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説

法
的
過
程
、
な
か
ん
ず
く
司
法
過
程
(
]
広
告
円
正
℃
5
2
g
)

「
科
学
及
び
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
決
定
理
論
及
ひ
そ
の
道
目
ご
を
応
用
・
導
入
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
法
の

に
お
け
る
「
決
定

2
2
E
Oロ
B
白

E
ロ
ぬ
)
」
の
合
理
化
の
た
め
に

北法15(1・120)120

E命

[I) 

問

題

悪
気
(
巾
呂
口
三
同
)
」
を
抜
き
取
る
の
に
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
わ
。
当
日
同
教
授
な
ど
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
所

(註
1
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
未
だ
そ
の
可
能
性
・
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
り
、
具
体
的
な
問
題
に
当
り
我
々
は
い
か
に
か
か
る
決
定

(註
2
d
(
3
v

理
論
を
応
用
し
ま
た
そ
の
道
具
を
導
入
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
未
開
拓
の
状
態
で
あ
る
。

私
は
、
最
近
の
異
常
な
ほ
ど
の
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
激
増
し
た
交
通
事
故
に
基
づ
く
争
訟
の
処
理
に
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が

提
供
し
て
く
れ
た
決
定
理
論
及
び
そ
の
道
具
を
利
用
す
る
こ
と
が
特
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

(註
4
〉

あ
る
と
信
じ
た
。

ま
た
そ
の
効
果
的
な
実
現
可
能
性
が

本
稿
は
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
に
対
す
る
略
式
手
続
に
具
体
的
問
題
を
求
め
て
、
そ
の
合
理
化
及
び
推
算
可

能
性
(
円
R
W
O
B
E
-
-
q
)
化
の
方
途
の
開
拓
に
手
を
つ
け
た
試
み
の
第
一
歩
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

(註
l
)

吋
7
0
5
8
〉
・
ゎ
ct司
自
教
授
の
そ
の
主
張
は
、
彼
の
最
近
の
論
文
」
)
巾
n
E
C口
叶

y
g
q
E
C
F
ω
2
8
8
8仏

T
5
5
8・
〈

D
}
E
0・
2
0
8
口"司
1
2印
lHO叶
印
)
に
最
も
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

(註
2
)

し
か
し
、
最
近
米
国
に
お
い
て

R
4
5
5】

Oza--
の
名
称
の
下
で
こ
の
分
野
の
開
拓
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ

(叶

rぬ]ロ片岡
E
2
コg
h
G
E
E
-
2
2
9『
Hrm
〉
E
q
M
g
z
〉
説
。
口
E
C
C
Z
O『
〉
5
0
2
2ロ
ピ
ヨ

ωnroc-)
そ
の
活
動
を
開
始
し
出
し
た
。
同
ク
ル

l
プ
の
旗

頭
で
あ
る

F
a
g
E
H
M・〉一一
g
助
教
授
の
報
告
(
吋
『
〉
・
〉
・
「
∞
-
T己
目
立
町
一
日
わ
D
E
E
M
-
m
p
〉
Hnr右
目
宵
閉
山

onEω1ロロ仏
ω
B
E
S
E
t
s
H》}己
F
〉
月
ωHU・

5
3
v
p〈
口
同

¥ω
・
3

8叶
1
8
8
に
よ
れ
ば
p

同
コ
ミ
ヅ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
の
研
究
の
関
心
は
、
①
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
学
習
な
B
m
B
B
g
a

吋

onrロ
c-c句、
3
3
n
Fロ
2
0・
叶



『司法上の決定とコムニケージオン』

一2
3
E
m
)
、
②
法
言
語
に
お
け
る
文
章
論
的
多
義
性
を
発
見
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
分
析
道
具
と
し
て
の
記
号
論
理
の
使
用
、
③
電
子
計
算
機
お
よ
び

そ
の
他
の
オ

l
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
デ

l
F
・
リ
ト
ゥ
リ

l
パ
ル
の
方
法
の
利
用
、
④
法
に
お
け
る
コ
ム
ニ
ケ

l
シ
オ
ン
を
合
理
化
す
る
た
め
に
、
セ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
効
用
、
⑤
法
に
お
け
る
諸
々
の
決
定
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
量
的
分
析
、
⑥
そ
の
他
、
法
の
科
学

(
ω
i
g
B
沙
門
戸

ω若
)
の
発
展
の
た
め

の
誇
研
究
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
法
に
お
け
る
情
報
の
コ
ム
ニ
ケ

lγ
ォ

γ
(①
は
伝
達
さ
れ
る
情
報
の
丘
町
2
昔
、
自
由
ωを
、
②
は
同
5nFmMGロ

を
、
③
は
』
E
口
C
Q
を
問
題
に
す
る
)
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
結
果
は
〉
∞
可
旨
℃
S
E
5
0口
』
C
H
N
P甫
円
、
吋
岡
山
円
ω
w
M∞円、白君
i

日

以

内

山

h
oロ
Z
B匂
D
B
q
}
U
H
c
r
r
B凹
FHmw由
ω
に
、
そ
し
て
ま
た
、
吋
rm
巴
2
円3
2ロ
ロ
ω片
山
知

2
2
2
-乙

n
o
H
E吋己門司
B
D
h
〉
ヨ
0
2
8ロ
切
日
〉
自
己
円
芯
己
O
口

か
ら
定
期
刊
行
さ
れ
て
い
る
宮
-
C
-
r
r
(呂
a
m
E
C回
虫
色
円
。
回
一
口

E
F
B〈
)
等
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
も
さ
ら
に
報
告
が
続
け
ら
れ
て

い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
、
ま
だ
こ
の
分
野
に
手
を
つ
け
出
し
た
段
階
に
あ
り
、
今
後
の
研
究
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
註

3
)

具
体
的
問
題
を

C
・ω-m毛
足
目
。
ゎ
D広
三
の
沼
田
m
z
l円
?
の
E
口目。
-
3
8
m
g
に
求
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
そ
の
判
決
の
分
析
と
予
測
を
可

能
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
報
告
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

HNOOL
。
・
ピ
三
DH
の
分
析
は
水
準
の
高
い
か
つ
最
近
の
も
の
で
あ
る
。

(
2
4
司『
E
n
o
i

B
℃
三
q
n
ω
ロ
ロ
03・〉ロ
ω一日『巴凹凶口門-司円。門出口門戸
O
ロ
O
『』ロハ
rnu-
ロ
onEFcphHmv
〉
5
2
H
g口
出
向
〉
自
己
口
Fmwtcロ
】
O

R
ロ白「

ωωU111ω
£
・
〉
日
)HF-
呂町
ω・

4
2口
伝
片
山

g
o
h
円
高

E
-
F
m
m
ω
-
U
3
2
8
室
長
吉
岡
J

戸
C
・F-円
-
w
g
1
H
5
・
]
C
5
5
8・)

(
註

4
)

な
を
、
契
海
教
授
は
、
法
の
領
域
で
の
形
式
化
、
公
理
化
の
操
作
か
ら
期
待
出
来
る
実
益
を
論
じ
て
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
交
通

違
反
事
件
の
よ
う
に
高
度
に
類
型
化
、
非
個
性
化
さ
れ
、
か
つ
大
量
に
発
生
す
る
事
件
の
処
理
に
こ
の
種
の
電
子
装
置
(
筆
者
註
H

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
さ
し
て
い
る
)
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
遠
く
な
い
将
来
に
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
(
そ
の
あ
か
つ
き
に
は
、
記
号
論
理
技
術
が
法
の
分

野
で
も
直
接
実
用
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
と
。
(
碧
海
純
一
、
紹
介
ウ
ル
リ
ヒ
ク
ル

I

F
著
「
法
論
理
」
第
一
一
版
、
法
協
第
七
六
巻
四
号
八
五
頁
)

2 

つ
ま
る
所
、
裁
判
所
の
決
定
形
成
作
用
(
即
ち
略
式
命
令
形
成
作
用
)

デ
ー
タ
ー

の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
種
々
の
資
料
、

本
稿
の
試
み
は
、

即
ち
「
情
報
」
の
処
理
を
私
な
り
に
理
解
し
た
通
信
と
制
御
の
理
論
(
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
理
論
)
を
武
器
と
し
て
経
験
科
学
的
な
推
算

北法15(1・121)121 

可
能
な
操
作
に
、
そ
し
て
ま
た
、
略
式
手
続
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
操
作
に
し
て
行
わ
せ
得
る
こ
と
の
可
能
性
、
必
要
性
を
主
張
し
、
か
っ

実
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
o

即
ち
、
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
「
司
法
上
の
決
定
」
形
成
に
お
け
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
を
量
的

、
、
、

に
把
握
し
て
、
そ
の
コ
ム
ニ
ケ
l

シ
ヨ
ン
の
合
理
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
察
官
の
た
め
に
言
え
ば
、
い
か



説

な
る
資
料
を
、

い
か
な
る
形
で
、

い
か
に
提
出
し
た
ら
司
法
上
の
決
定
つ
ま
り
裁
判
所
の
有
罪
心
証
を
い
か
な
る
程
度
に
形
成
せ
し
め
得

北法15(1・122)122

論

る
か
の
予
測
を
可
能
に
し
、
資
料
の
収
集
及
び
そ
の
伝
達
の
合
理
化
を
は
か
る
一
助
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
こ

と
を
裁
判
所
に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
事
者
か
ら
資
料
を
い
か
に
受
け
取
り
、
い
か
に
処
理
し
て
、
そ
の
心
証
を
い
か
に
形
成
し
て
い
く
か

と
言
う
操
作
を
経
験
科
学
的
に
み
な
お
し
、
そ
の
合
理
化
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
検
察
官
の
た
め
の
働
き

一
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
他
方
、
本
稿
は
裁
判
所
に
対
す
る
働
き
を
も
持
つ
も
の
で
あ
る
。

3 

2
に
お
い
て
、
本
稿
は
、
略
式
命
令
形
成
作
用
に
具
体
的
問
題
を
求
め
る
が
、

よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
「
司
法
上
の
決
定
」
形
成

に
お
け
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
、

み
な
ら
ず
、
(
一
一
昨
一
時
坦
一
一
)

と
述
べ
た
。
こ
こ
に
「
司
法
上
の
決
定
」
形
成
作
用
と
は
、
略
式
命
令
の

「
判
決
」
「
命
令
」
あ
る
い
は
「
決
定
」
を
形
成
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
裁
判
」
を
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉

と
し
て
使
う
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
あ
え
て
か
か
る
言
葉
を
本
稿
は
用
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

裁
判
と
言
う
作
用
を
問
題
に
す
る
時
、
我
々
は
そ
の
作
用
を
「
事
実
の
認
定
」
「
法
の
解
釈
」
「
認
定
し
た
事
実
に
対
す
る
解
釈
し
た
法

の
適
用
」
と
一
一
一
同
う
三
段
階
に
分
け
、
そ
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
に
お
い
て
考
え
る
の
、
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

本
稿
は
、

裁
判
と
言
う
作
用
を
経
験
科
学
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

か
っ
そ
う
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と

言
う
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
「
裁
判
科
学
」
を
志
向
す
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
裁
判
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る

(註
5
)

命
題
は
本
質
的
に
科
学
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
処
理
さ
れ
得
な
い
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
即
ち
、
科
学
技
術
の
導
入
が
可
能
に
な
る

、
、
、

領
域
は
、
た
だ
、
「
二
重
構
造
を
も
っ
事
実
認
定
」
の
い
わ
ば
下
部
構
造
と
も
い
う
べ
き
「
経
験
的
事
実
の
規
定
」
の
段
階
に
し
か
す
ぎ
な

(註
6

〉

い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
私
は
か
か
る
立
場
に
疑
問
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
の
い
う
科
学
が
親
し
ま
な
い
領
域
に
お
い
て
も
科

学
的
取
扱
い
が
可
能
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ
と
を
本
稿
で
示
そ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
事
実
の
認
定
」
、

「
法
の
解
釈
」
、
「
法
の
適
用
」
と
い
わ
れ
る
作
用
の
す
べ
て
の
段
階
に
わ
た
っ
て
科
学
的
処
理
が
可
能
で
あ
り
か
っ
そ
の
こ
と
に
意
味
が



あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
そ
の
論
証
と
実
証
を
試
み
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
の
作
用
を
上
述
し
た
三
段
階
の
作
用
に
分

