
な
い
し
危
険
減
少
判
断
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
試
み
る
見
解
も
一
定
数
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
危
険
増
加
論
に
関
し
て
は
、

ド
イ
ツ
学
説
内
部
で
も
批
判
的
な
見
方
が
な
お
根
強
い
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
日
本
法
に
お
け
る
同
理
論
の
採
用
可
能
性
に
つ
い
て
も
慎
重
な
判
断

が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
回
避
可
能
性
説
と
危
険
減
少
説
と
の
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
規
範
的
判
断
を
積
極
的
に
取
り
込
も

う
と
す
る
姿
勢
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
の
態
度
は
非
法
則
的
・
非
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
も
と
よ
り
、
他
者
の
義
務
違
反
的

態
度
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
が
背
後
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
を

基
礎
に
理
論
構
築
を
図
ろ
う
と
す
る
点
が
特
徴
的
と
い
え
よ
う
。
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
は
、
他
者
の
態
度
を
ど
こ
ま

で
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
は
考
慮
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
価
値
判
断
の
妥
当
性
お
よ
び
そ

の
射
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
回
避
可
能
性
判
断
の
困
難
性
か
ら
、
別
の
要
件
で
こ
れ
を
置
き
換
え
よ
う
す
る
試

み
は
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
、
ド
イ
ツ
法
に
特
徴
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
わ
が
国
の
議

論
に
お
い
て
も
導
入
可
能
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
検
討
を
要
す
る
も
の
と
い
え
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

五 

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
判
断
手
法
に
関
す
る
検
討

あ
ら
か
じ
め
、
本
章
で
の
検
討
手
順
を
簡
単
に
示
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断

に
は
種
々
の
困
難
が
伴
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
判
断
を
経
ず
に
過
失
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
方
策
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま

ず
は
か
か
る
方
策
の
採
用
可
能
性
を
探
る
。
つ
い
で
、
か
り
に
結
果
回
避
可
能
性
判
断
が
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
問
題
と
な
る
、

同
判
断
に
お
い
て
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
と
違
反
の
ど
ち
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
検
討
を
加
え
る
。
そ

こ
で
、
か
か
る
検
討
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
り
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
主

張
の
理
論
的
根
拠
を
探
り
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
違
反
を
前
提
と
し
て
は
な
ら
な
い
理
由
と
と
も
に
、
他
者
に
よ
る

注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
が
一
定
の
場
合
に
は
許
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
過
失
の
競
合
事
案
を
そ
の
態
様
ご
と
に
場
合
分
け
し
て
、
他
者
の

注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
。

1　

結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
回
避
す
る
方
策
の
採
用
可
能
性

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
ド
イ
ツ
法
の
議
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が

注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
否
か
を
問
う
こ
と
に

は
、
や
は
り
多
く
の
困
難
が
伴
う
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
た
、
人
の
態
度
は
非
法
則
的
・
非
決
定
的
な
も
の
で
あ
る

と
の
認
識
は
、
た
し
か
に
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性

判
断
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
合
理
的
な
疑
い
を
生
ず
る
余
地
を
挟
ま
な
い

程
度
に
ま
で
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
果
回
避
可
能
性
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
判
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断
を
重
視
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
代
え
て
別
の
判
断
方
法
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
下
で
は
ま

ず
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
回
避
す
る
方
策
の
採
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

こ
の
点
、
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
仮
定
的
な
判
断
で
は
な
く
、
現
実
の
事
象
経
過
に
関
す
る
事
実
的
な
判
断
を
重
視
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、A

st
に
よ
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
行
為
規
範
の
結
果
阻
止
に
関
す
る
具
体
的
適
性
と
し
て
の
回
避
可
能
性
で
は
な

く
）
（00
（

、
む
し
ろ
、
自
己
答
責
性
原
理
か
ら
要
求
さ
れ
る
、
他
者
の
行
為
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
の
特
別
な
根
拠
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者

が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
生
じ
た
他
者
の
注

意
義
務
違
反
的
態
度
を
い
か
に
し
て
行
為
者
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
本
質
的
な
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な

A
st

の
指
摘
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
拡
張
的
正
犯
概
念
な
い
し
統
一
的
正
犯
概
念
で
は
な
く
、
制
限
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
こ
と
を
背
景
と
す
る
も

の
で
あ
り）

（01
（

、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
過
失
犯
の
成
立
範
囲
の
過
度
な
拡
大
に
理
論
的
な
歯
止
め
を
掛
け
う
る
と
い
う
点
で
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
失
の
競
合
事
案
が
行
為
者
の
行
為
と
結
果
発
生
と
の
間
に
他
者
の
介
在
す
る
事
案
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら

た
だ
ち
に
、
常
に
そ
の
よ
う
な
特
別
の
帰
属
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
実
際
、
過
失
の
競
合
事
案
に
関
す
る

ほ
と
ん
ど
の
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
、
共
同
正
犯
や
間
接
正
犯
と
い
っ
た
概
念
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い）

（0（
（

。
加
え
て
、
理
論
的
に
み
て
も
、
過
失
の
競

合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
過
失
、
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
違
反
に
よ
っ
て
、
行
為
者
が
自
ら
結
果
を
惹
起
し
た
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
行
為
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
が
結
果
回
避
に
と
っ
て
実
際
に
有
効
で
あ
っ
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
の
有
無
が
問
わ
れ
れ
ば
足

り
る
の
で
あ
っ
て
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
原
則
や
道
具
と
し
て
の
支
配
・
利
用
関
係
と
い
っ
た
形
で
他
者
の
態
度
を
行
為
者
に
帰
属
し
な
け
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
行
為
者
自
ら
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
惹
起
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

た
と
え
ば
、
行
為
者
ら
を
過
失
共
同
正
犯
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が）

（00
（

、
そ
の
よ
う
な
場
合
で

あ
っ
て
も
、
他
者
の
行
為
に
関
す
る
特
別
な
帰
属
根
拠
と
し
て
当
該
概
念
が
要
求
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る）

（00
（

。
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
競
合
事
案

に
お
い
て
行
為
者
に
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
行
為
帰
属
の
た
め
の
特
別
な
根
拠
が
常
に
要
求
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
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あ
る
と
い
え
よ
う）

（00
（

。

続
い
て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
結
果
が
生
じ
た
こ
と
を
一
般
法
則
に
照
ら
し
て
説
明
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
重
視
す
る
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。Puppe

に
よ
れ
ば
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
場
合
に
他
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
を

仮
定
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
要
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
回
避
可
能
性
判
断
に
代
わ
っ
て
、
行
為
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
、
他
者
も
ま
た
自
己
の
注
意

義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
一
連
の
事
象
経
過
を
、
法
則
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
他
者
の
態
度
を
仮
定
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
関
わ
る
立
証
の
困
難
性
と
い
う
問
題
を
回
避
す
る
方
策
と
し
て
、

有
用
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
結
果
が
生
じ
る
こ
と
を
法
則
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
注
意
義
務
履
行
か
ら
結
果
が
生
じ
な
い
こ
と
の
仮
定
的
判
断
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、Puppe

の
提
示
し
た
法
則
的
説
明
の
可
否
と

い
う
基
準
は
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
と
本
質
的
な
差
異
は
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
、Puppe

は
、
法
は
義
務
を
負
う
者
が
理
性

的
に
そ
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
よ
い
と
い
う
法
的
法
則
を
援
用
し
て
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
、
行
為
者
が
義
務
違

反
的
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
者
も
ま
た
義
務
違
反
的
態
度
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
形
で
、
一
連
の
事
象

経
過
は
法
則
的
に
説
明
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
法
則
的
説
明
と
い
う
も
の
は
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
り
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
法
則
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
が
成
り
立
っ

て
は
じ
め
て
、
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
と
同
様
に
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
前
提
と
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、Puppe
自
身
も
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
他
者
の
態
度
を
含

め
事
態
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
を
問
う
仮
定
的
な
結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
、
完
全
に
は
排
除
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
の
疑
問
は
、R

oxin

の
見
解
に
も
向
け
ら
れ
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、R

oxin

に
よ
れ
ば
、
仮
定
的
な
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
代
わ
っ
て
、

