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間口

序

章
第
一
章

第
一
節

第
ご
節

第
三
節

第
四
節

第
一
一
章

第
一
節

第
二
節

第
三
章

第
四
章

過

失

同

時

犯

正

犯

性

の

(一)

内

次問
題
の
所
在

因
果
関
係
論
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

条
件
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

原
因
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判
(
以
上
本
号
)

因
果
関
係
中
断
論
に
よ
る
基
礎
つ
け
と
そ
の
批
判

相
当
因
果
関
係
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

構
成
要
件
論
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
縫
っ
け
と
そ
の
批
判

限
縮
的
正
犯
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

拡
張
的
正
犯
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性

過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯

序
章

問
題
の
所
在

二
人
以
上
の
者
の
不
注
意
な
行
為
が
競
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

回

文

昭

一
の
有
害
な
結
果
た
と
え
ば
人
の
死
が
発
生
し
た
場
合
、
各
人
を
過
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失
致
死
罪
l

i
過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
し
た
と
い
う
意
味
で
の
正
犯

i
;
に
問
う
た
め
に
は
い
か
な
る
要
件
が
必
要
か
、
と
い

う
問
題
を
探
求
す
る
と
と
は
容
易
で
は
な
い
。

る
近
代
文
明
の
飛
躍
的
発
展
に
伴
な
い
生
活
関
係
が
高
度
に
機
械
化
し
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
関
係
の
場
で
発
生
す

「
結
果
'
一
は
、

よ
き
に
ウ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
多
く
の
人
の
共
働
行
為

(N5即日
5
8老
町
付
巾
ロ
)
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
乙
と
が
多

ぃ
。
官
頭
に
掲
げ
た
問
題
が
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
登
場
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
す
る
過
失
同
時
犯
の
問
題
は
、
こ
の
問
題

の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
わ
た
く
し
が
考
察
し
た
過
失
共
同
正
犯
の
問
題
も
ま
た
こ
こ
に
属
す
る
。
そ
の
場
合
わ
た
く
し
は
、

過
失
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
乙
と
、
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
結
論

し
い
川
町
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
明
確
に
し
た
上
で
、
本
稿
第
四
章
で
改
め
て
反

r 

省
し
た
い
と
思
う
。
本
稿
の
中
心
l
!
i
第
一
章
よ
り
第
三
章
ま
で
1
1
1
は
、
過
失
共
同
正
犯
を
構
成
す
る
に
足
る
だ
け
の
全
体
的
・
統
一

、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
，
、
.

し
か
し
時
間
的
に
は
同
時
お
よ
び
同
時
に
近
い
前
後
関
係
を

的
共
働
行
為
な
し
に
、
す
な
わ
ち
二
人
以
上
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
、

も
っ
て
、
同
一
客
体
に
対
し
不
注
意
に
よ
っ
て
侵
害
を
加
え
た
場
合
、
彼
等
を
そ
の
侵
害
に
よ
っ
て
発
生
し
た
有
害
な
結
果
の
正
犯
と
す

と
い
う
点
に
あ
る

Q

こ
れ
す
な
わ
ち
「
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
」
を
基
礎
づ
け
る
た
め

H 

のる
理た
論め
構 l乙
成は
のい
聞か
題な
でる
あ要
る2件
。が

必
要
で
あ
る
か

過失同時犯の正犯性

山
平
野
・
刑
法
の
将
来
と
課
題

l
ジ
ヰ
リ
ス
ト
一
九
五
号
六
頁
以
下
は
、
特
に
、
交
通
事
故
を
ひ
き
起
し
た
運
転
手
と
苛
酷
な
ノ
ル
?
を
課
し
た
雇
主
の

問
題
に
関
し
て
こ
と
の
重
大
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
井
上
・
判
例
に
〆
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
(
昭
三
四
)
に
も
意
識
的
忽
展
開
が
み
ら
れ
る
。

閣
内
因
・
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
〈
法
学
会
論
集
八
巻
三
・
四
号
〉
一
頁
以
下
。

閣
内
田
・
前
掲
論
文
、
特
に
四
三
頁
以
下
五
三
頁
以
下
。

山

間

内

地

お

1

同
時
犯
概
念
に
づ
い
て
は
、
木
村
・
刑
法
総
論

l
法
律
学
全
集
(
昭
三
四
)
回
二
八
頁
、
蕗
子
・
同
時
犯

1
木
村
編
新
法
律
学
演
習
講
座
・
刑
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税

法
総
論
(
昭
一
一
ニ
五
)
四
O
三
頁
以
下
、
内
田
・
前
掲
論
文
六
頁
註
州
問
、
九
頁
以
下
、
五
三
頁
以
下
参
照
。