解
し
て
眺
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
裁
判
と
い
う
作
用
を
、
「
司
法
上
の
決
定
」
形
成
作
用
と
い
う
名
称
を
与
え
た
一
つ
の
作
用
と
し
て
、
次

の
二
つ
の
観
点
、
即
ち

① 

司
法
上
の
決
定
形
成
作
用
が
成
立
す
る
「
プ
ロ
セ
ス
」

② 

司
法
上
の
決
定
形
成
作
用
が
営
ま
れ
る
「
機
構
」
あ
る
い
は
「
シ
ス
テ
ム
」

と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
て
み
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
、
は
た
せ
る
か
な
、
私
は
、
裁
判
と
い
う
作
用
を
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
と
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
に

、
、
、
、
、
、

お
い
て
経
験
科
学
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ
と
を
、
以
下
展
開
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

『司法上の決定とコムニケーシオン』

(
註

5
)
最
近
の
科
学
(
特
に
心
理
学
の
)
理
論
お
よ
び
技
術
が
現
行
制
度
下
の
裁
判
に
い
か
に
応
用
・
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
を
中
心
に
し

て
、
「
裁
判
科
学
」
の
確
立
の
た
め
に
、
将
来
の
方
向
を
示
唆
す
べ
く
、
村
田
宏
雄
氏
は
そ
の
著
「
裁
判
科
学
」
(
昭
和
三
四
年
、
動
草
書
房
)
を
公
に

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
本
書
の
「
裁
判
科
学
」
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
、
裁
判
に
科
学
技
術
を
導
入
し
得
る
領
域
、
そ
の
効
用
、
限
界
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
第
一
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
み
れ
ば
、
次
の
様
に
な
る
。

①
ま
ず
、
「
裁
判
的
真
実
を
い
か
に
科
学
的
真
実
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
も
こ
の
両
者
は
本
質
的
に
一
致
し
な
い
面
が
あ
る
」
(
七
頁
)
。
な
ぜ
な
ら
「
法

律
的
真
実
(
筆
者
註
H
裁
判
的
真
実
に
対
応
す
る
)
と
経
験
的
真
実
(
筆
者
註
日
科
学
的
真
実
に
対
応
す
る
)
と
が
、
実
は
次
元
の
異
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
者
は
評
価
体
系
上
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
相
互
作
用
体
系
上
の
問
題
な
る
が
故
で
あ
る
」
(
一
四
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、

「
法
律
的
真
実
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
経
験
科
学
の
領
域
外
の
仕
事
で
あ
る
(
一
五
頁
〉
と
の
前
提
か
ら
出
発
す
る
。

②
だ
が
そ
う
は
言
う
も
の
の
「
い
か
に
両
者
が
別
の
次
元
に
あ
る
と
し
て
も
、
経
験
的
真
実
あ
っ
て
こ
そ
法
律
的
真
実
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
」
(
一
六

頁
〉
。

③
即
ち
、
「
事
実
認
定
は
、
証
拠
法
の
規
定
に
よ
り
、
経
験
的
事
実
の
規
定
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
法
律
的
事
実
と
し
て
の
事
実
を
認

定
す
る
二
重
構
造
を
も
っ
L

ハ
傍
点
筆
者
、
二
ハ
頁
)
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

北法15(1・123)123 



説

④
し
た
が
っ
て
、
科
学
技
術
の
導
入
が
可
能
に
な
る
領
域
は
、
「
事
実
認
定
」
の
段
階
で
、
し
か
も
そ
の
一
一
重
構
造
の
い
わ
ば
下
部
構
造
と
も
い
う
べ

き
「
経
験
的
事
実
の
規
定
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑤
そ
し
て
、
「
経
験
的
真
実
を
確
定
す
る
と
い
う
操
作
の
段
階
で
は
、
科
学
技
術
は
ま
こ
と
に
有
利
な
武
器
で
あ
る
」
(
一
六
頁
)
。
こ
の
武
器
を
こ
の
段

階
に
使
っ
て
こ
そ
、
「
実
体
的
真
実
の
発
見
が
よ
り
正
確
な
も
の
に
前
進
す
る
。
従
っ
て
、
発
見
さ
れ
た
実
体
的
真
実
を
土
台
に
し
て
裁
判
的
真
実
を

確
定
す
る
場
合
、
よ
り
そ
れ
が
真
実
に
接
近
す
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
」
(
一
六
頁
〉
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(註
6
)

註
5
に
に
述
べ
た
村
田
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
科
学
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
命
題
は
「
相
互
作
用
」
を
問
題
に
し
、
裁
判
に
お
け
る
そ
れ
は
「
価

値
」
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
両
者
は
「
本
質
的
に
次
元
を
異
に
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
取
り
扱
う
方
法
に

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

も
本
質
的
に
差
異
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
、
本
質
的
に
、
裁
判
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
命
題
を
処
理
出
来
な
い
と
言

う
論
理
に
な
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
科
学
が
問
題
に
す
る
命
題
は
「
描
写
(
L
g
口
石
氏
。
ロ
)
」
で
あ
る
が
、
裁
判
が
問
題
に
す
る
命
題
は
「
命
令

(
5
7

℃
司
え
守
⑦
)
あ
る
い
は
「
規
定
(
百
円
g
R
G
t
c
E
)
」
で
あ
る
か
ら
と
す
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
法
は
法
的
状
況

(-a白一
巳

E
巳
弓
ロ
)
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ト
に
お
い
て
何
が
「
描
写
」
さ
れ
る
か

H
よ
り
一
般
的
な
そ
し
て
あ
い
ま
い
な
号
一
一
一
回
い
方
を
す
れ
ば
何
が
「
真
実
」
で
あ
る
か

H
を
知
る
努
力
を
お
こ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
、
科
学
は
、
常
に
科
学
者
の
「
真
実
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
衝
突
を
決
済
す
べ
き
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
科
学
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
命
題
も
、
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
す
べ
て
の
科
学
者
を
名
宛
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
命
題

も
真
に
相
互
作
用
の
「
摘
写
」
な
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
「
命
令
」
あ
る
い
は
「
規
定
」
な
の
で
あ
る
。
一
歩
し
り
ぞ
い
て
、
村
田
氏
の
考
え
る
よ
う

に
、
科
学
は
「
相
互
作
用
」
を
問
題
に
し
、
法
は
「
価
値
」
を
問
題
に
す
る
と
言
う
命
題
を
是
認
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
命
題
を
是
認
す
る
こ
と

か
ら
、
し
か
し
、
直
ち
に
、
法
と
科
学
は
本
質
的
に
次
元
を
異
に
す
る
と
の
論
理
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
な
ぜ
な
ら
〉
、
法
は
ま
さ
に
価
値
を
問

題
に
す
る
(
そ
れ
は
正
し
い
〉
。
し
か
も
、
法
の
最
大
の
関
心
事
は
、
価
値
と
価
値
の
衝
突
の
決
済
に
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
法
に
お
け
る
価
値
と
価
値
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

相
互
作
用
を
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
法
の
最
大
の
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
、
法
は
ま
さ
に
「
価
値
」
体
系
の
「
相
互
作
用
」
を
問
題
に
し
て

始
め
て
法
の
科
学
性
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
は
「
相
互
作
用
」
を
問
題
に
す
る
(
そ
れ
は
正
し
い
)
。
し
か
も
、
相
互
作
用
体
系
を
出
来
る
だ

け
客
観
的
に
、
つ
ま
り
承
認
せ
ら
れ
た
科
学
方
法
論
に
従
っ
て
記
述
す
る
こ
と
に
科
学
の
最
大
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
任
務

は
、
単
に
自
然
界
の
事
物
の
相
互
作
用
の
み
な
ら
ず
人
間
価
値
の
相
互
作
用
を
も
ま
た
対
象
に
し
、
そ
の
客
観
的
記
述
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ

る
。
即
ち
、
科
学
は
「
価
値
」
体
系
の
相
互
作
用
を
客
観
的
に
記
述
す
べ
き
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
も
し
そ
の
任
務
を
無
視
し
、
あ
る
い

は
お
ろ
そ
か
で
あ
る
な
ら
、
科
学
は
白
か
ら
己
れ
の
首
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
)
。
な
お
、
村
田
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
科
学
の
介
入
す
る
こ
と

北法15(1・ 124)124 
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の
で
き
な
い
領
域
で
あ
る
「
法
の
解
釈
」
に
お
け
る
「
法
」
と
「
科
学
」
の
関
係
を
み
ご
と
に
洞
察
し
て
い
る
文
献
が
あ
る
。
そ
れ
は
小
山
昇
「
法
の

解
釈
の
科
学
性
に
つ
い
て
」
(
北
大
法
学
論
集
七
巻
一
号
一
一
良
以
下
〉
で
あ
る
。

以
上
、
長
々
と
述
、
べ
て
き
た
の
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
「
法
的
あ
る
い
は
裁
判
的
真
実
」
と
「
科
学
的
あ
る
い
は
経
験
的
真
実
」
は
本
質
的
に
異

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
者
に
接
近
す
る
方
法
も
異
る
、
換
言
す
れ
ば
、
物
の
見
方
あ
る
い
は
思
考
の
方
法
に
「
法
的
あ
る
い
は
裁
判
的
」
な
そ
れ
と

「
科
学
的
あ
る
い
は
経
験
的
」
な
そ
れ
と
言
う
よ
う
に
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
一
一
つ
の
方
法
が
あ
る
と
の
標
語
を
揚
げ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
か
か
る
認
識
は
、
「
裁
判
科
学
」
を
問
題
に
し
、
そ
の
開
発
を
志
向
す
る
場
合
、
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、

法
あ
る
い
は
裁
判
と
科
学
と
の
差
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
は
、
「
裁
判
科
学
」
は
ほ
と
ん
ど
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
現
実

に
行
わ
れ
て
い
る
裁
判
と
科
学
と
の
悶
に
存
在
す
る
そ
の
意
味
で
の
差
異
を
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
私
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
差

異
を
な
く
す
る
可
能
性
は
な
い
の
だ
と
し
て
そ
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
は
裁
判
科
学
は
得
る
所
が
少
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
逆
に
、
科
学
に

お
け
る
新
し
い
種
々
の
発
達
が
法
と
科
学
を
互
に
緩
近
さ
せ
て
い
く
と
言
う
信
念
に
導
く
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
を
は
げ
ま
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

4 

司
法
上
の
決
定
形
成
作
用
を
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。

f司法上の決定とコムニケーシオン』

そ
こ
で
、
今
、
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
の
実
体
裁
判
形
成
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
、
そ
の
作
用
は
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
に
始
ま

り
、
検
察
官
と
被
告
人
と
の
弁
論
が
展
開
さ
れ
る
な
か
に
か
た
ま
っ
て
い
く
裁
判
所
の
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
の
心
証
形
成
に
終
了
す
る
一

プ
ロ
セ
λ

連
の
過
程
と
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
役
割
を
演
じ
る
検
察
官
被
告
人
及
び
裁
判
所
に
よ
っ
て
進
行
さ
れ

コ
ム
ヱ
ケ

1
1

る
。
検
察
官
の
役
割
は
、
白
か
ら
収
集
し
た
資
料
を
法
的
に
評
価
構
成
し
て
得
た
知
識
を
裁
判
所
に
伝
達
あ
る
い
は
移
譲
す
る
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
被
告
人
は
あ
る
行
為
を
行
っ
た
が
そ
の
行
為
は
法
の
規
定
す
る
犯
罪
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
裁
判
所
に
知
ら
し
め
る

コ
ム
子
ケ

I
ト

よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
裁
判
所
に
と
っ
て
未
知
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
「
知
識
し
を
裁
判
所
に
伝
達
す
る
と
い
う
役
割

北法15(1・125)125 

諸
「
情
報
」
、

を
演
じ
る
。
被
告
人
は
、
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
か
か
る
知
識
の
伝
達
を
さ
ま
た
げ
る
と
い
う
役
割
を
演
ず
る
。
裁
判
所
は
、
検
察

官
及
び
被
告
人
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

か
つ
両
者
の
行
為
が
成
功
し
た
か
い
な
か
に
答
え
る
と
い
う
役
割
を
演
ず
る
。
即
ち
、
裁

判
所
は
、
被
告
人
の
妨
害
を
く
ぐ
っ
て
(
検
察
官
か
ら
)
伝
達
さ
れ
て
く
る
情
報
を
受
信
す
る
か
あ
る
い
は
受
信
し
な
い
か
と
い
う
コ
ン



説

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
受
信
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
の
心
証
の
形
成
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

論

す
る
「
知
識
」
あ
る
い
は
「
情
報
」
の
伝
達
の
過
程
、

つ
ま
り
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
(
わ
O
B
B
l

北法15(1・126)126. 