行
為
者
の
義
務
違
反
的
態
度
が
、
結
果
の
条
件
で
あ
る
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
結
果
の
「
条
件
の
条
件
」
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
果
の
条
件
の
条
件
と
い
う
評
価
は
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
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ら
ば
、
他
者
も
ま
た
合
義
務
的
態
度
を
と
り
、
結
果
は
回
避
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
事
実R

oxin

も
、
行
為
者
の
義
務
違
反
的
態
度
が
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
の
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
他
者
が
結
果
発
生
の
危

険
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
当
該
結
果
回
避
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
な
い
し
要
請
を
行
う
と
い
う
合
義
務
的
態
度
を
行
為
者
が
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を

も
と
に
他
者
は
同
様
に
合
義
務
的
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
条
件
の
条
件
と
い
う
観
点
を
も
っ
て
し
て
も
、
仮
定
的
な
結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、現
実
の
事
象
経
過
に
関
す
る
事
実
的
な
判
断
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、他
者
の
態
度
の
仮
定
的
判
断
の
困
難
性
と
い
っ

た
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
問
題
を
完
全
に
克
服
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
今
度
は
、
日
本
法
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
一
般
的
理
解
や
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
高
度
の

蓋
然
性
を
伴
っ
た
結
果
回
避
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
確
実
性
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
危
険
減
少
説
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
克
服
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
た
し
か
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
危
険
減
少
説
に
よ
れ
ば
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
危
険
減
少
、

す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
の
存
在
で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
積
極
的
に
立
証
せ
ず
と
も
、

行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
よ
っ
て
他
者
に
対
し
て
合
義
務
的
態
度
を
と
る
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
少
な
く

と
も
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
場
合
に
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
他
者
は
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
い
え
な
い
限
り
は
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
過
失
結
果
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
論
か

ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
危
険
減
少
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
危
険
減
少
説
の
基
礎
に
あ
る
危
険
増
加
論
に
対
し
て
は
、
侵
害
犯
を
危
険
犯
に
転
化
す
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
疑
わ

し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
の
原
則
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
根
強
い
批
判
も
向
け
ら
れ
て
い
る
が）

（00
（

、
こ
の
点
を
措
く
と
し
て
も
、
他
者
の

態
度
の
仮
定
的
判
断
の
困
難
性
と
い
う
問
題
は
な
お
残
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
減
少
説
に
よ
っ
た
場
合
、
立
証
の
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

対
象
は
危
険
減
少
、
換
言
す
る
と
、
他
者
が
確
実
に
義
務
違
反
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
な
い
こ
と
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0

0

0
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0

0
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0
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0

0

0
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0

0

0
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と
な
る
が
、
論
者
が
前
提
と
し
て

い
る
、
人
の
態
度
は
非
法
則
的
・
非
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
立
証
も
ま
た
、
容
易
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
実
際
、
危
険
減
少
説
に
依
拠
す
るG

reco

も
、
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
か
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
順
次
型
の
競
合
事
案
に
関
し
て
、
他
者
が
合

義
務
的
態
度
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
経
験
則
を
援
用
し
た
上
で
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
経
験
則
上
、
他
者
も
ま
た
合
義

務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、他
者
に
よ
る
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
す
る
よ
う
な
危
険
減
少
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
危
険
減
少
説
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
義
務
違
反
的
態
度
を
前
提
と
す
る
の
か
は
、

な
お
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
る）

（00
（

。

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
他
者
の
態
度
の
仮
定
的
判
断
を
含
ん
だ
結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
回
避
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
結
果
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、行
為
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
が
実
際
に
結
果
回
避
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
惹
起
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
と

こ
ろ
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
他
者
の
ど
の
よ
う
な
態
度
を
仮
定
し
て
よ
い
の
か
が
、
や

は
り
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

2　

他
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
回
避
不
可
能
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
根
拠

こ
の
問
題
の
解
決
方
法
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
第
一
に
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
場
合
を
想
定
し
た
上
で
、
そ

の
場
合
に
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
立
証
で
き
た
場
合
に
の
み
こ
れ
を
付
け
加
え
て
判
断
し
て
よ
い
と
す
る
「
義
務

履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
立
証
の
成
否
を
問
わ
ず
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
判
断
し
て
よ
い
と
す
る
「
義
務
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履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
そ
し
て
第
三
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
で
は
な
く
、
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
て
判
断
す
べ
き
と
す
る
「
義
務

違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
べ
き
か
、
換
言
す
れ
ば
、
結
果
回
避
可
能
性
の

判
断
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
場
合
に
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
お
け
る
義
務
履
行
前
提
型
の
回
避
可
能
性
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
他
者
の
義
務
違
反

的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ

て
は
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
主
張
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
用
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う

な
規
範
的
評
価
に
合
理
的
な
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
際
に
他
者
に
よ
る
注

意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
の
許
容
性
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
限
り
で
、
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用

す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
規
範
的
評
価
は
結
論
の
不
当
性
を
回
避
す
る
た
め
の
直
感
的
判
断
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
た
だ
ち
に
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
義
務
履

行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
な
い
し
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
、
他
者
の
義
務
違
反
態
度
に
よ

る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
規
範
的
評
価
に
、
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を
正

当
化
す
る
に
足
る
だ
け
の
合
理
的
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
検
討
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
規
範
的
評
価
の
根
拠
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
益
保
護
の
見
地
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、Sternberg-Lieben/Schuster

に
よ
れ
ば
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
を
許
し
て
し
ま
え
ば
、
行
為
者
に
注
意
義
務
を
課
し
た
意
義

が
失
わ
れ
、
法
益
保
護
が
貫
徹
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う）

（00
（

。
ま
た
、D

uttge
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
法
益
保
護
と
い
う
原
則
の
矛

盾
を
意
味
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
と
い
う）

（00
（

。
そ
の
他
に
も
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
他
の
取
締
役
に
よ
る
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由

と
す
る
免
責
の
余
地
を
否
定
し
、
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
理
由
と
し
て
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
誰
も
責
任
を
負
わ
な
く
な
っ
て
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し
ま
う
と
い
う
、
結
論
の
不
当
性
を
挙
げ
て
い
る）

（00
（

。
あ
る
い
は
、
よ
り
直
接
的
に
、
法
は
自
ら
の
規
範
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
点
に
前
述
し
た
規
範
的
評
価
の
根
拠
を
求
め
る
主
張
も
み
ら
れ
る）

（01
（

。

そ
れ
で
は
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
を
許
す
こ
と
は
、
注
意
義
務
の
賦
課
に
よ
る
法
益
保
護
の
形
骸
化
に
繋
が
る
、
と

い
う
主
張
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、い
ず
れ
に
せ
よ
自
分
以
外
の
他
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
て
結
果
を
発
生
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
ら
と
い
っ
て
、

現
実
に
生
じ
て
い
る
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
惹
起
を
一
律
に
免
責
す
る
こ
と
は
不
合
理
な
帰
結
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
許

し
て
し
ま
え
ば
、
注
意
義
務
を
履
行
す
る
者
は
誰
も
い
な
く
な
り
、
法
益
保
護
の
見
地
か
ら
法
益
侵
害
結
果
を
回
避
す
べ
き
注
意
義
務
を
課
し
た
こ
と
の

意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
組
織
内
に
お
い
て
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
注
意
義
務
の
履
行
を
求
め
る
よ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
進
言
義
務
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
い
く
ら
下
位
者
が
進
言
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
応
じ
る
か
ど
う
か
は
上
位
者
の
判
断
次
第
で
あ
っ
て
、

実
際
に
上
位
者
が
進
言
に
応
じ
な
い
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
上
位
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
、
下
位
者
に
つ
い
て
結

果
回
避
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
注
意
義
務
の
賦
課
に
よ
る
法
益
保
護
の
形
骸
化
の
防
止
と
い
う
観

点
か
ら
免
責
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
下
位
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
注
意
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
は
防
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
結
果
に
つ
い
て
ま
で
責

任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
な
り
、
許
さ
れ
ざ
る
結
果
責
任
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
法
益
保
護
の
形
骸
化
を
防
止
す
る
た
め
と
は
い