論

第
一
章

因
果
関
係
論
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
学
説
・
実
務
の
試
み
は
、
因
果
関
係
論
の
助
け
を
か
り
で
出
発
し
た

Q

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基
礎

づ
け
る
た
め
の
試
み
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
故
意
犯
の
領
域
で
は
、

正
犯
・
共
犯
論
は
、
近
時
、

因
果
関
係
の
範
博
を
超

え
て
構
成
要
件
論
の
下
で
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
過
失
犯
の
領
域
で
は
、

正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
存
在
せ
ず
結
果
に
対

し
相
当
因
果
関
係
に
た
っ
行
為
は
す
べ
て
過
失
正
犯
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
現
在
で
も
因
果
関
係
が
過
失
同
時
犯

の
正
犯
性
に
決
定
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
因
果
関
係
論
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
を
ま

ず
第
一
に
検
討
す
る
と
と
が
、
現
在
な
お
、

わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
不
可
避
の
要
請
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
節

条
件
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

、.、.

条
件
説
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
を
検
討
す
る
に
当
つ
て
は
、
条
件
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
条
件
説
に
い
わ
ゆ
る
条
件
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
一
の
常
識
的
な
答
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
争
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
条
件
説
に
拠
っ
て
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基

‘

.

、

.

、

.

、

.

礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
に
と
っ
て
は
、
条
件
の
存
在
が
ζ

の
場
合
重
大
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
条
件
の
吟
味
を
試
み

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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Jド

第
一
款

「
条
件
」
の
吟
味

あ
る
一
個
の
犯
罪
的
結
果
の
発
生
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で
関
係
し
た
人
間
に
対
し

、.、.、.、.、.、，、，、.、.、，、.、.

法
的
に
こ
の
結
果
は
汝
の
所
業
で
あ
る
と
し

て
そ
れ
を
彼
に
帰
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
彼
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
判
断
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
常
感
覚
を
土
台
に
し
た
法
的
判
断
は
、
彼
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
の
結
果
は
発
生
し

乙
と
さ

ιそ
の
行
為
者
を
そ
の
結
果
(
既
遂
〉
に
対
す
る
帰
責
の
た
め
に
登
場
さ
せ
る
こ
と

はな
無か
意つ
味た
でで
ああ
るろ
とう
考と
えい
る士え
。な

場
ρ、
口

l乙

そ
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
関
係
は
「
必
須
条
件
関
係
」
あ
る
い
は
「
必
然
的
条

、，、.、，、.、.、.、.

件
関
係
」

(gロ
乱
在
。
印
5
0
0
C
白
ロ
。
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
必
須
条
件
関
係
を
も
っ
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
の
存
在
を
判
断
す
る
原
理
と

ハ
2
M
ハ
3
V

し
て
う
ち
た
て
、
結
果
に
対
し
必
須
条
件
の
関
係
に
た
つ
も
の
を
「
条
件
」
と
し
て
定
義
づ
け
た
の
が
条
件
説
の
功
績
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
必
須
条
件
と
は
い
え
な
い
も
の
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
条
件
」
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

シ
ギ
ッ

ν
ュ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
。

と
い
う
疑
問
が
エ

エ
シ
ギ
ッ

ν
ュ
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
必
須
条
件
の
理
論
は
挫
折
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
ο

川

十4

火
災
で
建
物
が
燃
え
だ
し
た
が
未

だ
燃
え
残
っ
て
い
る
部
分
に
さ
ら
に

A
が
火
を
放
っ
た
場
合
(
一
八
九
ご
年
ご
月
一
日
の
う
イ
ヒ
ス
ゲ
り
ヒ
ト
判
決
)

O

エ
ン
ギ
ツ

V
ユ
は
い
う
。

過失同時犯の正犯性

A
の
行
為
が
な
く
て
も
や
が
て
建
物
は
灰
侭
に
帰
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
主
張
に
対
し
、
-
フ
イ
ヒ
ス
グ
日
ヒ
ト
は
、

正
当
に
も
、
結
果
が

A
の
行
為
な
し
に
も
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
の
可
罰
性
は
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
、

た
。
必
須
条
件
の
理
論
の
崩
壊
が
み
ら
れ
れ
ザ
何

と
判
決
し

A
が
転
轍
手
に
催
眠
薬
を
与
え
た
と
と
ろ
B
は
A
と
無
関
係
に
転
轍
手
を
監
禁
し
て

し
ま
っ
た
。
睡
魔
と
監
禁
に
よ
っ
て
活
動
力
を
失
っ
た
転
轍
手
は
、
転
轍
す
べ
き
時
に
転
轍
で
き
ず
、

た
め
に
列
車
の
衝
突
を
ひ
き
起
し

39 北法 11(1・39)
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税

て
し
ま
っ
た
。
エ
シ
ギ
ヅ

V
ユ
は
い
う
。
乙
の
場
合
の
結
果
は
、

A
B
の
う
ち
一
人
が
行
為
し
な
か
っ
た
場
合
と
全
く
同
様
に
発
生
す
る
で

論

あ
ろ
う
。
必
須
条
件
の
理
、
論
の
下
で
は
A
B
の
各
々
に
条
件
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
馬
鹿
げ
た
帰
結