よ
り
一
層
の
分
析
は
ひ
と
ま
ず
後
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
の
裁
判
形
成
作
用
を
、
検
察
官
の
裁
判
所
に
対

ロ
ロ

-stoロ
℃
円
。
円
巾
印
印
)

と
し
て
把
握
し
て
行
く
こ
と
が
で
る
で
あ
ろ
う
o

コ
ム
ケ
ニ

1
ト

コ

ム

ユ

ケ

1
タ
1

リ
シ
ピ
エ
シ
ト

と
こ
ろ
で
、
「
あ
る
も
の
」
を
伝
達
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
あ
る
も
の
」
の
伝
達
者
と
そ
れ
を
受
け
る
者
、
「
あ
る
も
の
」
を
移
す

メ
ワ
セ

1
ジ

チ

ャ

ン

み

ル

手
段
で
あ
る
「
伝
達
文
」
と
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
る
「
伝
達
路
」
が
欠
せ
な
い
。

(註
7
〉

本
稿
が
問
題
に
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
に
お
い
て
伝
達
さ
れ
る
「
あ
る
も
の
」
と
は
何
か
。

一
応
の
説
明
は
既
に
し
た
が
、

よ
り
説

明
を
加
え
れ
ば
、
実
体
裁
判
形
成
の
場
合
に
お
け
る
そ
れ
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
検
察
官
と
し
て
あ
る
出
来
事
を
法
的
に
-
評

価
し
た
結
果
に
対
す
る
裁
判
所
の
疑
い
を
克
服
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
「
そ
の
も
の
」
を
「
知
識
」
あ
る
い
は
「
情
報
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
述
べ
て
き
た
。
「
そ
の
も
の
」
の
コ
ム
ニ
ケ
l
タ

l
は
検
察
官
で
あ
り
、
リ
シ
ピ
エ
ン
ト
は
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
き

、、

た
。
と
こ
ろ
で
「
そ
の
も
の
」
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
「
情
報
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
未
だ
「
そ
の
も
の
」
の

内
容
に
つ
い
て
は
何
ら
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

本
稿
の
関
心
の
第
一
点
は
、

ま
さ
に
こ
の
「
情
報
」
と
名
づ
け
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
情
報
」
の
伝
達
は
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
託
さ
れ
て
始
め
て
そ
の
送
り
出
し
が
可
能
に
な
る
。
即
ち
、
情
報
は
そ
の
伝
達

手
段
(
唯
一
川
崎
り
が
M
)

に
に
な
わ
れ
て
移
譲
さ
れ
て
い
く
。
私
は
、
こ
の
情
報
の
担
い
手
た
る
情
報
の
伝
達
手
段
を
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
名

づ
け
た
。
そ
し
て
、
と
に
か
く
、
司
法
上
の
決
定
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
検
察
官
、
が
「
情
報
」
を
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
託
し
て
裁
判
所
に

伝
達
す
る
一
つ
の
「
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
に
お
い
て
進
行
す
る
、
と
し
て
把
握
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は
、
と
こ
ろ
で
、
検
察
官
の
「
情
報
」
の
伝
達
を
妨
害
す
べ
く
、
そ
の
情
報
と
は
異
っ
た
情
報
が
被
告
人
に
よ
っ



そ
の
他
種
々
の

「
雑
音

(
-
H

ロ
巾
口
。
一
凹
巾
印
)

I

」

つ
ま
り
妨
害
が
入
っ
て
く
る
こ
と
が

て
流
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
伝
達
の
過
程
に
は
、

多
い
(
断
諸
問
一
一
味
十
一
即
時
四
一
M

一肌一時
)o

検
察
官
が
白
か
ら
雑
音
を
入
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
裁
判
所
が
最
終
的
に
受
け
と
っ
た
情
報
は
、

し
た
が
っ
て
、
検
察
官
が
実
際
に
送
っ
た
も
の
、

と
に
か
く
、
検
察

、
、
、
、

官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
種
々
の
雑
音
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
検
察
官
が
実
際
に
送
っ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
が
裁
判
所
に
共
有
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
の
結
果
に
終
る
。

り
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
か
ら
伝
達
さ
れ
た
情
報
を
受
信
す
る
か
、
受
信
し
な
い
か
と
い
う
制
御
す
}
行
い
、

あ
る
い
は
送
ろ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
は
異
な
り
得
る
。

し
か
し
、

受
信
し
た
情
報
に
茶
づ
い
て

決
定
形
成
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
第
二
の
関
心
は
、
そ
こ
で
、

い
か
な
る
決
定
形
成
に
お
い
て
、

い
か
な
る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
検
察
官
に
よ
り
作
成
さ
れ
伝
達

さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、

い
か
な
る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
伝
達
さ
れ
た
場
合
裁
判
所
は
い
か
に
そ
の
決
定
形
成
作
用
を
完
成
す
る
か
、

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

い
か
な
る
決
定
形
成
を
い
か
に
完
成
さ
せ
る
に
は
、

そ
こ
か
ら
逆
に
、

い
か
な
る
「
メ
ッ
セ

『司法上の決定とヨムユケージォ γ』

ー
ジ
」
を
作
成
し
て
い
か
に
伝
達
し
て
や
れ
ば
よ
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心

を
向
け
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
被
告
人
・
検
察
官
・
裁
判
所
の
三
者
の
聞
で
行
わ
れ
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
解
析
と
検
討
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司

法
上
の
決
定
を
合
理
化
す
る
方
途
を
開
拓
す
る
有
効
な
手
が
か
り
を
見
い
出
そ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

(註
7
)

コ
ム
ニ
ケ

l
シ
オ
ン
と
言
う
一
言
葉
は
、
一
般
に
、
何
物
か
が
あ
る
も
の
あ
る
い
は
あ
る
人
か
ら
他
の
も
の
あ
る
い
は
他
の
人
え
移
さ
れ
て
い
く
、
そ

し
て
そ
の
何
物
か
を
共
有
す
る
と
言
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
過
程
全
体
を
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
コ
ム
ニ
ケ
シ
オ

γ

と
は
「
と
も
に
享
受
す
る
(
宮

5
2
3
3
)」
と
言
う
意
味
を
も
も
っ
。
(
日
吋
一
一
一
吋
ャ
和
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l
ッ

ヨ

γ
、
現
代
科
学
双
書
拐
、
み
す
ず
書
一
房
、
一
七
頁
〉
。

イコ
ま

北法15(1・127)127



説

5 

と
こ
ろ
で
、
司
法
上
の
決
定
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
裁
判
所
の
心
証
形
成
に
終
る
と
述
べ
た
が
、
裁
判
所
の
有
罪
心
証
形
成
の
程
度

北法15(1・128)128 

と
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
れ
ば
、
次
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

論

る。
①
裁
判
所
の
有
罪
心
証
形
成
の
過
程
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
検
察
官
と
し
て
あ
る
出
来
事
を
法
的
に
一
評
価
し
た
結

果
(
制
服
一
立
川
ほ
ほ
で
)
に
対
す
る
疑
い
の
克
服
、
あ
る
い
は
排
除
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
し
た
が
っ
て
、
「
い
か
な
る
場
合
に
」
、
「
い
か
ほ
ど
疑
い
の
排
除
が
行
わ
れ
る
か
」
に
尺
度
を
求
め
て
(
有
罪
〉
心
証
形
成
度

を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
裁
判
所
に
「
疑
い
が
あ
る
」
と
は
、
被
告
人
は
有
責
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
裁
判
所
の
「
知
識
が
不
足
し
て
い
る
」

(時

rtι
れ
は
ト
J止
が
川
閣
下

h
J
T
)
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

検
察
官
は
、
法
的
に
評
価
し
た
出
来
事
の
結
果
に
関
す
る
「
知
識
」
を
何
ら
か
の
資
料
か
ら
「
情
報
化
」
し
て
H
H
メ
ッ
セ
ー
ジ

④ 

に
託
し
て
1
裁
判
所
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤ 

し
た
、
が
っ
て
、

裁
判
所
の
知
識
の
不
足
は
、

検
察
官
が
伝
達
す
べ
き
「
常
鞍

r
r
r
rま
酬
の
不
足
」
(
宍
」
起
湾
初
出
ぽ
る
)

を
意
味
す
る
。「

情
報
化
さ
れ
た
知
識
が
不
足
し
い
る
」
と
は
、
検
察
官
か
ら
情
報
の
伝
達
が
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
受
信

さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
受
信
さ
れ
た
と
し
て
も
「
質
の
よ
く
な
い
情
報
」
(
一
か
れ
ど
一
弘
一
は
)
し
か
受
信
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意

⑥ 

味
す
る
。⑦ 

故
に
、
②
の
「
い
か
な
る
場
合
に
」
と
は
、
検
察
官
か
ら
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
た
場
合
で
あ
り
、
「
い
か
ほ
ど
疑
い
の

排
除
、
が
行
わ
れ
る
か
」
と
は
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
才
ン
が
い
か
ほ
ど
成
功
を
お
さ
め
る
か
、

と
読
み
な
お
す
こ
と



が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
心
証
形
成
の
程
度
を
測
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
検
察
官
の
裁
判
所
に
対
す
る
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
成
功

度
を
測
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

司
法
上
の
決
定
形
成
の
た
め
に
行
わ
れ
る
コ
ム
ニ
ケ
l

シ
才
ン
の
成
功
度
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
決
定
過
程
を
量
的
に
と
ら
え

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
司
法
上
の
決
定
の
合
理
化
に
仕
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い

6 
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
司
法
上
の
決
定
と
い
う
作
用
を
、
そ
の
作
用
を
営
む
「
機
構
」
あ
る
い
は

そ
の
作
用
が
行
わ
れ
る
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

さ
ら
に
眺
め
て
み
よ
う
。

裁
判
所
を
、
決
定
が
営
ま
れ
る
機
構
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
「
決
定
メ
ー
カ
ー
」
と
し
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
シ
ス
テ

〈註
8
)

ム
理
論
家
達
(
叩
ヨ

Z
B
F
g円
吉
田
)
の
用
語
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
が
観
察
し
得
る
こ
の
法
的
決
定
メ
ー
カ
ー
に
は
情
報
と
い
う
「
イ
ン
プ
ッ
ト

口
問
)
白
神
)
」
が
入
る
。
そ
し
て
ま
た
、
決
定
と
い
う
形

ド司法上の決定とコムニケーシオン』

に
お
け
る
「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
守
口

G
5
)
」
を
出
す
。
法
的
決
定
メ
ー
カ
ー
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
聞
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ

〔註
9
)

(
暗
箱
・
巴
向
井
図
。
出
ご
で
あ
る
と
。
即
ち
、
裁
判
所
を
、
検
察
官
か
ら
デ
ー
タ
つ
ま
り
情
報
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
受
け
(
デ
ー
タ

ッ
ク
ス

は
決
定
メ
ー
カ
ー
の
い
わ
ば
燃
料
と
で
も
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
)
、
そ
れ
を
評
価
し
て
(
燃
料
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
可
決
定
と
い
う

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
し
て
い
る
一
つ
の
機
械
に
た
と
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
決
定
メ
ー
カ
を
適
切
に
働
か
せ
る
に

は
、
そ
の
燃
料
を
良
質
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
決
定
メ
ー
カ
ー
か
ら
出
る
決
定
は
当
事
者
が
機
械
に
入
れ
る
デ
ー
タ

の
「
質
」
を
反
映
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
司
法
上
の
決
定
を
合
理
化
す
る
と
は
、
こ
の
決
定
メ
ー
カ
ー
の
ロ
ス
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
決
定
メ
ー
カ
ー
の
ロ
ス
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
「
質
」
の
よ
い
デ
ー
タ
つ
ま
り
情
報
を
精
選
す
る
こ
と
に

北法15(1・129)129



説

は
意
味
が
あ
る
。
精
選
さ
れ
た
情
報
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
決
定
メ
ー
カ
ー
に
ロ
ス
を
与
え
ず
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