え
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
が
実
際
に
は
功
を
奏
し
え
な
か
っ
た
可
能
性
の
否
定
で
き
な
い
場
合
を
含
ん
だ
過
失
の
競
合
事
案
全
般
に
お
い
て
、
他

者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
一
律
に
仮
定
し
て
結
果
回
避
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
行
き
過
ぎ
た
法
益
保
護
の
貫
徹
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解

さ
れ
る
。

続
い
て
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
を
許
す
こ
と
は
、
法
益
保
護
の
原
則
の
矛
盾
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
当
該
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
し
た
法
益
保
護
の
形
骸
化
に
加
え
て）

（0（
（

、
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
際
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度

を
仮
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
益
侵
害
を
禁
止
し
て
い
る
刑
法
上
の
評
価
に
お
い
て
、
法
益
侵
害
の
発
生
を
許
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
法
益
保
護
を

原
則
と
す
る
刑
法
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う）

（00
（

。
た
し
か
に
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
、
行
為
者
の
注
意
義
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務
の
履
行
に
加
え
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
み
を
考
慮
す
る
と
す
れ
ば
、
法
益
保
護
を
原
則
と
す
る
刑
法
上
の
評
価
と
し
て
は
、
一
貫
し
た
評
価

が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
行
為
者
が
前
方
を
注
視
し
て
被
害
者
を
視
認
・
回
避
し
て
い
た

と
し
て
も
、
後
行
す
る
脇
見
運
転
の
ト
ラ
ッ
ク
が
被
害
者
に
衝
突
し
、
確
実
に
死
亡
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合

に
、
行
為
者
に
結
果
回
避
可
能
性
の
存
在
が
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
容
易
に
説
明
で
き
よ
う）

（00
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
理
由
は
、

法
益
保
護
の
原
則
の
無
矛
盾
性
と
い
っ
た
観
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
は
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
を
事
後
的
に
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
と
無
関
係
な
事
情
は
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
、

と
い
う
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
性
質
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
事
例
で
い
え
ば
、
行
為
者
が
前
方
注
視
を
は

じ
め
と
す
る
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
行
為
者
自
身
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
は
回
避
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
行
為
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
の
有
効
性
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
前
述
し
た
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
に
お
い

て
）
（00
（

、
か
り
に
被
告
人
が
適
切
な
調
査
を
行
い
、
適
切
な
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い
た
と
し
て
も
、
市
の
責
任
者
ら
は
必
要
な
対
策
を
講
じ
な
か
っ
た
可
能

性
が
否
定
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は）

（00
（

、
被
告
人
に
課
さ
れ
て
い
た
調
査
・
報
告
義
務
の
有
効
性
が
確
認
で
き
な
い
以
上
、
結
果
回
避
可
能
性
は
否
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
法
益
保
護
の
無
矛
盾
性
を
理
由
に
、
市
責
任
者
ら
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
し
、
被
告
人
に
結
果
回

避
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）

（00
（

。
ま
た
、
注
意
義
務
が
同
時
に
複
数
人
に
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
各
々
の
遵
守
を
前
提

と
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
か
ら
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
各
人
の
結
果
回
避
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
と
す

る
主
張
も
み
ら
れ
る
が）

（00
（

、
行
為
者
ら
が
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
な
ら
格
別
、
そ
う
で
は
な
く
て
あ
く
ま
で
同
時
犯
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
行

為
者
各
人
の
注
意
義
務
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
有
効
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
に
よ
る
免
責
の
主
張
は
、
法
益
保
護
原
則
の
矛
盾
と
は
関
係
な
く
、
単
に
行
為
者
各
人
の
注
意
義
務

の
履
行
に
よ
っ
て
は
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
注
意
義
務
の
有
効
性
に
疑
義
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
益
保
護
原
則
の
無
矛
盾
性
と
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免
責
の
否
定
と
の
間
に
、
論
理
的
な
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
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い
。さ

ら
に
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
を
許
し
て
し
ま
え
ば
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
誰
も
責
任
を
負
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
結
論
の
不
当
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
か
か
る
主
張
は
、
ま
さ
に
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
に
、
並
行
型

な
い
し
並
列
型
の
過
失
競
合
事
案
に
つ
い
て
は
、
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
論
の
不
当
性
か
ら
、
た
だ
ち
に
他
者
の

義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
解
釈
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
、
刑
事
政
策

的
な
配
慮
に
由
来
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
な
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
前
述
し
た
部
分
と
重
な
る
が
、
並
行
型
な
い
し
並
列
型
の

過
失
競
合
事
案
に
お
い
て
、
誰
も
責
任
を
負
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
事
態
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
各
人
の
注
意
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
は
結

果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
意
義
務
の
有
効
性
に
疑
義
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
す
る
と
不
当
と
も
思
わ
れ
る
帰
結
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
は
、
他
者
の
義
務
違
反

的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
規
範
的
評
価
を
そ
の
ま
ま
結
果
回
避
可
能
性
判
断

に
導
入
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
行
為
者
ら
を
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
規
範
的
評
価

の
根
拠
を
、
結
論
の
不
当
性
と
い
う
点
に
直
接
的
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

最
後
に
、
法
は
自
ら
の
規
範
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
前
述
し
た
規
範
的
評
価
の
根
拠
を
求
め
る
主
張
の

妥
当
性
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
主
張
は
、先
に
み
た
法
益
保
護
の
無
矛
盾
性
に
着
目
し
た
主
張
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
的
評
価
を
行
う
際
に
は
、
行
為
者
を
は
じ
め
す
べ
て
の
者
が
規
範
に
従
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
益
保
護
を
実
現
す
る
た
め
に
注
意
義

務
を
履
行
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
人
は
法
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
規
範
を
遵
守
す
る
こ
と
が
大
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
抽
象
的
・
観
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
注
意
義
務
の
履
行
が
実
際
に

結
果
回
避
に
と
っ
て
有
効
で
あ
っ
た
か
を
仮
定
的
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
現
実
の
事
実
関
係
か
ら
具
体
的
に
確
認
す
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
と
、
必
ず

し
も
馴
染
む
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、G

reco

の
い
う
よ
う
に
、
経
験
則
上
、
他
者
も
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
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こ
と
は
で
き
て
も）

（00
（

、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
の
仮
定
は
一
切
許
さ
れ
ず
、
合
義
務
的
態
度
が

常
に
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
法
益
保
護
の
形
骸
化
の
防
止
、
法
益
保
護
原
則
の
無
矛
盾
性
、
不
当
な
結
論
の
回
避
、
規
範
遵
守
の
前
提
と
い
っ
た
理

由
か
ら
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
規
範
的
評
価
を
導
き

出
す
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
は
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
領
域
は
観
念
で
き

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
が
注
意
義
務
の
有
効
性
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履

行
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
で
き
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
に
結
果
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
確
認
さ
れ
た
注
意
義
務
の
有
効
性
を

否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
論
理
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
論
理
矛
盾
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

を
回
避
す
る
た
め
に
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
と
し
た
免
責
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
先
に
み
た
、
行
為
者
が
前
方
を
注
視
し
て
被
害
者
を
視
認
・
回
避
し
て
い
た
と
し
て
も
、
後
行
す
る
脇
見
運
転
の
ト
ラ
ッ
ク
が
被
害
者
に

衝
突
し
、
確
実
に
死
亡
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
前
方
注
視
を
は
じ
め
と
す
る
注
意
義

務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
行
為
者
自
身
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
は
回
避
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
に
課
さ
れ
た

注
意
義
務
の
有
効
性
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
行
す
る
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
者
に
よ
る
脇
見
運
転
と
い
う
注
意
義
務
の
違

反
を
理
由
に
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
主
張
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
す
で
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
論
理
的

に
矛
盾
す
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
伴
う
主
張
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
後
行
す
る
運
転

者
の
注
意
義
務
違
反
は
仮
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

あ
る
い
は
、
監
督
義
務
の
よ
う
な
、
他
者
に
対
し
て
そ
の
者
が
負
っ
て
い
る
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
注
意
義
務
が
行
為
者
に
課