で
あ
る
。
ω
門

B
を
殺
そ
う
と
す
る

A
に
C
と
D
と
が
兇
器
を
提
供
し
た
。
と
こ
ろ
が

A
は
C
の
兇
器
を
も
っ
て

B
を
殺
し
た
。
必
須
条

件
の
理
論
の
下
で
は
、

C
の
行
為
が
な
く
て
も
A
は
D
の
兇
器
を
も
っ
て

B
を
殺
し
た
で
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち

C
は
条
件
を
設
定
し
た
と

と
エ
シ
ギ
ツ
V
ユ
は
考
え
る
。
か
く
し
て
、

は
い
え
な
い
、

と
い
う
と
と
に
な
る
が
、

エ
シ
ギ
ブ

ν
ュ
は

乙
れ
も
正
し
く
な
い
、

条
件
の
理
論
の
代
り
に
、
行
為
と
結
果
と
が
、

そ
の
行
為
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
外
界
の
変
様
を
通
じ
て
、
合
法
則
的
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
場
合
に
条
件
関
係
あ
り
と
す
る
合
法
則
的
条
件
の
理
論
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

三

し
か
し
な
が
ら
、

必
須
条
件
の
理
論
は
エ
シ
ギ
ッ
V
ユ
の
反
対
に
も
拘
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

エ
シ
ギ
ツ
リ
V

ユ
が
掲
げ
た
第
一
の
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、

ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
説
く
よ
う
に
、
結
果
を
「
そ
の
個
別
的
な
姿
、

の
時
点
」
に
お
い
て
具
体
的
に
規
定
す
る
乙
と
に
よ
り
、

大
い
き
お
よ
び
そ
の
発
生

A
の
行
為
も
結
果
に
対
し
必
須
条
件
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
乙
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
第
二
の
例
に
つ
い
て
は
、
既
に
ト
レ

I
ガ
ー
が
、

グ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
考
え
る
よ
う
に
、

ま
た
最
近
で
は
木
村
教
授
、

A
B
両
者
の

行
為
が
全
体
と
し
て
な
か
っ
た
な
ら
ば
転
轍
手
は
活
動
カ
を
失
い
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、

A
B
の
各
々
に
必

須
条
件
の
関
係
を
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
。
第
三
例
に
つ
い
て
も
、
条
件
関
係
の
確
定
に
当
つ
て
は
、
現
に
具
体
的
に
発
生
し
た
事
実
の

み
を
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に
可
能
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
を
基
礎
と
す
べ
き
で
は
な
い
、

行
為
に
必
須
条
件
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、

C
の

わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
と
結
果
と
を
そ
の
具
体
的
な
現
実
の
姿
に
お
い
て
捉
え
、
特
に
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
い
さ
そ
の
発
生
の
時

点
を
も
個
別
的
・
具
体
的
・
現
実
的
に
規
定
す
る
と
と
に
よ
り
、
行
為
と
結
果
の
聞
の
条
件
関
係
を
確
定
す
る
理
論
と
し
て
の
必
須
条
件

40 北法 11(1・40)
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の
理
論
に
た
ち
帰
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

四

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
経
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
条
件
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

応

正
当
な
答
を
つ
か
み
得
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
拠
る
必
須
条
件
の
理
論
か
3

り
す
る
な
ら
ば
、

一
必
須
条
件
の
設
定
が
あ
っ
た
以
上
は
、
結
果
が
、
被
害
者

の
特
殊
事
情
か
ら
発
生
し
た
場
合
〈
た
と
え
ば
、
軽
傷
を
与
え
た
と
乙
ろ
被
害
者
は
血
友
病
で
あ
っ
た
た
め
死
亡
し
た
よ
う
ロ
場
合
)
で
も
、
被
害
者
あ

る
い
は
第
三
者
の
故
意
・
過
失
一
行
為
が
介
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場
合
で
も
、
第
一
の
必
須
条
件
と
結
果
の
聞
の
因
果
関
係
の