論

ず
、
決
定
形
成
に
お
け
る
コ
ム
ニ
ケ
1
シ
オ
ン
を
成
功
裡
に
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一

即
ち
、
い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
し
て
、
い
か
に
伝
達
し
て
や
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
上
の
決
定
を
合
理
化
す
る
た

め
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
え
ば
、
そ
の
コ
ム

ニ
ケ
l
シ
オ
ン
が
高
い
成
功
度
を
お
さ
め
る
よ
う
に
、
換
言
す
れ
ば
、
伝
達
効
率
の
よ
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
。
伝
達
効
率

の
よ
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
が
精
選
さ
れ
た
、
つ
ま
り
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
成
功
度
と
の
関
連

に
お
い
て
「
質
」
の
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
成
功
度
と
の
関
連
に
お
い
て
「
質
」
の
よ
い
情
報
を
精

選
す
る
と
は
、
情
報
を
摘
出
し
、
同
じ
く
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
成
功
度
と
の
関
連
に
お
い
て
情
報
に
「
量
」
を
与
え
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
か
く
し
て
、
情
報
の
「
質
」
は
「
量
」
的
に
測
定
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
質
の
よ
い
情
報
を
伝
達
す
る
メ
ッ
セ

l
ジ
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
量
的
に
と
ら
え
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
効
率
を
、

ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
「
質
」
を
「
量
」
化
す
る
こ
と
に
よ
り
測
定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
司
法
上
の
決
定
形
成
過
程
を

メ
ッ
セ

量
的
に
と
ら
え
る
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
具
体
的
問
題
を
交
通
事
故
に
基
づ
く
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
に
対
す
る
略
式
命
令
形
成
の
場
合
に
求
め
て
、
略

式
命
令
形
成
の
た
め
の
(
あ
る
い
は
形
成
に
お
け
る
)
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

式
命
令
形
成
過
程
を
、
上
述
し
た
意
味
に
お
い
て
、
量
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
略

そ
し
て
、

い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
か
、

、
、
、
、
、
、

コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
の
成
功
度
を
予
測
す
る
方
法
を
提
案
し
ょ

つ
ま
り
、

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(註
8
)

(註
9
)、
な

お

吋

Y
O
B
B
K戸・
(UC君
E
U
2
0
2
E
Cロ
叶

r
g
q
z
r
w
F
ω
ロト

2
2・
5
仏
吋

R
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0
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ω
日
コ
"
宅
ち
由
日
l
H
O
叶
印
を
参
照
さ
れ
た
い
。

7 

具
体
的
問
題
を
交
通
事
犯
に
対
す
る
略
式
手
続
に
求
め
た
理
由
は
、
単
に
研
究
の
使
宣
上
の
理
由
か
ら
の
み
で
な
く
、
そ
こ
に
そ

の
合
理
化
を
必
要
と
す
る
強
い
要
請
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
、
略
式
手
続
(
引
ほ
苅
伝
条
)
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
通
常
の
口
頭
弁
論
手
続
に
よ
ら
な
い
非
公
開
の
書
面
審
理
手
続
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
開
始
さ
れ
、
そ
の
請
求
と
同
時
に
略
式
命
令
を
す
る
に
必
要
な
書
類
お
よ
び
証
拠
物
が
検
察
官
よ
り
裁
判
所

に
差
し
出
き
れ
(
訓
府
城
矧
)
、
そ
の
書
面
の
形
式
を
と
る
メ
ッ
セ

l
ジ
に
基
づ
く
略
式
命
令
形
成
に
終
了
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
略
式
命
令

形
成
に
お
け
る
コ
ム
ユ
ケ
l
シ
才
ン
に
あ
っ
て
は
、
被
告
人
側
か
ら
の
雑
音
、

お
よ
び
口
頭
弁
論
の
場
合
に
問
題
に
す
べ
き
雑
音
は
、

応
ゼ
ロ
と
考
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

ま
た
、
検
察
官
が
実
際
に
送
っ
た
そ
し
て
裁
判
所
が
受
容
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
す
べ
て
訴
訟
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、

わ
れ
わ

れ
は
コ
ム
ニ
ケ

l
シ
才
ン
の
す
べ
て
を
直
接
的
に
知
る
、

つ
ま
り
ま
さ
に
検
察
官
よ
り
コ
ム
ニ
ケ

1
卜
さ
れ
た
裁
判
所
と
同
じ
状
態
に
自

『司法上の決定とコムニケージォ γ』

か
ら
を
お
い
て
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
解
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
は
、
事
件
数
が
多
く
か
っ
同
様
の
ケ

i
ス
が
多
い
こ
と
、

つ
ま
り
類
型

化
、
非
個
性
化
に
親
し
む
で
あ
ろ
う
等
、
調
査
研
究
の
対
象
と
し
て
多
く
の
好
条
件
を
持
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
副
次
的
要
因
で
あ
っ
て
、
私
が
こ
の
手
続
を
問
題
に
す
る
よ
り
本
質
的
理
由
は
次
の
こ
と
に

し
か
し
、
上
述
し
た
諸
条
件
は
、

北法15(1・131)131 

あ
る
。
即
ち
、
交
通
事
故
の
激
増
に
よ
り
略
式
手
続
に
付
さ
れ
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
の
処
理
の
簡
易
化
、
迅
速
化
の
要
請
は
日
増

し
に
そ
の
度
を
強
く
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
致
死
傷
事
件
で
東
京
簡
易
裁
判
所
に
略
式
命
令
の
請
求
の
あ
っ
た

四
年
前
の
三
五
年
度
で
六
五
三

O
件
(
対
4
M
十
)
三
年
前
の
三
六
年
度
で
さ
え
五
七

O
六
件
(
対
均
一
切
下
)
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
の

件
数
が
、



説

(
註
叫
)

数
字
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

論

そ
の
簡
易
化
、
迅
速
化
は
憲
法
三
八
条
二
項
の
保
障
(
吋
州
知
拠
)
を
弱
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は

い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
伝
達
す
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
簡
易
化
を
は
か
る
(
問
一
拍
一
mw制
恥
!
賊

J3十
一
一
語
一
献
附
問
時
十
一
日
開
問
問
M
V
一一時判

別
[
号
一
一
説
化
)
と
共
に
、
有
罪
認
定
を
す
る
に
十
分
な
情
報
の
伝
達
を
行
わ
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
の
作
用
の
迅
速
な

機
械
的
処
理
が
必
要
で
あ
り
か
つ
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

同
時
に
、

そ
の
作
用
を
慎
重
に
し
て
か
つ
被
告
人
を
は
じ
め
万
人
を
納
得

北法15(1・132)132 

せ
し
め
る
操
作
に
し
て
行
わ
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
私
は
、

か
か
る
略
式
命
令
形
成
を
取
り
上
げ
、
そ
の
作
用
の
量
化
を
問
題
に
し
て
、
情
報
の
精
選
に
よ
る
メ

ッ
セ

l
ジ
作
成
の
簡
略
化
、
そ
の
操
作
の
機
械
的
処
理
、
か
つ
被
告
人
を
は
じ
め
万
人
を
納
得
せ
し
め
る
命
令
形
成
の
実
現
を
は
か
る
方

途
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

〈
註
叩
)

判
例
タ
イ
ム
ス
、

一
三
一
号
「
突
通
裁
判
の
実
態
」
四
頁
。

CITJ 

問

題

の

解

答

の

鍵

し
か
ら
ば
、
略
式
命
令
形
成
に
お
け
る
コ
ム
ユ
ケ
l
シ
才
ン
の
量
化
は
い
か
な
る
考
え
方
、

お
よ
び
手
順
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
検
討
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
業
務
上
過
失
致
死
あ
る
い
は
致
傷
の
有
罪
認
定
を
裁
判
所
に
な
さ
し
め

る
た
め
に
、
検
察
官
は
い
か
な
る
情
報
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
れ
ば
良
い
か
、
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
れ
ば
ど
の
程
度
そ
の
コ
ム
ニ
ケ

l
シ
才
ン
は
成
功
を
お
さ
め
る
か
を
量
的
に
推
算
す
る
方
法
を



提
案
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
種
々
の
情
報
の
イ
シ
プ
ァ
ト
と
略
式
命
令
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
イ
ン
プ
ゲ
ト

L

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
|
プ
ロ
セ
ス
(
日
ロ
七
三
↓
。
E
℃

EHνHongm)
を
問
題
に
し
、
そ
の
効
率
を
推
算
す
る
方
法
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
(
九
日
HUM繁
一
一
円
以
一
部
助
M
r
7
m
M
F
P
町
田
何
仰
向
一
一
四
日
時
…
諒
一
川
崎
一
九
州
山
r
u
hレハ
れ

U
U
)

昨
日
制
一
日
理
)
。

2 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
推
算
は
略
式
命
令
形
成
作
用
の
イ
ソ
プ
ッ
ト
↓
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

l
プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル

(BO門
主
)
を
記
述
し
、

て
始
め
て
可
能
に
な
る
、
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
裁
判
所
に
送
っ
た
場
合
そ
れ
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
い
な
か
、
ま
た
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
し
て
そ
の
程
度

は
ど
う
か
は
、
「
過
去
の
経
験
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
お
剛
一
削
除
一
肌
州
、
M
r
唯
一
日
)
。
過
去
は
、
決
定
が
そ
れ
に
基
礎
を
お
く
こ
と
の

で
き
る
情
報
あ
る
い
は
デ
ー
タ
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

① ② 

「
過
去
に
経
験
を
持
つ
」
と
は
、
同
種
の
情
報
の
同
様
な
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
業
務
上
過
失
致
死
傷

罪
の
有
罪
認
定
を
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
一
回
以
上
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
裁
判
所
は
イ
ン
プ
ッ
ト
↓
ア
ウ
ト
プ

『司法上の決定とコムニケージォ γ』

ッ
ト
1

プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

③ 

そ
し
て
、

モ
デ
ル
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
略
式
命
令
形
成
作
用
を
推
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

毛
、
テ
ル
は
、
ま
さ
に
、
裁
判

所
は
そ
の
持
っ
て
い
る
イ

γ
プ
グ
ト
↓
ア
ウ
ト
プ
y

ト
l
プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
に
従
う
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
も
し
従
う
な
ら
、
そ
の
作
用

は
「
こ
う
な
る
だ
ろ
う
」
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

3 

し
た
、
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
裁
判
所
の
も
っ
て
い
る

(
H
従
っ
て
い
る
)
略
式
命
令
形
成
の
イ
ン
プ
ッ
ト
↓
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
l
プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
記
述
は
、
こ
れ
ま
で
に
略
式
命
令
と
一
言
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
し
た

イ
ン
プ
ァ
ト
つ
ま
り
情
報
を
伝
達
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
か
な
る
パ
タ
ー
ン

G
M
5
2ロ
)
即
ち
い
か
な
る
情
報
の
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ

北法15(1・133)133



説

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
の
伝
達
効
率
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
を
明
か
に
す
れ
ば
良
い
。
換
言

、
、
、
、
、
、
、

す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
略
式
命
令
形
成
作
用
の
実
際
の
カ
ラ
ク
リ
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
良
い
。

論

4 

し
か
ら
ば
、
そ
の
カ
ラ
グ
リ
を
い
か
に
記
述
し
、
記
述
し
た
モ
デ
ル
を
い
か
に
使
っ
て
略
式
命
令
形
成
作
用
を
量
的
に
推
算
し
て

い
く
の
か
。

そ
の
解
答
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
ま
ず
モ
デ
ル
を
記
述
す
る
作
業
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
作
業
は
過
去
の
莫
大
な
資
料
の
調
査
統

計
作
業
(
ほ
戸
十
臥
抑
制
れ
器
開
一
れ
あ
)
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
具
体
的
な
内
容
を
持
つ
た
つ
ま
り
実
用
に
供
し
得
る
ま
た
正
確
な
結
果
を
期
し
難

い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
単
に
机
上
で
空
想
し
理
論
を
こ
ね
ま
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
何
ら
実
質
的
な
発
展
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
そ
こ
で
、

①
 

モ
デ
ル
を
-
記
述
す
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
た
め
に

② 

モ
デ
ル
記
述
の
方
法
を
問
う
た
め
に

③ 

き
わ
め
て
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
、
実
際
の
カ
ラ
ク
リ
を
記
述
す
る
た
め
に