さ
れ
て
い
た
場
合
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
他
者
に
対
し
て
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
、
こ
れ
を
受
け
て
他
者
が
自
己
の
注
意
義
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務
を
履
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
際
、
行
為
者
の
注
意
義
務
は
、
他
者
に
対
し
て

注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
該
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
当
然
に
含
む
か
ら

で
あ
る
。
反
対
に
、
他
者
が
注
意
義
務
に
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
な
お
否
定
で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
他
者
に
対
し
て
注
意
義
務
を

履
行
さ
せ
る
と
い
う
行
為
者
の
注
意
義
務
を
正
し
く
仮
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
他
者
に
よ
る
注
意
義

務
の
違
反
を
理
由
に
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
す
で
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
矛

盾
し
、
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
他

者
の
注
意
義
務
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

（00
（

。

し
た
が
っ
て
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
に
よ
る
回
避
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
が
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
規
範
的
評
価

の
根
拠
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
仮
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
有
効
性
判
断
と
の
理
論
的
矛
盾
の
解
消
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、「
義

務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

3　

他
者
の
注
意
義
務
履
行
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
範
囲

以
上
の
理
解
を
前
提
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
範
囲
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
よ
り
も
時
間
的
に
先
行
し
て
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
存
在
す
る
場
合
、
行
為
者
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判

断
す
る
際
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
客
観
的
事
実
と
し
て
存

在
す
る
以
上
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う

と
い
え
る
の
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
他
者
が
す
で
に
注
意
義
務
に
違
反
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
か
り
に
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
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い
た
と
し
て
も
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
そ
れ
自
体
が
確
認
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
理
由
と
し
た
結
果
回
避
不
可
能
の
主
張
を
認
め
た
と
し

て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
の
論
理
的
矛
盾
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
、
客
観
的
事
実
と
し
て
の
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
に
代
え
て
、
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
ず
、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）
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（

。

つ
ぎ
に
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
と
が
互
い
に
独
立
し
て
併
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
あ
た
る
の
が
、

先
に
み
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
委
員
会
決
議
事
例
や
、
避
難
設
備
を
設
置
し
な
か
っ
た
被
告
人
Ｙ
の
注
意
義
務
違
反
と
、
自
動
火
災
報

知
設
備
が
作
動
す
る
よ
う
に
整
備
せ
ず
、
火
災
放
送
な
ど
に
よ
る
避
難
誘
導
を
実
施
し
な
か
っ
た
被
告
人
Ｎ
の
注
意
義
務
違
反
と
が
並
行
的
な
い
し
並
列

的
に
競
合
し
て
い
る
千
成
ホ
テ
ル
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
注
意
義
務
違
反
が
互
い
に
独
立
し
て
併
存
す
る
場
合
と
は
、Greco

の
分
析
に
み
ら
れ
る
、

一
方
の
行
為
者
が
自
身
の
態
度
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
も
う
一
方
の
行
為
者
の
態
度
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
並
行
型

の
競
合
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
一
方
の
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
も
う
一
方
の
行
為
者
の
行
動
に
変
化
は

も
た
ら
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
仮
定
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
た
し
か
に
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注

意
義
務
違
反
と
が
並
行
し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
前
述
し
た
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
よ
り
も
時
間
的
に
先
行
し
て
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
存
在
す

る
場
合
と
異
な
り
、
行
為
者
各
人
の
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
し
も
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
す
で
に
客
観
的
事
実
と
し
て
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
余
地
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果

回
避
可
能
性
判
断
が
注
意
義
務
の
有
効
性
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
あ
く
ま
で
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
そ
れ
自
体
に

よ
っ
て
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
際
に
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
と
は
無
関
係
な
、
他
者
の
注
意

義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い）

（0（
（

。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
複
数
人
の
注
意
義
務
違
反
が
並
行
し
て
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
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各
人
の
注
意
義
務
の
単
独
履
行
に
よ
っ
て
は
結
果
回
避
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
残
る
場
合
に
、
各
人
に
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
行
為

者
ら
を
共
同
正
犯
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
と
が
併
存
す
る
場
合
に

は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
回
避
で
き
た
と
い
え
れ
ば
格
別
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
他
者
も
同
様

に
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
理
由
と
し
た
結
果
回
避
不
可
能
の

主
張
を
認
め
た
と
し
て
も
論
理
的
矛
盾
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
他
者
の
注

意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
た
と
え
ば
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
や
、
千
成
ホ
テ
ル
事
件
に
お
け
る
第
一
審

判
決
の
判
断
に
は
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、同
様
の
疑
問
は
、千
日
デ
パ
ー
ト
事
件
控
訴
審
判
決
に
も
向
け
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、防
火
区
画
シ
ャ
ッ
タ
ー

の
全
面
的
な
閉
鎖
な
ど
を
実
施
し
な
か
っ
た
被
告
人
Ｎ
の
注
意
義
務
違
反
と
、
避
難
誘
導
訓
練
を
実
施
し
な
か
っ
た
被
告
人
Ｔ
の
注
意
義
務
違
反
と
が
併

存
し
て
お
り
、
か
つ
、
両
者
の
注
意
義
務
の
履
行
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
事
故
の
発
生
が
回
避
で
き
る
と
い
う
事
実
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
被
告
人
Ｎ
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
被
告
人
Ｔ
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
理
由
か
ら
、
正
当
化
し
が
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る）

（00
（

。

問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
と
が
互
い
に
一
定
の
関
係
を
も
っ
て
併
存
し
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、G

reco

の
分
析
に
み
ら
れ
る
、
一
方
の
行
為
者
が
も
う
一
方
の
行
為
者
の
態
度
を
基
礎
に
自
身
の
態
度
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
と
い
う

意
味
で
の
順
次
型
の
競
合
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
一
方
の
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
も
う
一
方
の
行
為

者
の
行
動
が
変
化
し
う
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
あ
た
る
の
が
、
ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
た
事
例

群
で
あ
る）

（00
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
、
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
為
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
て
情
報
提
供
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
他
者
の
注
意
義
務
違
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反
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
注
意
義

務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
、
行
為
者
が
注
意
義

務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
他
者
の
注
意
義

務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
と
い
う
の
も
、
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
べ
き
注
意
義

務
の
履
行
に
よ
っ
て
実
際
に
結
果
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
を
事
後
的
に
確
認
す
る
た
め
に
は
、

行
為
者
の
当
該
注
意
義
務
の
履
行
に
応
じ
て
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
と
が
互
い
に
独
立
し
て
併
存
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、
行
為
者
の
注
意
義
務
が
、
情
報
提
供
と

い
っ
た
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
へ
の
働
き
か
け
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
行
為
者
の
当
該
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
か
し
な
い
か
は
変
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行

に
よ
る
事
態
の
変
遷
を
一
切
考
慮
し
な
い
「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
実
際
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履

行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性

が
確
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
と
し
た
結
果
回
避
不
可
能
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ

た
論
理
矛
盾
を
き
た
す
。
他
方
で
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
証
明
で
き
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
行
為
者
に
よ
る
情
報
提
供
な
ど
の
働
き
か
け
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
他
者
が
注
意
義
務
を

履
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
も
含
ん
で
一
律
に
、他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
に
よ
る
免
責
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る「
義

務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
も
ま
た
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
理
由
と
し
た
結

果
回
避
不
可
能
の
主
張
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
前
述
し
た
論
理

的
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
主
張
の
余
地
を
一
切
否
定
し
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
律
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
結
果
回
避
可
能
性
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
行
為
者
に
と
っ
て
実
際
に
は
回
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

避
不
可
能
な
結
果
に
つ
い
て
ま
で
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
よ
う
な
、行
為
者
の
注
意
義
務
が
、情
報
提
供
と
い
っ

た
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
へ
の
働
き
か
け
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
、
行
為
者

が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
他
者

の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
警
備
員
の
統
括
責
任
者
と
し
て
警
察
官
の
出
動
を
要

請
す
べ
き
注
意
義
務
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
が
問
わ
れ
た
明
石
市
花
火
大
会
歩
道
橋
事
件
や
、
ミ
ド
リ
十
字
に
対
し
て
非
加
熱
製
剤
の
販
売
中
止
お

よ
び
回
収
を
指
導
す
べ
き
注
意
義
務
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
が
問
わ
れ
た
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
厚
生
省
ル
ー
ト
、
あ
る
い
は
、
組
織
内
に
お
い
て
下
位

者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
注
意
義
務
の
履
行
を
求
め
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
進
言
義
務
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う）

（00
（

。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

他
者
の
態
度
に
関
す
る
仮
定
的
判
断
が
必
要
と
な
り
、
改
め
て
立
証
の
困
難
性
の
問
題
が
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
が
、G

reco

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
情
報

提
供
と
い
っ
た
働
き
か
け
を
受
け
た
な
ら
ば
、
通
常
、
他
者
も
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
経
験
則
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
こ

れ
を
立
証
の
際
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
困
難
性
を
あ
る
程
度
緩
和
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
情
報
提
供
や
進
言
と
い
っ
た
形

で
結
果
回
避
行
動
を
と
る
よ
う
働
き
か
け
ら
れ
た
者
は
通
常
、
か
か
る
行
動
を
と
る
べ
く
注
意
義
務
を
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
経
験
則
と
し
て
認
め

ら
れ
る
以
上
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
厳
格
な
証
明
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
経
験
則
を
援
用
す
る
こ
と
で
も
っ
て
足
り
、
反
対
に
、
当
該
経
験
則
を
覆
す
よ
う
な
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
他
者
に

よ
る
注
意
義
務
の
履
行
に
関
す
る
厳
格
な
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

（00
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
が
、
情
報
提
供
と
い
っ
た
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
へ
の
働
き
か
け
を
超
え
て
、
他
者
を
指
揮
・
監

督
し
て
そ
の
者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他

者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
証
明
を
経
る
こ
と
な
く
、
常
に
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能

性
を
判
断
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、こ
こ
で
は
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、他
者
を
指
揮
・

監
督
し
て
そ
の
者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
と
い
う
注
意
義
務
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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他
者
も
ま
た
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
、
他
者
を
指
揮
・
監
督
し
て
そ
の

者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
た
な
ら
ば
、
他
者
も
ま
た
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の

注
意
義
務
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
に
加
え
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
ま
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
が
回
避
さ
れ
う
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
注

意
義
務
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
改
め
て
他
者
に

よ
る
注
意
義
務
の
違
反
を
理
由
と
し
た
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
が
す
で
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
矛
盾
し
、
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
か
り
に
こ
こ
で
、
行
為
者
が
他
者
を
指
揮
・
監
督
し
て
そ
の
者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
と
し
て
も
、
他
者
は
そ
の
よ
う

な
指
揮
・
監
督
に
応
じ
ず
、
な
お
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
果
回
避
可
能

性
判
断
の
出
発
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
が
適
切
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し

た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
応
じ
て
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
行
為
者
が
自
己
の
注

意
義
務
を
十
分
履
行
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
、
あ
く
ま
で
情
報
提
供
や
進

言
と
い
っ
た
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
へ
の
働
き
か
け
に
と
ど
ま
る
場
合
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
、
他
者

を
指
揮
・
監
督
し
て
そ
の
者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
、
常
に
他

者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（00
（

。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パ
ン
事
件

控
訴
審
判
決
に
お
い
て
、
防
火
管
理
者
で
あ
る
Ｈ
を
指
揮
し
て
、
消
防
計
画
の
作
成
や
消
防
訓
練
な
ど
を
行
わ
せ
る
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告

人
に
関
し
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
Ｈ
の
注
意
義
務
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
は
支
持
し
う
る
。
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

六 

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
結
果
回
避
可
能
性
判
断
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履

行
し
た
な
ら
ば
、
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
判
断
を
行
う
こ
と
は
、
過
失
の
競
合

事
案
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
結
果
回
避
の
た
め
に
複
数
人
の
注
意
義
務
の
履
行
が
必
要
と
な
る
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
各

人
の
単
独
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
行
為
者

各
人
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
に
加
え
て
、
結
果
回
避
に
必
要
な
他
者
の
注
意
義

務
の
履
行
も
併
せ
て
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
結

果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
、
い
か
な
る
範
囲
で
、
他
者
の
態
度
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、
第
一
に
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
が
、
行
為
者
の
注
意
義
務
が
結
果
発
生
の
防
止
に
と
っ
て
実
際
に
有
効
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
そ
し
て
第
二
に
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
に
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
回
避
が
不

可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
注
意
義
務
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
主
張
は
許
さ
れ
ず
、
他

者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
と
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に

あ
た
っ
て
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
と
、
反
対
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
根
拠
を
含
め
て
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
で
の
分
析
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判

断
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
立
証
で
き
た
場
合
に

の
み
、
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
て
よ
い
と
す
る
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
こ
の
よ
う
な
立
証
の
成
否
を
問
わ
ず
、
他
者
に
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よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
判
断
し
て
よ
い
と
す
る
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
で
は
な
く
、
注
意
義
務
の
違

反
を
前
提
と
し
て
判
断
す
べ
き
と
す
る
「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
、
三
つ
の
判
断
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
行
為
者
の
注
意
義

務
違
反
よ
り
時
間
的
に
先
行
し
て
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
客
観
的
事
実
と
し
て
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
前
提
に

結
果
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」）。
ま
た
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違

反
と
が
互
い
に
独
立
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
が
前
提
と

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」）。
他
方
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
と
が
互
い
に
一
定
の
関

係
を
も
っ
て
併
存
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
、
情
報
提
供
や
進
言
と
い
っ
た
他
者
に
対
し
て
注
意
義
務
を
履
行
す
る
よ

う
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
け
て
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
立
証
で
き
た
場
合
に
の
み
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」）。
さ
ら
に
、
行
為

者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
、
他
者
へ
の
働
き
か
け
を
超
え
て
、
他
者
を
指
揮
・
監
督
し
て
そ
の
者
に
注
意
義
務
を
履
行
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
の
よ
う
な
立
証
の
成
否
に
よ
ら
ず
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（「
義
務
履
行
前

提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」）。

本
稿
で
の
考
察
に
よ
り
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
範
囲
で
、
他
者
の
態
度
を
仮
定
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
各
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥
当
す
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
具
体
化
が
必
要
と
な
ろ
う
。
本

稿
で
は
、
行
為
者
と
他
者
の
注
意
義
務
違
反
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
の
時
間
的
先
行
性
や
、
独
立
併
存
性
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
負
っ
て
い
た
注

意
義
務
の
内
容
に
着
目
し
て
場
面
分
け
を
試
み
た
が
、
た
と
え
ば
、
注
意
義
務
違
反
が
互
い
に
独
立
し
て
併
存
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

一
定
の
関
係
を
も
っ
て
併
存
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
か
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
よ
り
多
く
の
判
例
・
裁
判
例
の
事
案
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
場
面
を
画
す
る
た
め
の
基
準
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
課
題

と
な
る
。
ま
た
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
適
用
し
た
場
合
の
立
証
の
問
題
、
と
り
わ
け
、
情
報
提
供
と
い
っ
た
働
き
か
け
を
受
け
た
な
ら
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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

ば
、
通
常
、
他
者
も
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
経
験
則
を
覆
す
よ
う
な
特
別
な
事
情
は
、
い
か
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
も
、
更
に
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
本
稿
は
結
果
回
避
可
能
性
要
件
と
い
う
観
点
に
焦
点
を
当
て
て
、
過
失
犯
の

成
立
範
囲
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
過
失
犯
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
は
、
た
と

え
ば
、
注
意
義
務
の
内
容
確
定
の
問
題
や）

（00
（

、
過
失
犯
の
正
犯
性
の
問
題
と
い
っ
た
、
複
合
的
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
前
者

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
を
出
発
点
と
す
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
は
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）

（00
（

。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
別
稿
に
譲
る
こ
と

と
す
る
。

（
84
）V

gl.z.B.Puppe,Zur Frage der K
ausalität bei U

nterlassungsdelikten,JR 2010, 355 ff.;R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.412
;A

st,a.a.O
.

（A
nm

. 
78

）, 647 f.