④ 

そ
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
、

よ
り
具
体
的
に
実
際
に
そ
く
し
た
略
式
命
令
形
成
作
用
の
量
化
の
方
法
を
例
示
す
る
た
め
に

行
っ
た
さ
さ
や
か
な
調
査
を
も
と
に
し
て
以
下
の
記
述
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
問
題
を
取
り
上
げ
、
量
化

の
方
法
を
検
討
し
そ
の
方
法
を
応
用
・
適
用
す
る
こ
と
に
実
質
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
以
下
示
そ
う
と
思
う
。

5 

以
下
の
記
述
を
、

し
た
が
っ
て
、
次
の
様
に
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
札
幌
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
確
定
し
た
事
件
の
記
録
(
叫
…
滞
日
一
均
一
時
制
)
か
ら
モ
デ
ル
を
記
述
し
よ
う
。
次
に
、

使
っ
て
上
述
し
た
問
題
に
答
え
る
方
法
を
例
示
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
モ
デ
ル
を

北法15(1・134)134



ーJE
 

「
L

の

解

答

問

題

調
査
は
昭
和
三
八
年
一
月
一
日
か
ら
三
月
一
一
一
一
日
ま
で
の
一
一
一
カ
月
の
聞
に
確
定
し
た
交
通
事
故
に
基
づ
く
人
身
致
死
あ
る
い
は
致

傷
事
件
の
な
か
か
ら
全
く
無
作
為
に
抜
き
出
し
た
一

O
O件
を
対
象
に
し
た
。
そ
の
一

O
O件
は
、
い
ず
れ
も
札
幌
簡
易
裁
判
所
に
お
い

て
略
式
手
続
に
付
さ
れ
、
業
務
上
過
失
致
死
あ
る
い
は
致
傷
罪
(
認
に
)
の
有
罪
を
認
定
さ
れ
、
略
式
命
令
に
よ
り
罪
金
を
科
せ
ら
れ
、
確

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

2 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
で
、
調
査
は
、
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
に
よ
り
、

つ
ま
り

い
か
な
る
イ
ソ
プ
ッ
ト
の
投
入
に
よ
り
産
出
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
の
効
率
は
い
か
ほ
ど
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

つ
ま
り
、
上
述
し
た
一

O
O件
に
お
い
て
上
述
し
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
し
た
イ
ン
プ
ヅ
ト
↓
ア

『司法上の決定とコムユケーシオン』

ウ
ト
プ
ッ
ト
l
プ
ロ
セ
ス
の
カ
ラ
ク
リ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

3 

し
た
が
っ
て
、
調
査
は
、
ま
ず
、
対
象
に
し
た
一

O
O個
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
具
体
的
に
は
い
ず
れ
も
最
小
限
①
送
致
書
②
警
察
官

供
述
調
書
③
警
察
官
作
成
に
よ
る
実
況
見
分
調
書
④
検
察
官
供
述
調
書
⑤
起
訴
状
か
ら
構
成
さ
れ
か
つ
保
存
さ
れ
て
い
る
一
件
書
類
か

ら
、
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う
こ
と
を
裁
判
所
に
知
ら
し
め
た
情
報
の
摘
出
か
ら
開
始
し
た
。
摘
出
に
当
り
、
個
々
の
情
報

を
イ
エ
ス
あ
る
い
は
ノ
ウ
の
い
ず
れ
か
で
答
え
ら
れ
る
べ
き
一
つ
の
聞
に
対
す
る
そ
の
い
ず
れ
か
の
答
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
次
に
、

そ

北法15(1・135)135

の
よ
う
に
し
て
摘
出
し
た
諸
情
報
は
一

O
O個
の
メ
ッ
セ

l
ジ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
か
を
眺
め

た
(
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
バ
タ
l
γ

を
記
述
す
る
た
め
に
)
。

4 

そ
の
結
果
、

会
日
札
口
)

一
O
O個
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
大
き
く
次
の
九
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
即
ち
、



説論

ω 
「
交
又
点
車
両
対
車
両
の
事
故
で
あ
る
し
と
一
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
グ
卜
さ
れ
る
場
合
(
持
ケ
l

ス
)

北法15(1・136)136 

(B) 

「
車
両
対
人
の
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合
(
認
ケ
l
ス
)

(C) 

「
静
止
物
体
と
の
衝
突
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合

(
5
ケ
l
ス
)

制

「
前
車
へ
の
追
突
あ
る
い
は
接
触
事
故
で
あ
る
」
と
一
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合
(
ロ
ケ
l
ス
)

「
対
向
車
と
の
衝
突
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合
(
叩
ケ

l
ス
)

(E) (F) 

「
路
外
転
落
事
故
で
あ
る
」
と
一
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合

(
5
ヶ
l
ス
)

(ω 

「
後
続
・
車
と
の
衝
突
事
故
で
あ
る
し
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合

(
2
ケ
l
ス
)

日

「
踏
切
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合

(
2
ケ
l
ス
)

)
 

Y
E
A
 

(
 
「
そ
の
他
の
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合

(
2
ヶ
I
ス
)

で
あ
る
。

(
註
日
)
本
調
査
は
、
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う
決
定
に
お
け
る
イ
ン
プ
ッ
ト
l
v
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
|
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
決
定
は
、
過
去
に
お
い
て
起
こ
さ
れ
た
(
あ
る
い
は
起
き
た
)
交
通
事
故
と
言
う
情
況
あ
る
い
は
環
境
の
な
か
で
行
動
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

被
告
人
の
行
為
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
事
故
で
あ
っ
た
か
と
言
う
こ
と
に
関
す
る
情
報
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
分
析

し
検
討
し
そ
し
て
整
理
す
る
場
合
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
、
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
〈
日
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
の
基
準
に
な
る
)
。

5

4

で
分
類
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
さ
ら
に
分
析
し
た
結
果
、
次
の
結
果
を
得
た
。

A

A

 

図
刷
、
お
よ
び
図
表
制
は
、
凶
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
の
結
果
を
図
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。



Output 

交面の流れ変則的で品る

l方通行路と交互している

路面滑走の危険品り

交
叉
点
車
制
対
車
M

刑
事
故
で
あ
る

ト
的
同
(
ド
ロ
-
H
)

出
回
却
材

(イ )A

プレーキ不良である

t
 

U
 

P
 

U
 -

図

『

¥ρ

快
入
'
l
tわ
け

4
n
』
似
だ
(
町
刊
紙
町
』



A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 . A21 A22 A23 A24 

的責2事故 2事故 対喜一量 t皇室EK以/h ゼ 車向 と停時1l: し I し点前
とロ をの思、 た キ た 内 に

m 発見 方前っ し 。 不良 。 に発見
。ま 2ま3 たた 入

で未秒で秒し右折を。 。 で つし
以た あてた

満上。 る 始。
。 で。め

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + + 

+ + 十

十 十 + 
十 + + + 
+ + 十 十

+ + + 十

+ 
畠 1 戸，，，，'回/..."・，，，，1 内円_1

〈ロ )A

イ
γ 
フ。

ヅ

ト

し
た

情報

の
数

51 

51 

5 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

71 

6 

71 

71 

81 

41 

101 

81 

91 

81 

81 

41 

論説

ε(n) 

=2k2* (一!og2PAk)

6.6627922 

6.6627922 

7.6627922 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

4.0189362 

11.9963080 

8.3524520 

15.7707484 

13.1857861 

20.4146044 

4.4538733 

21. 4598860 

14.7571363 

19.1686549 

61.1097612 

17.0166518 

8.4762411 
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『司法上の決定とコムニケーシオンJ

Akl Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 As A9 AI0 An A12 A13 
a情

交叉故で交通停止 停止 既に一見道路左右 右左 路 交通 一同 右折

P両対車 豊富 譲 事車あ… の 需 の 皇路と又し室遊直 し
報

売な 主己 主災りふし難量し書背君主貫的 主ケ

且33旦....り。 L自狭で 険危.... で
ス

両 な て い あ な あいた
n の し り し、。 る し り る る。

。

事
。

る
。 。 。 。

I + + + + 十

E + + + + + 
E + + + + + 
N + + + 十 + 
V + + + + + 
u + + + + + 
1置 十 + + 十 + 
四 + + + + + 
K + + + + + 
X + 十 + + + 
xl + 十 + + + 
〉司 十 + + + + 
XllI 十+ + + + 
XN + + + ..L + 
XV + + + 十 + + 
XVI + 十 十 十 + 
XVIl + 十 + 十 + + 
Xi唖 + 十 + 十 + + 
XlX 十 十 + + 十

XX + 十 + + 
XXI + + + 十 + + + 
XXJI + + 十 十 + 
XXllI + + + 十 + 
XXN + + + 十

XXV + 十 + 十

XX VI 十 十 十

\~tll~6~:~~lo:2~:~~1用車問問lpl共同封
>V6.< "K  :9434166:00000ω:45403148889685: 6438560' 6438560，00000ω68965986438560643めω058893762148823959286

図表

北法15(1・139)139
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図
ま の
ず説
図明
表を
(ロl.し
tこょ
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て。

北法15(1・140)140: 

加
の
ケ

l
ス
す
べ
て
に
お
い
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
情
報
に

は
剖
種
類
の
情
報
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
l
ス
に
お
い

て
そ
の
す
べ
て
の
種
類
の
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
わ
け
で

プ
ラ
ス

は
な
い
。
+
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
上
述
の

情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
横
の
系
列
は
、

26 

(イ )B

の
ケ
l
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
情
報
お

よ
び
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
示
す
。
縦
の
系
列
は
、
(
川
品
種
の
中

図

の
〉
あ
る
情
報
が
お
の
ケ

1
ス
に
お
い
て

(
H
泊
四
の
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
産
出
に
あ
っ
て
)
何
回
伝
達
さ
れ
受
信
さ
れ
た
か

(u

何
回
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
か
)
を
示
す
。

A
 

次
に
、
図
表
例
を
も
と
に
し
て
、

い
ず
れ
に
せ
よ
「
被
告
人

に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
し
た
イ
ン
プ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
時
計
臼
)

ヅ
ト
の
組
み
合
わ
せ
の
系
の
い
わ
ば
回
路
を
作
っ
て
み
た
が
図

付)..1.
で
あ
る。
例
え

ば

そ
の

イコ
.の
系
で
あ
る
O 



:E{冷
d 牛
伝 3母
体冊
o :E{ 
3十誌
が制

一「
|蝉}恭

子ず詰J

¥'勝

寸-

課内
A 合ト
伊ぐう
が 221

i時圏

西lEl
信託 l 
¥' i:::r十

(t 孫

事
』
廿
熟
議
(
口
円

ム叫」
dl，V

対
「

A
 

を
取
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
系
は
図
表
例
の
ケ
l
ス
か
司
ら
ケ
ー
ス
凶
宅
す
べ
て
を
記
述
す
る
所
の
イ
シ
プ
ヅ
ト
の
組
み
合
わ
せ
の
一
つ

A
 

の
系
で
あ
る
。
即
ち
、

A
グ
ル
ー
プ
却
の
ケ
l
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
イ

γ
プ
ッ
ト

L
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
関
係
は
図
刊
の
系
の
ど
れ
か
で
あ
り
、
そ

A

A

 

し
て
そ
れ
以
外
で
は
な
い
(
そ
の
よ
う
に
図
表
ゆ
を
図
川
に
書
き
換
え
た
の
で
あ
る
)
。

『司法上の決定とコムニケーシオン』

(
註
ロ
)
い
か
な
る
理
論
を
背
景
に
し
て
か
か
る
回
路
が
作
ら
れ
た
の
か
。
背
景
と
な
っ
て
い
る
理
論
は
「
論
理
代
数
」
お
よ
び
「
ス
イ
ッ
チ
回
路
の
記
号
的

解
析
」
の
理
論
で
あ
る
。
即
ち
の

g『
問
ゆ
回

g
F
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
命
題
(
官
C
甘

Q
2
2
0ロ
)
の
結
合
関
係
を
問
題
に
す
る
「
ブ
ー
ル
代
数
(
目
。
i

C
}
E
D
〉一
morE)
」
と
呼
ば
れ
る
論
理
代
数
、
そ
し
て
、
プ
ー
ル
代
数
は
「
ス
イ
ッ
チ
回
路
(
∞
三
円
各
5
m
C
R
E
S
」
と
対
応
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た