（
85
）
こ
の
問
題
は
、
精
神
的
に
仲
介
さ
れ
た
因
果
関
係
（psychisch verm

ittelte K
ausalität

）
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
精
神
的
に
仲
介
さ
れ
た

因
果
関
係
と
は
、
行
為
者
の
行
為
が
、
第
三
者
の
行
動
に
対
し
て
精
神
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
第
三
者
に
結
果
を
惹
起
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
認
め
ら
れ
る
、
行
為
者

の
行
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
、
不
作
為
犯
、
教
唆
犯
、
心
理
的
幇
助
犯
、
故
意
な
き
道
具
を
介
し
た
間
接
正
犯
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺

罔
な
ど
の
場
面
で
問
題
に
な
る
と
さ
れ
る
。
中
で
も
過
失
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
保
障
人
的
地
位
に
あ
っ
た
行
為
者
が
、
不
注
意
に
も
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要

な
権
限
を
有
す
る
第
三
者
に
要
請
な
い
し
情
報
提
供
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
が
必
要
な
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
ず
、
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
の
過
失
不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
否
に
関
し
て
、
行
為
者
が
第
三
者
に
要
請
な
い
し
情
報
提
供
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
第

三
者
は
結
果
回
避
措
置
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。V

gl.dazu etw
a Bosch,D

ie H
ypothese rechtm

äßigen V
erhaltens 

bei psychisch verm
ittelter K

ausalität,FS Puppe,2010,S.373 ff.;R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.409 ff.;Stübinger,Zurechnungsproblem
e 

beim
 Zusam

m
enw

irken m
ehrerer fahrlässiger T

aten A
m

 Beispiel der Entscheidung des BGH
 zum

 Einsturz der Eissporthalle Bad 
Reichenhall,ZIS 2011,609 ff.

（
86
）
本
稿
二
3
を
参
照
。

（
87
）BGH

 N
StZ 1986,217.

（
88
）V

gl.dazu R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.423.
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（
89
）BGH

 N
JW

 2000,2754.
（
90
）BGH

 N
JW

 2008,1897.

運
送
業
者
事
件
、
あ
る
い
は
、
ブ
レ
ー
キ
事
件
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
91
）V

gl.dazu R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.425 f.
（
92
）BGH

 N
JW

 2010,1087.

（
93
）
な
お
、
本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
の
改
築
費
用
の
見
積
も
り
を
調
査
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
被
告
人
に
、
保
障
人
的
地
位

が
認
め
ら
れ
、
屋
根
の
構
造
上
の
欠
陥
に
関
す
る
調
査
義
務
お
よ
び
情
報
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
っ
た
。
も
っ
と

も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
の
検
討
の
射
程
を
超
え
る
た
め
、
争
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
る
。V

gl.dazu etw
a K

ühl,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 
1093

;Stübinger,a.a.O
.

（A
nm

.85

）, 605 ff.

（
94
）
本
稿
三
1
（
1
）
を
参
照
。

（
95
）
本
件
に
お
い
て
「
警
告
信
号
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
回
避
可
能
性
要
件
の
認
定
に
必
要
な
証
明
の
程
度
を
従
来
よ
り
も
引
き
下
げ
た
も
の
と

み
ら
れ
る
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。V

gl.G
reco,a.a.O

.

（A
nm

.73

）, 689.

（
96
）
こ
の
よ
う
に
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
過
失
行
為
を
、
被
告
人
が
適
切
な
調
査
を
実
施
し
、
屋
根
の
構
造
上
の
欠
陥
を
指
摘
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
の
形

で
構
成
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
れ
を
作
為
の
形
で
構
成
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場

の
状
態
は
一
般
的
に
み
て
良
好
な
も
の
で
あ
る
と
の
鑑
定
結
果
を
ま
と
め
た
調
査
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
た
と
い
う
作
為
と
し
て
、
被
告
人
の
過
失
行
為
を
み
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
よ
う
な
作
為
犯
構
成
を
と
っ
た
場
合
、
被
告
人
の
当
該
作
為
が
、
同
市
が
何
ら
の
対
策
を
講
じ
ず
、

本
件
崩
落
事
故
に
よ
っ
て
来
場
者
ら
が
死
亡
し
た
こ
と
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
し
か
る
べ
き
事
実
認
定
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
容
易
に
想
定
可
能
で
あ
る
と
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
に
お
け
る
被
告
人
の
行
為
を
作
為
と
不
作
為
の
ど
ち
ら
で
構
成
す
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
も
争
い
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
作
為
構
成
を
支
持
す
る
も
の
と
し
てK

udlich,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 553

が
、
不
作
為
構
成
を
支
持
す
る
も
の
と
し
てK

ühl,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 1093

が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
作
為
と
不
作
為
の
ど
ち
ら
の
構
成
を
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
てA

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）,630 ff.,640

が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
被
告
人
の
過
失
行
為
を
作
為
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
理
解
に
対
し
て
は
、
作
為
構
成
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
上
述
し
た
被
告
人
の
合
義
務
的

態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
認
定
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
と
の
指
摘
や
（V

gl.dazu R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）,S.426 f.

）、
被
告
人
の
提
出
し

た
レ
ポ
ー
ト
が
同
市
の
責
任
者
ら
の
意
思
決
定
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
被
告
人
の
当
該
作
為
で
も
っ
て
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（V

gl. dazu Stübinger,a.a.O
.

（A
nm

.85

）, 609 ff.

）。

（
97
）BGH

St 37,106.

（
98
）
な
お
、
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
に
も
、
臨
時
取
締
役
会
以
降
に
発
生
し
た
三
八
件
の
被
害
に
関
す
る
危
険
傷
害
罪
の
成
否
や
、
被
告
人D

r.B

に
関
す
る
危
険

傷
害
罪
の
幇
助
の
成
否
も
争
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
の
検
討
の
射
程
を
超
え
る
た
め
、
詳
細
な
紹
介
・
検
討
は
控
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
含



一
一
一

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

め
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
岩
間
・
前
掲
注（
34
）五
頁
以
下
に
よ
る
包
括
的
な
研
究
が
あ
る
。

（
99
）V

gl.dazu etw
a K

udlich,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 554
;Stree/Bosch,a.a.O

.

（A
nm

.75

）, 

§ 13 Rn. 62
;K

udlich,a.a.O
.

（A
nm

.75

）,V
or 

§§ 13 ff. 
Rn.39. 

な
お
、
こ
の
よ
う
に
被
告
人
全
員
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
可
能
性
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
理
解
は
、
実
質
的
に
は
、
共
同
正
犯

に
お
け
る
因
果
関
係
判
断
と
等
し
い
こ
と
か
ら
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
34
）お
よ
び
本
稿
二
4
を
参
照
）、
本
件
に
お
い
て
、
支
配
的
見
解
か
ら
は
否
定
さ

れ
て
い
る
過
失
共
同
正
犯
に
よ
る
解
決
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。V

gl.dazu etw
a W

eißer,Gibt es eine fahrlässige M
ittäterschaft?, JZ 1998,237 

f.;O
tto,T

äterschaft und T
eilnahm

e im
 Fahrlässigkeitsbereich,FS Spendel,1992,S.284 f.;Bram

m
sen,K

ausalitäts-und T
äterschaftsfragen 

bei Produktfehlern,Jura 1991,537 f.

（
100
）
な
お
、
被
告
人
の
不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
の
角
度
か
ら
も
疑
義
が
向
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
各
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と

り
、
取
締
役
会
に
お
い
て
回
収
決
議
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
小
売
商
な
ど
が
回
収
の
要
請
に
応
じ
て
、
実
際
に
皮
革
ス
プ
レ
ー
の
回
収
を
実
施
し
て
い
た
の
か
は
疑

わ
し
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
小
売
商
が
回
収
要
請
に
応
じ
ず
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
は
回
避
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る

（V
gl.dazu etw

a Puppe,Strafrecht A
T

,2.A
ufl.2011, 

§ 3 Rn.27 ff.

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
小
売
商
は
回
収
要
請
に
応
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
認

定
し
た
Ｌ
Ｇ
の
判
断
を
、
誤
り
の
な
い
事
実
評
価
と
し
て
是
認
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
小
売
商
が
回
収
要
請
に
応
じ
て
い
た
の
か
が
把
握
で
き

な
い
以
上
、
こ
こ
で
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
解
を
疑
問
視
す
る
見
方
も
あ
る
（V

gl.R
oxin,a.a.O

. 

（A
nm

.82

）, S.424

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
部
分
に
限
っ
て
い
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
前
述
し
た
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
101
）V

gl.dazu G
reco,a.a.O

.

（A
nm

.73

）, 689.

（
102
）
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
選
択
基
準
の
も
と
両
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
い
分
け
、
全
く
異
な
る
判
断
を
下
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
解
に
対
し
て
は
、
批
判
も

向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
ら
の
義
務
違
反
が
並
行
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
相
前
後
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
被
告

人
の
合
義
務
的
態
度
に
加
え
て
、
他
者
の
合
義
務
的
態
度
が
必
要
不
可
欠
と
い
う
点
で
は
、
事
案
が
共
通
す
る
以
上
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
と
す

る
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。V

gl.dazu etw
a Bosch,a.a.O

.

（A
nm

.85

）,S.378 f.;Puppe,a.a.O
.

（A
nm

.84

）, 
357

;K
ahrs,a.a.O

.

（A
nm

.79

）,15
;auch Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.69
）, V

or 

§§ 13 ff Rn.133 f. 

他
方
、
こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
解
に
対
し
て
肯
定
的
な
評

価
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 689

参
照
。
な
お
、
選
択
基
準
の
是
非
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
態
度
を
肯
定
的
に
み
る
も
の
と
し
て
、K

udlich,a.a.O
.

（A
nm

.73

）,554.;ders.,a.a.O
.

（A
nm

.75

）,V
or 

§§ 
13 ff.Rn.39

参
照
。

（
103
）V

gl.z.B.Puppe,a.a.O
.

（A
nm

.84

）, 355 ff.;R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.412
;A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 647 f.

（
104
）V

gl.dazu etw
a D

uttge,a.a.O
.

（A
nm

.60

）, 

§15 Rn.165 ff.

（
105
）V

gl.z.B.K
udlich,a.a.O

.

（A
nm

.73

）, 554
;W

ohlers/G
aede,a.a.O

.

（A
nm

.75

）, 

§ 13 Rn.15 ff.



一
一
二

（
106
）K

udlich,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 554.
（
107
）Bosch,a.a.O

.

（A
nm

. 85

）, S.382.
（
108
）K

ahrs,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 15 f.
（
109
）K

ahrs,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 17 f.V
gl.auch Stree/Bosch,a.a.O

.

（A
nm

.75

）, 

§ 13 Rn.62.

（
110
）V

gl.dazu etw
a Sternberg-Lieben/Schuster,a.a.O

.

（A
nm

.65

）, 

§ 15 Rn.176.

（
111
）V

gl.dazu etw
a D

uttge,a.a.O
.

（A
nm

.60

）, 

§ 15 Rn.166 ff.

（
112
）V

gl.dazu etw
a K

ahrs,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 18.

（
113
）V

gl.dazu etw
a Stree/Bosch,a.a.O

.

（A
nm

.75

）, 

§ 13 Rn.62
;M

.H
einrich,a.a.O

.

（A
nm

.77

）, StGB V
or 

§ 13 Rn.70.

（
114
）V

gl.dazu R
oxin,a.a.O

.

（A
nm

.82

）, S.430. 

た
だ
し
、R
oxin

自
身
は
、
膿
瘍
事
件
や
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
不
作
為
型
の
過
失
の
競

合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
際
し
て
、
危
険
増
加
論
な
い
し
危
険
減
少
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
るR

oxin

の
見
解

に
つ
い
て
は
、
本
節
（
4
）
に
て
後
述
す
る
。

（
115
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 675 ff.

（
116
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 681.

（
117
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 689. 

な
お
、G

reco

は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
危
険
減
少
の
有
無
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
不
作
為
の
因
果
関
係
を
認

め
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
118
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 681.

（
119
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 683 f.

（
120
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 687 f.

（
121
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 691.

（
122
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 617.

（
123
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 648 f.

（
124
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 649 ff.

（
125
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 651.

（
126
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 652 ff.

（
127
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 656.

（
128
）Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.200 ff..



一
一
三

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

（
129
）Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.100

）, 

§ 2 Rn. 27
;dies.,a.a.O

.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.133.
（
130
）P

uppe,a.a.O
.

（A
nm

.84

）, 357
;dies.,Zu einem

 Zusam
m

enstoß gehören zw
ei  Ü

berlegungen zum
 Zusam

m
entreffen m

ehrerer 
Sorgfaltspflichtverletzungen bei U

nfällen im
 Straßenverkehr, FS Frisch, 2013,S.451 f.;dies., a.a.O

.

（A
nm

. 100

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.113.
（
131
）Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.84

）, 357
;dies.,a.a.O

.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.113.

（
132
）Puppe,a. a. O

.

（A
nm

.84

）, 357
;dies.,a.a.O

.

（A
nm

.100

）, 

§ 2 Rn.34 ff.;dies.,a.a.O
.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.134a ff.

（
133
）Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.134a.

（
134
）Puppe,a.a.O

.
（A

nm
.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.135 ff.

（
135
）R

oxin,a.a.O
.

（A
nm

.82

）, S.427.

（
136
）R

oxin,a.a.O
.

（A
nm

.82
）, S.427 f.

（
137
）R

oxin,a.a.O
.

（A
nm

.82
）, S.428.

（
138
）R

oxin,a.a.O
.

（A
nm

.82
）, S.431 f. 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
条
件
の
条
件
」
と
い
う
思
考
方
法
に
類
似
し
た
理
解
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、

Freund,a.a.O
.

（A
nm

.76

）, 

§ 13 Rn.224

が
あ
る
。Freund

は
、
工
場
リ
ー
ダ
ー
事
件
を
例
に
挙
げ
、
工
場
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
被
告
人
が
適
切
な
調
査
・
報

告
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
若
社
長
で
あ
っ
た
共
同
被
告
人
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
仮
定
的
な
事
柄
で
あ
っ
て
重

要
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
結
果
帰
属
を
認
め
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
誤
っ
た
報
告
に
基
づ
い
て
共
同
被
告
人
が
実
際
に
決
定
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
と

す
る
。

（
139
）
も
ち
ろ
ん
、A

st

自
身
も
、
前
述
し
た
と
お
り
、
回
避
可
能
性
要
件
の
必
要
性
そ
れ
自
体
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
同
要
件
の
充
足
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
140
）A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 652 f.

（
141
）
た
と
え
ば
、
本
稿
二
3
（
1
）
に
て
取
り
上
げ
た
判
例
・
裁
判
例
の
ほ
か
、
最
決
平
成
四
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
四
六
巻
九
号
六
八
三
頁
（
夜
間
潜
水
訓
練
事
件
）、

最
決
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
九
日
刑
集
五
八
巻
七
号
六
四
五
頁
（
高
速
道
路
停
車
事
件
）、
最
決
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
刑
集
六
四
巻
七
号
一
〇
一
九
頁
（
日
航

機
ニ
ア
ミ
ス
事
件
）
な
ど
も
参
照
。

（
142
）
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
と
共
同
正
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
34
）を
参
照
。

（
143
）
た
し
か
に
、
委
員
会
決
議
事
例
や
監
督
過
失
事
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
共
同
正
犯
あ
る
い
は
間
接
正
犯
と
類
似
し
た
問
題
状
況
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
、

行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
結
果
が
生
じ
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
他
者
の
行
為
帰
属
の
可
否
と
い
う
観
点
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
そ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
行
為
者
各
人
の
注
意
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
結
果
が
回
避
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
結
果
が

生
じ
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
各
人
の
過
失
が
正
犯
と
し
て
処
罰



一
一
四

さ
れ
る
に
足
り
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
、
共
同
正
犯
や
間
接
正
犯
に
よ
る
他
者
の
行
為
の