(
H
論
理
代
数
は
あ
る
ス
イ
ッ
チ
回
路
の
計
算
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
逆
に
ス
イ
ッ
チ
回
路
は
論
理
代
数
の
計
算
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
)
巴

2
仕
向
・

ω宮
口
5
ロ
の
理
論
で
あ
る
。
な
を
、
法
に
お
け
る
命
題
の
結
合
関
係
と
ス
イ
ッ
チ
同
路
に
関
し
て
の
詳
細
な
こ
と
は
次
の
文
献

が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

F
a
B
B
開・〉一一

g
除
冨
ω
ミ
巴
一
自
(
い
白

T
Z。-一
¥
d白
c
r
g
F
D問
F
n
g
L
P
ι
E
m
-
0
2
2
5口
宮
内
w
r
E聞
い
〉

ωi

F
R
r
c問
。
口
町
〈
広
君
ョ

(N∞
F
m
室
内
百
円
ご
U
D
ロ
Z
E司
D

S
ミ
}
u
s
r
r
B
2
F
S呂
場

旬

旬

N
Z
I
N
O
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
木
稿
で
は
、
「
情
報
」
を
「
命

題
」
あ
る
い
は
「
ス
イ
ッ
チ
」
と
対
応
さ
せ
て
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
情
報
が
伝
達
さ
れ
受
信
さ
れ
た
こ
と
」
日
「
ス
イ
ッ
チ
が
閉
じ

ら
れ
た
こ
と
」

H

「
命
題
の
真
理
値
が
宣
円
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
考
え
て
い
る
。

B

C

D

E

F

G

 

6

働
か
ら
仰
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
同
様
に
し
て
整
理
し
た
も
の
が
図
刷
、
図
刊
、
図
川
、
図
川
、
図
刊
、
図
刊
、

H

I

B

C

D

E

F

G

H

I

A

 

図
刊
、
図
刊
で
あ
る
。
図
表
伸
、
図
表
刷
、
図
表
刷
、
図
表
刷
、
図
表
刷
、
図
表
刷
、
図
表
刷
、
図
表
例
は
、
図
表
制
と
同
様
の
方
法
に

北法15(1・141)141

よ
っ
て
整
理
し
た
も
の
を
紙
面
の
都
合
上
(
ま
た
図
刊
を
み
れ
ば
わ
か
る
か
ら
)

一
部
省
略
し
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。



a情

B11車両対人の事故である。

B2 1交通量ひんぱんである。

B31交通量閑散である。

B41一方通行路である，

B51巾員狭障である。

B61広場である。

B71後退した。

幸匝

B81安定確認〔誘導者を置く，下車する〉措置とらずo

B91人は幼児である。

B10;人は老女である。

B111人の発見，ゼロm。

B12:見透し障害なし。

B131見透し極めて困難である。

B141路面障害なし。

B15[路面アスフアノレト舗装+湿潤。

B16: 路面滑走の危険あり。

B17[人の往来ひんびんである。

B181前方ノミス停留所停留中のパスを発見したo

B19:パスの発見， )IIj方30m以上。

B20~ 進路左側駐車中の車両を発見した。

B21i交叉点前，連続停止中の車両を発見した。

B22;物体の前部から人が出てきた。

B23:物体の後部から人が出てきた。

B24:物体の聞から人が出てきた。

B25i物体の側方を通過した。

B26:交通整理および停止標識のない交叉点である。

B27j 30K/h以上同一方法。

B261 40K/h以上同一方法。

B29:人を発見後事故まで 1秒末満。

Bω:前方車道中央停立中の人を発見した。

B311前方車道横断中の人を発見した。

B32'人の発見，前方30m以上。

B33:人の発見，前方10m以下。

B34:人の発見時の速度23K/h以上。

B35'前方道路端停止あるいは遊び中の幼児を発見した。

B36:同一方法(交叉点内へ〉進入した。

B37:酪町運転で・あった。
B38'無免許運転であった。

B39;ブレーキ故障していた。

B40'積載物荷台に固定しないで運転した。

図表(ロ)B

論説

l lBk/n I PBkl -log2 PB止

1 3伽 10.3811.3959286

23/38:0.611 0.7131189' 

1/3出O.031 5. 0588934 

1/吋0.0315.0588934 
1/38:0.031 5.0588934 

3/3810. 081 3. 643856U' 
3/38:0.倒 3.643856U' 

7/3810.1創2.4739311
3/3810. C創 3.6438560守

31お10.0創 3.6438560

23/3810.6110.7131189 

8/3810.2112.2515387 
29/3810.761 0.3959286 

1/3810. 031 5. 0588934 
街制0.1113.1844244 

3ゐ810.081 3. 643856ひ

5/3810.1到2.9434162

5/3810.131 2.9434162 
1ゐ810.0訓日.0588934
1/3810.0到5.0588934

2/3810.0引4.321928U' 

3/3810.叫 3.643856U'

1/3810.0訓 5.0588934

7/3810.1創 2.4739311

.05i 4.3219280 

.241 2.0588937 

.161 2.643 856 

. 081 3. 6438560 

.()8! 3.643腕0-

.131 2.9434162 

.131 2.9434162 

4/38:0.111 3.1844244 
1/38:0. 031 5. 0588934 
1/お10.031 5. 0588934 

1/38
1

0. 031 5. 0588934 
1/:部O.03: 5.0588934 

1/叩
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『司法上の決定とコムニケーシオン』

-c主主:亡IFJ〉
3-cfiヨーCl，-J

図(イ)0

cJ 情

C11静止物体との衝突事故である。

c21交通量ひんぱんである。

C3|見透し障害なし。

C41見透し困難である。

C51路面滑走の危険あり。

C61 カ{プである。

C71広道から狭道に入る曲り角である。

C8
1 酒気帯び運転である。

C91酪町運転である。

C10I過労状態で運転した。

C111進行速度35K/h以上。

C121物体発見から事故まで1.5秒未満。

報

C131物体は進路左側端駐車中の車両である。

c141物体は進路右側端駐車中の車両である。

C151物体は電柱である。

c161物体は路外停立物である。

図表(ロ)0

北法15(1・143)143 
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図(イ)D

凶情 報

D1/前車への追突あるいは接触事故である。

D2/交通量ひんぱんである。

D3/交通量閑散である O

D41巾員狭隆である。

D5/見透し障害なし。

D61路面障害なし。

D7/路面滑走の危険あり。

Dsl酪町運転した。

D91前車に追従していた。

D10/前車停止した。

Dl1/前車右折した。

D12/前車右折すると思った。

D1S1前車に対する追越しを開始した。

D14/右側に併進車あり。

D151対向車あり。

D161前車と 2mの近距離から開始した。

D171前車の発見，前方5m。
D181速度40K/h。
D19/大貨→普通

追従距離15m。追従速度30Kjh。
D初|大貨→パス。

追従距離7m。追従速度20K/ho
D21/ 1原→自転車。

追従距離6.5m。追従速度25K/ho
D22/ 軽自 2→自転車。

追従距離5m。追従速度25K/h。

D刻普通→軽自 4。
追従距離10m。追従速度40K/h。

図表〈ロ)D

論説

Output 

hDk/山Dkl-l噌 PDk

12/100
1
0.121 3.0588り7

5(1210.4刻1.2515387

6h2 !0.50: 1.0000000 

1(12 :0.叫 3.6438560

lzugr;;213 
lh210.0813.6438560 

1/12 :0. 08! 3.6438560 

5/12 10.42: 1. 2ラ15387

2/1210.171 2.5563933 

121ut222; 
羽問み3妨

lh2 10.08， 3.6438560 

1/1210.08: 3.6438560 
1/1210.08: 3.6438560 

1/12/0.081 3.6438560 

1(12 :0.何 3.6438560

1/12/0.08; 3.6438560 

1(12 :0.08; 3.6438560 

1/1210.08' 3.6438560 

1/12 10.081 3.6438560 
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『司法上の決定とコムニケーシオン』

図(イ)E

情

E11'対向車との衝突事故であるo

E21交通量ひんぱんである。

E31交通量閑散である。

E41一方通行路である。

E51巾員狭殴である。

E61見透し障害なし。

E71対向車の前照灯で目がくらんだ。

報

Esl前車の土煙で見透し極めて困難である。

E91路面障害なし。

E101路面滑走の危険あり。

El1l路面凸凹である。

E1判カーブて、ある。

E131巾員 6m以上で司ある。

E14 センターラインより右側を通行した。

E151 30Kjh以上，同一方法。

E161 40Kjh以上，同一方法。

E171無免許運転である。

E1困対向車発見ゼロm。

E191前車に追従していた。

E20!追従距離4m。追従速度30Kjh
E211前方19mに対向車発見した。

E221前方26mに対向車発見した。

Eぉl転回した。

E241横断した。

Ez司自転車がー方通行に反して対向してきた。

E261発見前方20mn

図 表(ロ)E

北法15(1・145)145 

Output 

1I叫 /PEk恥E町民k歪/-い一→l同C勾叫g

10/九1ωば'0.10:3.3219280 
I~. ;~I 

5/10 ;0.50; 1. 0000000 
!~.:~I 

5/10 :0.50: 1. 0000000 
1/10 10.10: 3.3219280 
1/10 :0.101 3.3219280 

8/10 10.80; O. 3219280 

1/10 

1/10 10，10: 3.3219280 
6/10 10.60: 0.7369654 

1/1010.1013.3219280 
1/1010.10: 3.3219280 
2/1010.20 2.3219280 
3/10 10.30， 1.7369654 

3/10 10.30: 1.7369654 
1/1010.101 3.3219280 

1/1010.101 3.3219280 
1/1010.10: 3.3219280 

2/10 10.判2.3219280
1/1010.10， 3.3219280 

1/10 :0.10; 3.3219280 

1/10 10.10: 3.3219280 
1/10 [0.10: 3.3219280 

j~. ~~I 
1/1.0 ~0. 1O: 3.3219280 
1/10 10.10' 3.3219280 

1/1010.10: 3.3219280 
I 1110:0.10: 3.3219280 



図(イ)F

r-F，-一日一一日

「→Lt::巴〉F9f::::::二:::ご::
rG，--G，一一 G，-G，，-

」ーG，ーヤG，一G又一寸
L-Gs-Gr.-Gg 

図〈イ)G

情

F11 1洛外転落事故である。

F21 sカーブである。

F3 1 下り坂である。

F4 1速度50K/h。
F51見透し障害なし。

F61見透し困難である。

F71交通量ひんぱんである。

Fsl交通量閑散である。

F9 1 路肩なん弱である。

FlO:巾員狭隆である。

Flll カーブである。

F12' 7トンブノレトーザーを積載している。

F13~ 速度18K/h。

F14'対向車発見した。

F15 発見前方 200m
F161 20川こいたりハンドノレ左に切る。

Fd， 速度25K/h。

図表

情

G11後続車との衝突事故である。

G21見透し障害なし。

G31路面障害なし。

G41交通量閑散でーある。

Gsl交通量ひんぱんである。

G61転回開始した。

G71横断開始した。

Gsl 40m後方に後続事発見した。

Ggl，後続車の発見ゼロm。

G10'同一方法。

図 表

幸R

(ロ )F

報

(ロ)G

論説

Output 

1IFk/n I PFk 1-log2 PFk 

3/叫o.03~ 5. 0588934 
1/3 :0.331 1.5994621 

1/3 10.3刻1.5994621 
1/3 10.3:引1.5994621

1/3 :0.3河1.5994621 

1/3 10.3到1.5994621
1/3 10.331 1. 5994621 

1/3 10.3引1.5994621

2/3 10.671 0.5777669 
1/3 10.331 1.5994621 

1/3 :0.33: 1.5994621 
1/3 10.331 1.5994621 

1/3 10.331 1. 5994621 
1/3 10.33: 1.5994621 

1/3 10.33i 1.5994621 
1/3 10.33: 1.5994621 

1/3 '，0.331 1.5994621 

IIG，Jn I叫-log2PGk 

2/吋o.02: 5. 643856(} 

2/2 11. 00; O. OOOOOO(} 

2/2 11. 00: O. OOOOOO(} 

1/2 10.501 1.0000000・
1/2 10.50: 1. 0000000-

1/2 10.501 1. 00000∞ 
1/2 10.50'， 1. 0000000 

112 10.50: 1.0000000 

1/2 10.50i 1.C∞0000 
1/2 10.501 1.0000000 
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『司法上の決定とコムニケージオン』