帰
属
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
犯
性
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
で
は
問
題
意
識
の
提
示
に
と
ど
め
、
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
144
）
な
お
、
周
知
の
と
お
り
、
制
限
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
こ
と
に
争
い
の
な
い
故
意
犯
に
お
い
て
さ
え
、
他
者
の
行
為
が
介
在
す
る
場
合
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ

ち
に
共
同
正
犯
や
間
接
正
犯
と
い
っ
た
特
別
な
帰
属
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
た
と
え
ば
、
典
型
的
な
事
案
と
し
て
、
最
決
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日

刑
集
五
七
巻
七
号
九
五
〇
頁
（
高
速
道
路
侵
入
事
件
）
や
最
決
平
成
一
八
年
三
月
二
七
日
刑
集
六
〇
巻
三
号
三
八
二
頁
（
ト
ラ
ン
ク
監
禁
致
死
事
件
）
な
ど
参
照
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
制
限
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
こ
と
を
背
景
に
、
過
失
の
競
合
事
案
の
場
合
に
こ
れ
ら
の
特
別
な
帰
属
根
拠
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
こ
と
は
、
過
度
な
要
求
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
145
）
危
険
増
加
論
に
対
す
る
批
判
や
、
そ
れ
に
対
す
る
危
険
増
加
論
か
ら
の
反
論
を
取
り
扱
う
文
献
は
、
日
独
両
国
に
お
い
て
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
、
近
時
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
詳
細
な
紹
介
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
古
川
・
前
掲
注（
5
）二
六
六
頁
以
下
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
146
）
同
様
の
指
摘
を
な
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
二
二
頁
、
三
四
四
頁
以
下
が
あ
る
。

（
147
）Sternberg-Lieben/Schuster,a.a.O

.
（A

nm
.65

）, 

§ 15 Rn. 176. 

ま
た
、K

ahrs,a.a.O
.

（A
nm

.79

）, 17 f.

も
、
行
為
者
の
合
義
務
的
態
度
に
加
え
て
、

他
者
の
合
義
務
的
態
度
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
、
結
果
が
回
避
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
な
い
場
合
に
は
、
行
為
者
が
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
に
免
責
を
主

張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
同
趣
旨
の
理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
148
）D

uttge,a.a.O
.

（A
nm

.60

）, 

§ 15 Rn.166 ff.
な
お
、
小
林
・
前
掲
注（
5
）三
八
頁
以
下
や
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
四
五
頁
以
下
な
ど
に
も
、
同
趣
旨
の
理
解

が
み
ら
れ
る
。

（
149
）BGH

St 37,106.V
gl.auch M

agnus,a.a.O
.

（A
nm

.65
）, 403.

（
150
）V

gl.etw
a Puppe,a.a.O

.

（A
nm

.84

）, 357
;auch BGH

St 48,77.

（
151
）D

uttge,a.a.O
.

（A
nm

.60

）, 

§ 15 Rn. 166 ff.

は
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
152
）
小
林
・
前
掲
注（
5
）三
九
頁
以
下
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
四
五
頁
参
照
。

（
153
）
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
四
五
頁
の
事
例
⑦
を
参
照
。

（
154
）BGH
 N

JW
 2010, 1087.

（
155
）
本
件
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｇ
は
、
証
拠
上
、
市
の
責
任
者
ら
は
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、

こ
の
よ
う
な
Ｌ
Ｇ
の
証
拠
評
価
を
疑
問
視
し
た
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
156
）
な
お
、D

uttge,a.a.O
.

（A
nm

.60

）, 

§ 15 Rn.166 

は
、
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
に
お
い
て
も
、
市
の
責
任
者
ら
に
よ
る
義
務
違
反
的
態
度
を
理
由
と
し
た
免

責
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
に
あ
た
る
義
務
違
反
連
関
の
存
在
が
否
定
さ
れ
な
い
と
す
る
。



一
一
五

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
二
・
完
）（
谷
井
）

（
157
）
小
林
・
前
掲
注（
5
）四
八
頁
。

（
158
）G

reco,a.a.O
.

（A
nm

.73

）, 691.
（
159
）
同
趣
旨
の
理
解
は
、
た
と
え
ば
、
監
督
過
失
の
事
案
に
お
い
て
、
監
督
者
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
は
、
被
監
督
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
よ
い
と
す
る
石
塚
・
前
掲
注（
6
）四
四
頁
、
林
（
陽
）・
前
掲
注（
51
）二
五
三
頁
以
下
や
、
膿
瘍
事
件
や
血
液
バ
ン
ク
事
件
の
よ

う
な
、
情
報
提
供
を
す
る
な
ど
し
て
他
者
を
結
果
回
避
の
た
め
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
注
意
義
務
に
行
為
者
が
違
反
し
た
事
例
を
念
頭
に
お
い
て
、
他
者
の
義
務
違
反
的

態
度
に
よ
る
免
責
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
捉
え
るPuppe,a.a.O

.

（A
nm

.100

）, 

§ 2 Rn.27
;dies.,a.a.O

.

（A
nm

.69

）, V
or 

§§ 13 ff Rn.133

な
ど
に
お
い

て
も
垣
間
見
え
る
。

（
160
）
こ
の
よ
う
な
事
例
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
最
判
平
成
一
五
年
一
月
二
四
日
集
刑
二
八
三
号
二
四
一
頁
（
黄
色
点
滅
信
号
事
件
）
な
ど
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古

川
・
前
掲
注（
5
）三
四
六
頁
に
も
同
趣
旨
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

（
161
）
そ
れ
ゆ
え
、
過
失
の
競
合
事
案
の
場
合
に
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
そ
の
も
の
に
関
す
る
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
を
問
う
の
で
は
な
く
、
他
者
の
注
意
義
務
を
も

含
ん
だ
注
意
義
務
の
総
体
に
関
す
る
結
果
回
避
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
（
た
と
え
ば
、
小
林
・
前
掲
注（
5
）四
八
頁
、A

st,a.a.O
.

（A
nm

.78

）, 
648 f.

）
に
は
、
疑
問
が
残
る
。

（
162
）
同
様
の
疑
問
を
示
す
も
の
と
し
て
、
林
（
幹
）・
前
掲
注（
6
）七
四
頁
。

（
163
）
本
稿
四
1
（
1
）
で
紹
介
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
を
参
照
。

（
164
）
同
趣
旨
の
指
摘
を
な
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
島
田
・
前
掲
注（
4
）一
一
一
頁
な
ど
。

（
165
）V

gl.dazu G
reco,a.a.O

.

（A
nm

.73

）,691.

な
お
、G

reco

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
験
則
が
否
定
さ
れ
、
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
場
面
を
想
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
信
頼
の
原
則
の
例
外
に
あ
た
る
ケ
ー
ス
が
参
考
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
他
者
の
適
切
な
行

動
を
信
頼
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
他
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
166
）
同
趣
旨
の
指
摘
を
な
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
石
塚
・
前
掲
注（
6
）四
四
頁
な
ど
。

（
167
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
近
時
の
論
考
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）、
樋
口
亮
介
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準

―
比
例

原
則
に
基
づ
く
義
務
内
容
の
確
定
」
髙
山
佳
奈
子
・
島
田
聡
一
郎
編
『
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文
集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
五
頁
以
下
な
ど
。

（
168
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
不
作
為
型
の
過
失
競
合
事
案
を
念
頭
に
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準
の
定
立
を
試
み
た
拙
稿
「
過
失
不
作
為
の
競
合
事
案
に
お
け

る
個
人
の
注
意
義
務
の
論
定
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
四
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
一
頁
、
行
政
法
規
な
ど
の
刑
法
外
の
義
務
を
標
準
と
し
て

注
意
義
務
を
判
断
す
る
可
能
性
を
模
索
し
た
同
「
判
例
に
お
け
る
刑
法
上
の
注
意
義
務
と
刑
法
外
の
義
務
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学

研
究
科
篇
四
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
七
三
頁
に
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
過
失
の



一
一
六

競
合
事
案
一
般
に
妥
当
し
う
る
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
過
失
の
競
合
事
案
に
お

け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
前
提
と
な
る
「
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
仮
定
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
解
決
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
本
学
法
学
部
助
教
・
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）