Output 

〈イ)H

「41+Hz-H3-H4fD-H6

Lω 

図

(イ )1図

i l恥 IPHkl-Io山 k幸良情

踏切事故である。

見透し障害なし。

路面障害なし。

交通量ひんぱんである。

警報器警報中。

同一方法進入した。

H
 
Hl 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

(ロ )H表図

!IIk I Flk I -1噌 h

1 2!roo10.021 5.6438560 
2/2 11. 001 o. 0000000 

2/2 11.0叫0.0000000'

1/2 10.501 1.0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.501 1.0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.5α1.0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.50; 1. 0000000 

1/2 10.日0:1. 0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

1/2 10.501 1.0000000 

1/2 10.501 1. 0000000 

報

I叶その他の事故である。

I21交通量閑散である。

I31路面凸凹である。

I41暗夜である。

I51運転車両は軽自動二輪である。

I61酪面していた。

171 パトカーに追せきされて逃亡中であった。

川速度 100K/h。
191 凸地に気がつかなかった。

I1O:転とうした。

I叫見透し障害なし。

Ir2'運転車両はパスである。

113:速度20K/h。
1141 凸凹，前方11mに発見した。

Ir5:同一方法。

吋車体バウンドした。

(ロ )1表図

情

北法15(1・147)147



説

7 

図
川
お
よ
び
図
表
例
を
以
上
の
よ
う
に
し
て
作
成
し
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
図
川
お
よ
び
図
表
仲
を
い
か
な
る
こ
と
の

形
成
に
際
し
て
、

い
か
な
る
情
報
を
組
み
合
わ
せ
て
伝
達
し
て
や
れ
ば
よ
い
の
か
を
予
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
予
測
は
図
刊

北法15(1・148)143

た
め
に
利
用
し
よ
う
と
言
う
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
こ
の
図
を
使
っ
て
略
式
命
令
形
成
作
用
を
量
的
に
推
算
し
よ
う
と
す
る
こ
と

論

で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
こ
と
は
、
こ
の
図
を
使
っ
て
、
今
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
あ
る
い
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
略
式
命
令

お
よ
び
図
表
川
円
か
ら
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

8

図

ωに
再
び
目
を
向
け
よ
う
。
図
刊
は
、
情
報
を
い
わ
ば
一
つ
の
ス
イ
ッ
チ
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
(
川
町
、
吋
叫

J
Z
w
w
p
u
M砧
)
、
「
被
告

人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
力
す
る
一
つ
の
ス
イ
ッ
チ
回
路

3
3♂
古
ロ
m
C
5己
主
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て

、
、
、
、

と
に
か
く
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
言
う

よ
い
。
即
ち
、
回
路
の
ど
れ
か
を
閉
じ
る
よ
う
な
情
報
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
や
れ
ば
、

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

A
 

例
え
ば
、
図
刊
か
ら
X
え

k

l
勺

(〉
Hwh〉
V
〉
?
〉
ア
〉
HN)

で
も

K
4
1
k
l
u
(〉
T
〉
NV〉
f
〉
NN)

で
も
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」

と
一
言
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
力
さ
せ
る
(
あ
る
い
は
す
る
)
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

、
、
、

8
の
説
明
か
ら
、
図
川
は
と
に
か
く
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
出
す
イ
ン
プ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
は
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
わ
か

9 
っ
た
(
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成
の
一
応
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
)
。
し
か
し
、
イ
ン
プ
ッ
ト
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
及
ぼ
す
力
、
し
た
が
っ
て

い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
最
適
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
オ
ン
が
成
功
を
お
さ
め
る
程
度
に
つ
い
て
は
、
何
ら
答
え
て
く

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
が
図
表
制
の

(}〉

w
w
}切
}
♂
]
門
リ
}
内
ゆ

:
-
L
H
W
)
w
(
H
V〉
}
内
ゆ
同
)
切
}
内

w

同
凶
の
}
デ
・
:
十
勺
阿
}
内
)

u

(
l
]
o
m
N
可
〉
}
♂

ー

]
C何
回

句

切

ww

1
-
。
忠
旬
。
F
i
v
-
-
o
m
N
H
V
H
r
)
そ
し
て
向
(
ロ
)

A
 

図
表
仲
に
再
び
目
を
向
げ
よ
う
。
図
表
に
は
F
F
巾
p
f
・
-
F
E
H
)
k
r
r
・
町
(
ロ
)

で
あ
る
。

10 

は
る
欄
が
あ
る
山
、
-
}
れ
ま
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い



『司法上の決定とコムニケーシオン』

-logz 0.01~0.99 

X gzX 11 X X 

0.01 6.6438560 0.34 1，5563933 0.67 0.5777669 

0.02 日.6438560 0.35 1.5145732 0.68 0.5563933 

0.03 5.0588934 0.36 1.4739311 0.69 0.5353316 

0.04 4.6438560 0.37 1.4344028 0.70 0.5145732 

0.05 4.3219280 0.38 1.3959286 0.71 0.4941092 

0.06 4.0588934 0.39 1. 3584539 0.72 0.4739311 

0.07 3‘8365013 0.40 1. 3219280 0.73 0.4540314 

0.08 3.6438560 0.41 1.2863040 0.74 0.4344028 

0.09 3.4739311 0.42 1.2515387 0.75 0.4150373 

0.10 3.3219280 0.43 1.2175ヲ12 0.76 0.3959286 

0.11 3.1844244 0.44 1.1844244 0.77 0.3770697 

0.12 3.0588937 0.45 1.1520031 0.78 0.3584539 

0.13 2.9434162 0.46 1.1202943 0.79 0.3400754 

0.14 2.8365013 0.47 1. 0892671 0.80 0.3219280 

0.15 2.7369654 0.48 0.81 0.3040062 

0.16 2.643856 0.49 1. 0291462 0.82 0.2863040 

0.17 2.5563933 0.50 1.0000000 0.83 0.268816T 

0.18 2.4739311 0.51 0.9714307 0.84 0.2515387 

0.19 2.3959286 0.52 0.9434166 0.85 0.2344653 

0.20 2.3219280 0.53 0.9159356 0.86 0.2175912 

0.21 2.2515387 0.54 0.8889685 0.87 0.2009125 

0.22 2.1844244 0.55 0.8624964 0.88 0.1844244 

0.23 2.1202943 0.56 0.8365013 0.89 0.1681227 

0.24 2.0588937 0.57 0.8109660 0.90 0.1520031 

0.25 2.0000000 0.58 0.7858751 0.91 0.1360615 

0.26 1. 9434166 0.59 0.7612131 0.92 0.1202943 

0.27 1.888968ラ 0.60 0.7369654 O.ヲ3 0.104697う

0.28 1.8365013 0.61 0.7131189 0.94 0.0892671 

0.29 1. 7858751 0.62 0.6896598 0.95 0.0740005 

0.30 1.7369654 0.63 0.6665764 0.96 0.0588937 

0.31 1.6896598 0.64 0.6438560 0.97 0.0439434 

0.32 1.6438560 0.65 0.6214882 0.98 0.0291462 

0.33 1. 5994621 0.66 0.5994621 0.99 0.0144995 

図表〈ハ〉
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説

て
の
説
明
は
し
な
か
っ
た
。

F
F
は
情
報
〉
「
が

n
回
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
産
出
に
お
い
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
頻
度
を
一
示
す
。

H
V
K戸
}
内

は
}
〉
}
内
¥
ロ

を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち

n
回
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
〉
r
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
、

つ
ま
り
〉
F
が
伝
達
さ
れ

主主b.
u帥

受
信
さ
れ
る
確
率
を
示
す
。
こ
の
確
率
の
負
の
対
数
(
底
を
2
に
す
る
〉
を
計
算
し
た
も
の
が
l
r
m
N
H
)〉
「
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
l
r
m
N
H川
島
」
を
も
っ
て
情
報
〉
「
の
も
つ
「
情
数
量
」
と
定
義
す
る
。
よ
り
一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
、
本
稿
は
、

こ
の
よ
う
に
「
情
報

up
が
受
信
さ
れ
る
確
率
句
詳
の
負
の
対
数
、
即
ち

1-cEHν
同
一
ど
を
「
情
報

up
の
も
つ
情
報
量
」
と
定
義

す
る
。

な
を
真
数
0
・
2
か
ら
0
・
3
ま
で
の
底
を
M

と
す
る
負
の
対
数
を
計
算
し
た
数
値
を
一
覧
表
に
し
て
示
せ
ば
図
表
的
の
如
し
。

11 

旬
以
}
内
の
負
の
対
数
を
も
っ
て
凶
w
の
「
情
報
量
」
と
定
義
し
た
意
味
は
何
か
。

情
報
量
を
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
今
、

3
F
Jが
ー
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
毘
}
内

H
H
で
あ
る
こ
と
は
、
出
向

を
伝
達
し
た
場
合
凶
w
が
受
信
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
一

O
O
Mま
ち
が
い
な
い
と
言
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
o

(

一
O
O
M受
信
さ

れ
る
だ
ろ
う
と
一
言
う
こ
と
は
、

up
と
言
う
情
報
は
一

O
O
Z裁
判
所
に
共
有
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
言
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
)
。
勿
論
、

3
F
H
H
で
あ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
(
あ
る
い
は
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
)
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
向
が
伝
達
さ
れ
た
場
合
凶
w
が
受
信

さ
れ
る
そ
の
程
度
は
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
あ
い
ま
い
さ
の
程
度
」
は
、

3
F
が
小
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
(
な
を

。八

3
w
W
H
)
増
大
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
あ
い
ま
い
さ
の
程
度
」
を
「
情
報
量
」
と
名
づ
け
て
、
出
十
が
受
信
さ
れ
る
確

率
の
負
の
対
数
「

l
E
E
毘
一
ど
を
尺
度
と
し
て
測
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
目
的
に
と
っ
て
大
変
便
利
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
司
凶
「

H
H

の
時
そ
の
「
あ
い
ま
い
さ
」
は
、
図
的
刊
に
明
か
な
ご
と
く
、

0
に
な
り
司
同
W

が
ー
か
ら

0
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
そ
の
「
あ
い
ま
い

さ
」
は
連
続
的
に
増
大
し
て
い
く
と
言
う
条
件
に
か
な
う
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
対
数
を
導
入
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
累
積
計
算
を
和
の
計
算
に
し
て
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

わ
れ
わ
れ
の
目
的
に
と
っ

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
個
々
の
情
報
の
も
つ
「
量
」
に
関
心
を
示
し
た
が
、

て
大
変
都
合
が
良
い
か
ら
で
あ
る
。
累
積
計
算
を
和
の
計
算
に
し
て
行
う
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
し
て
伝
達

し
た
場
合
に
そ
の
コ
ム
ニ
ケ

l
γ

ォ
ン
は
い
か
ほ
ど
成
功
を
お
さ
め
る
か
を
推
算
す
る
こ
と
に
あ
る
o

い
わ
ば
、
ハ
j
h

が
い
わ
治
安
一
r
h
t

か
か
佐
島
を
測
定
す
る
こ
と
に
あ
る
o

「
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
受
信
さ
れ
る
程
度
」
と
は
、
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
ハ
r
h
わ
い
山
口
ふ
口
十
い
い
わ
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
す
べ
て
の
情
報
が
受
信
さ
れ
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
程
度
は
、
例
え
ば
今
、
，
1

k

l

℃
(
〉
ゲ
〉
N
〉
?
〉
ア
〉
HN)

を

?X~ 
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(二〕

-logzPxk 

図
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5 

伝
達
す
る
と
す
れ
ば
、
〉
H

〉
N

〉
臼
〉
叶
〉
H
N

の
す
べ
て
が
受

信
さ
れ
る
確
率
司
(
司
l
H
y
h
F
H
×
H
M
a
r
x
-
y
z
x
H
y
h
r叫

X
M
y
h
F
H
N
)

に

左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
個
々
の
情
報
の
場
合
に
考
え
た
と
同

α10 0.20 0.30 "福一万夜一友面白 。王子云房a知 A万

様
に
、
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
情
報
が
受
信

、、

「
そ
の
あ
い
ま

さ
れ
る
程
度
」
は
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
ろ
う
。

い
さ
」
の
程
度
を
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
量
」

と
定
義
し
、
そ
の
量
を
伺
(
ロ
)
と
す
れ
ば
、
同
(
ロ
)

は
メ
ッ
セ

I

ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
情
報
が
受
信
さ
れ
る
確
率
句

の
負
の
対
数
を
尺
度
と
し
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
し
た

北法15(1・151)151 

例
の
場
合
、

し
た
が
っ
て
、

向
(
〉
守
〉
N
b
u
-
〉
ア
〉
H
N
)
H
H
l
-
c
m
N
H
U

。

H
H
1
-
o
m
N
(
同)〉

H
×
同
)
〉
N
X
H
U〉
u
x
H
)〉
『
×
可
〉
HN)



説

ー

(
l
-
c
m
N
H
U
〉
同
)
+
(
l
-
。
m
N
H
U
〉
同
)
+
(
ー
-
。
m
N
H
U
〉
ω)
十

(
-
o
m
N
H
M
K
F
『
)
+
(
|
】
。
m
N
H
U
〉
同
国
)

論

ば
良
い
の
で
あ
る
。
、
子
、

k

l
勺

ロ

に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
量
町
一
口
)

の
一
般
式
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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で
あ
る
o

つ
ま
り
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
量
は
メ
ッ
セ

l
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
個
々
の
情
報
の
も
つ
情
報
量
を
総
和
す
れ

向
(
ロ

)
U
M
(
l
r
m
N勺
M
r
)

}
凶
器

MrH
諸
説

同~
普・.

日

U
U
M
吊

v
r
月
〉
伶
同
州
局
)
歯
却
Y

吟砧
U
A坤
局

)

州

、

4tmd貼
V
N
V
o

こ
の
一
般
式
に
よ
り
計
算
し
た
結
果
町
(
ロ
)
が
低
い
場
合
に
は
、
上
述
し
た
説
明
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、

x
'
y
k
l
℃
 

ロ
)
が
受
信
さ

れ
る
「
あ
い
ま
い
さ
」
の
程
度
は
低
い
、

つ
ま
り
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信
さ
れ
る
程
度
は
高
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
対
数
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
情
報
の
も
つ
情
報
量
を
加
算
し
て
み
て
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
が
最
適
で
あ
る
か
を
検

討
図す
表る
(ロ)Aこ
のと
同が

長豆
目じ

こ

rな
忠る
よ の
F で
何あ
古る
、~。

の
欄
は
、

い
ず
れ
も
以
上
に
説
明
し
た
内
容
を
も
っ
た
数
値
で
あ
る
。

な
お
、
対
数
の
底
に

2
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
情
報
の
受
信
さ
れ
る
確
率
が
拾
の
場
合
に
情
報
量
は

1
(
}
c
m
Nポ
H
ー
-
c悶
N
N
i
H
H
ゲ
問
、

H
H
)
確

率
が
%
以
上
の
場
合
に
情
報
量
は
ー
よ
り
小
、
確
率
が
%
以
下
の
場
合
に
情
報
量
は
ー
よ
り
大
、
に
な
る
の
で
、
情
報
量
を
表
わ
す
数
値
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
(
し
か
し
、
底
を
い
か
な
る
数
に
と
っ
て
も
、
こ
の
尺
度
の
も
つ
性
質
に
は
本
質
的
な
差
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
-cm写

H
-
c
m
r
s
-
c田
山

w

で
あ
る
か
ら
)
。

以
上
の
説
明
か
ら
、
図
表
制
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
を
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

12 
① 

情
報
の
も
つ
情
報
量
。

② 

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
量
。



即
ち
、
過
去
の

n
回
の
経
験
は
、

わ
れ
わ
れ
に
、

わ
れ
わ
れ
が
今
(
口
十
同
)

回
目
に
際
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
し
伝
達
す
る
場
合
い

か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
れ
ば
良
い
か
と
言
う
問
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
る
。

「
向
(
ロ

+H)

ジ
を
作
成
し
て
送
り
な
さ
い
」
と
。

の
で
き
る
だ
け
低
い
メ
ッ
セ

l

A

A

 

「
交
叉
点
車
両
対
車
両
の
事
故
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
を
得
た
な
ら
ば
、
図
刊
図
表
制

例
え
ば
、

か
ら
、

(
〉
ピ
〉
N
w

〉
?
〉
4
u

〉
ロ
)

を
作
成
し
て
(
も
し
〉
H

〉
N

K

戸
臼
〉
斗
K
H
H
N

を
収
集
し
て
い
る
な
ら
〉
伝
達
し
た
場
合
に
、

、
L
'
¥
ム
H

l

ψ

ヤ

そ
の
伝
達
効
率
は
最
大
で
あ
る
だ
ろ
う
。

13 

以
上
を
要
約
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は

(
ロ
十
同
)
回
目
の
コ
ム
ニ
ケ
l
シ
ォ
シ
の
成
功
度
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
も
効

率
の
良
い
コ
ム
ニ
ケ

1
シ
オ
ン
は
、

① 

図

ωの
回
路
を
閉
ざ
す
情
報
を
収
集
す
る
こ
と

② 

そ
し
て
、
向
(
ロ
+
ど
が
最
も
低
く
な
る
よ
う
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
し
て
伝
達
し
て
や
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『司法上の決定とコムニケ{シオン』

〔町〕

残

さ

れ

た

問

題

本
稿
は
、
以
上
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
置
く
が
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
交
通
事
故
に
基
づ
く
争
訟
の
処
理
を
合
理
化
す
る
た
め
に

考
え
ら
れ
る
べ
き
方
途
の
一
つ
を
示
唆
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
以
上
の
説
明
か
ら
理
解
し
て
い
た

北法15(1・153)153

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
勿
論
、
本
稿
は
未
だ
そ
の
デ
ッ
サ
ン
に
止
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
筆
者
も
十
分
意
識
し
て
い
る
。
意

識
す
れ
ば
こ
そ
、
あ
え
て
以
上
の
報
告
を
行
う
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
よ
り
一
一
層
の
今
後
の
発
展
を
期
す
た
め
に
、
現

在
の
筆
者
の
研
究
段
階
を
公
に
し
、
諸
家
の
き
び
し
い
御
批
判
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。



説

本
稿
は
、
略
式
命
令
形
成
作
用
の
極
め
て
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
そ
の
イ
ン
プ
ヅ
ト
↓
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
|
プ
ロ
セ
ス
を
量
的
に
分

析
し
、
そ
の
作
用
を
数
量
的
に
推
算

(
1
予
測
)
す
る
方
法
を
示
し
た
。

2 

北法15(1・154)154

論

勿
論
、
そ
の
方
法
が
実
用
に
供
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
略
式
命
令
形
成
の
実
際
の
作
用
の
カ
ラ
ク
リ
の
よ
り
広
範
囲
な
、
よ
り
精
度
の

(
註
悶
)

高
い
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
る
(
そ
の
作
業
は
、
作
業
の
性
格
と
し
て
、
共
同
研
究
を
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
)

o

そ
の
結
果
の
整
理
、
即
ち

モ
デ
ル
作
成
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
莫
大
な
デ
ー
タ
を
操
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、

わ
れ
わ
れ
に
、
そ
の
操
作
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

(円。

B
℃

E
2
)
の
助
け
を
か
り
で
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

か
く
し
て
記
述
し
た
モ
デ
ル
を
利
用
し
て
行
う
略
式
命
令
形
成
作
用
の
推
算
を
も
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
助
け
を
か
り
て
行

う
こ
と
を
も
可
能
に
し
て
い
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
、
即
ち
略
式
命
令
形
成
作
用
を
量
化
お
よ
び
推
算
す
る
方
法
を
マ
ミ
ン
・
ラ
ン
グ
エ
ィ
ジ

(
自
由
口

E
ロ巾

-
包
括
己
血
肉
巾
)

に
書
き
換
え
て
一
記
憶
さ
せ
、
問
題
の
演
算
を
実
行
し
て
始
め
て
本
稿
の
最
終
目
的
は
達
成
さ
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

私
t主

d

h

」
の
方
向
に
向
っ
て
さ
ら
に
一
層
の
努
力
を
積
み
か
さ
ね
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

(
註
臼
)

本
稿
に
お
い
て
行
な
っ
た
調
査
は
「
被
告
人
に
は
過
失
が
あ
る
」
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
す
る
極
め
て
狭
い
範
囲
の
イ
ン
プ
ッ
ト
の
カ
ヲ
ク

、
、
、
、

り
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
っ
た
。
し
か
し
、
よ
り
実
際
的
に
意
味
の
あ
る
調
査
は
量
刑
の
問
題
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
い
か
な

、
、
、
、
、
、
、

る
情
報
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
れ
ば
ど
の
程
度
の
科
刑
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
る
か
を
推
算
す
る
た
め
に
、
そ
の
カ
ラ
ク
リ
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

(
一
九
六
四
年
一
月
〉
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Abstract 

The purpose of the present article is to suggest one of the 
jurimetrical methods to dispose of the legal elata the subject of 
this treatise is to develop a successful rnethod for analysis and 
prediction of Judicial Decisions and to apply such a quantitative 

method to cases. 
The method， developed in the present article， is applied to 

such a field of the judicial decisions as in the “Strafbefehls-
verfahren~' (SS461-470 The Criminal Procedural Code of Japan) 
put on the cases whose issue should be “Death or Bodily Injury 
through Professional Negligence" (S 211 The Criminal Code of 
Japan) caused by the traffic accident. 

The Strafbefehlsvefahren" is such informal proceedings that 
in misdemeanor cases the judicial decision in writing (schrift-
liche Strafbefehl) can be put out without oral and public trial. 
The summary proceedings can de taken by the written motion 
of the prosecutive atterney with the consent of the defendant 
in writing. Simultaneously with this rnotion all the data of a 
case to be submitted to the tribunal should be sent by writing 
to the summary court by the prosecutive atterney. 

Now the necessity of the computerized disposal of the pro-
ceedings is so urgent as the traffic accidents increase rapidly. 
It tells evidently the necessity that the number of such the cases 
disposed in the Strafbefehlsverfahren amounts to so big figures， 
for example， even 4 years before only one of the summary 
courts i.e. Tokyo-Summary-Court had to decide on 6530 cases 
in a year. But at the computerization we should not neglect a 
request to communicate the sufficient informations for the proof 

beyond a reasonable doubt. 
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For th(j.t purpose the present article attempts in the first 

place to describe the judicial decision making “Process'，' and its 

“System" in the context of the “Communication" from the pro-

secutive atterney to thf' tribunal. And then we dispute what 

kind of combination of informations be validly operative to the 

communlcatlUn. 

In consequence of such a scrutiny above we formulate the me-

thod to predict quantitatively how the prosecutive atterney will 

succeed in his commuication， when he imparts a certain massage. 

In the other words， we call patterns of the massage， by whose 
transmission the decisions were put out， in question and express 
the decisions (Output) as a function of the informations (Input) 
involved in the massage which will be imparted from the pro-
secutive atterney. Namely， we attempt to simulate the Input-
Output-Process and propose a method to measure the level of 
efficiencies of this Input-Output-Process. 

For the Model-Building of this Input-Output-Process the 
present article analized tentatively 100 cases， (namely 100 mas-
sages) ， which were sampled by random sampling survey to the 
mass of the cases that were decided at the Sapporo-Sammary 
Court during the first quarter of -the year 1963. And in this 
tentative analysis the Output is set a limit to the decision :“the 
defendant is culpable". 
Now， the result of this analysis is indicated in the Information 

Matrix in Table (ロ)A' (ロ)B，…………， (ロ~h . 
And the Flow Diagram of this lnput-Output-Process， which is 
driven from the linformation Matrix thus analized， is indicated 
in the Figure which is modelled after the switching circuit (Fi-

gure， (イ)A，(イ)B' ………げ)r). 
This Flow Diagram suggests: if the massage involves any 

kind of such a combination of informations as is possible to 
make the current of the circuit to be on， then that decision is 
to be put out at any rate. But it does not inform on the “Qu-
ality" and the “Quantity" of the informations and the massages， 
namely on the measurement of the level of efficiencies of the 
communication. lts answer is given by the “-log2PAk， -log2PB 
k， -log2PCk， ......， -log2Plk，" in the column of the Table (ロ)A'

(ロ)B'(ロ)c，…，(ロ)1 and by the equation e (n)， of w hich details are 

given in the present article. 
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