存
在
そ
の
も
の
に
は
影
響
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

た
と
え
ば
、

正
常
な
医
師
の
治
療
が
行
わ
れ
で
も
き
っ
と
患
者
は
死
亡
し
た
で
あ

ろ
う
と
い
え
る
場
合
で
も
、
民
間
療
法
の
み
に
頼
つ
で
そ
の
重
病
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
行
為
は
結
果
に
対
し
因
果
関
係
を
有
す

A
U
H
)

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

る
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
そ
の
よ
う
な
形
状
で
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
え
る
限
り
、

そ
の
行
為
と
そ
の
結
果
の
聞
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
行
為
は
そ
の
結
果
の
条
件

H
原
因
と
さ
れ
る

の
で
中
の
る
(
こ
れ
に
対
し
て
、

A
が
X
に
対
し
て
致
死
量
の
毒
を
飲
ま
せ
た
が
、
そ
の
毒
が
ま
わ
ら
な
い
前
に
B
が
X
を
射
殺
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

A
の

行
為
が
な
く
て
も
X
は
B
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

A
の
行
為
と
X
の
死
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
な
小
)

Q

凶
リ過失同時犯の正犯性

山

〈

m--F・叶
g
。
moHw
ロ
2
同
E
E
F
o
m口
同
回
目

ω買え自己口門
-
N
E
F
R
H
Z
w
E
E
u
ω
・
住
民
日
「
具
体
的
事
件
の
無
数
の
条
件
(
切
丘
5
関
口
口
問
。
ロ
)
を
そ

れ
ら
の
効
力
の
多
寡
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
は
最
初
か
ら
自
明
で
あ
る
お
・
位
)
」
〉

R
r
a一-E-
開

-
Eミ
R
W
U
O
H
の
自
由
巳
自
由
向
旨
'

g
g
E口問
N
4
2
田
口
宮
口
出
g円

四
日

z
p
m
g
H仏
阿
見
c-問
w
H
S
P
ω
・
ロ

F
5
r
N
H
R
W
S
F
S
戸
き
戸
坦
∞
w
z
f
日
沖
・
因
果
関
係

1
加
一
事
法

講
座
王
者
一
七
五
頁
。
・
は
お
、
菓
子
・
不
能
犯

l
刑
法
演
習
・
総
論
四
五
頁
。

と
こ
ろ
で
、

Z-
何

-
z
a
R
w
p
由・。・

ω-HN品
問
・
は
、
未
遂
の
場
合
に
は
因
果
関
係
が
な
い
と
す
る
見
解
を
批
判
し
て
、
未
遂
に
も
悶
果
関
係
は

あ
る
と
考
え
る

Q

未
遂
が
処
罰
さ
れ
得
る
た
め
に
は
身
体
活
動
と
実
行
の
着
手
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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え

h 
い 守，

ム

ぺ自説

マ
イ
ア
!
の
見
解
に
関
す
る
問
題
は
「
結
果
」
概
念
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
一
般
に
「
未
遂
」
と
「
因
果
関
係
」
の
関
係
は
む
ず

、.、.、.、.、、.、.、.

か
し
い
問
題
を
包
蔵
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
は
、
個
々
の
構
成
要
件
の
内
容
を
な
す
既
遂
的
な
結
果
を
「
結
果
」
と
解
し
、
既
遂
的
結
果
に
つ

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
，
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

い
て
責
任
を
問
う
た
め
に
は
第
一
に
悶
果
関
係
が
寄
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
出
発
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
未

遂
に
、
因
果
関
係
が
な
い
場
合
(
結
果
不
発
生
の
場
合
お
よ
び
結
果
は
発
生
し
た
が
因
果
関
係
が
な
い
場
合
。
後
出
五
三
頁
五
五
頁
註
附
参
照
)
因
果
関

係
が
あ
る
場
合
(
結
果
が
発
生
し
因
果
関
係
[
必
須
条
件
関
係
]
も
あ
る
が
相
当
因
果
関
係
に
欠
け
る
場
合
。
条
件
関
係
は
あ
る
が
相
当
因
果
関
係
は
な

い
場
合
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
考
察
す
る
)
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

間
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
は
、
条
件
説
の
代
表
者
ブ

l
り
の
因
果
概
念
が
、
あ
る
結
果
の
発
生
に
無
限
に
連
な
る
先
行
事
実
|
|
極
端
に
い
え
ば
全
宇
宙
の
連

が
り
ー
ー
を
も
っ
て
そ
の
結
果
の
原
因
と
み
る
哲
学
的
原
因
概
念
に
完
全
に
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
す
る
ヌ
・
四
円

r
B
d
m
H
W
C与
R
C
H
g・

nroロ
Fmwmユ
同
町
出
口
仏
関
白
ロ
師
同
日
Nロ
g
Hロ目。ロ}回目白
F
H
S印
二
w-HN
同
-wH日山内出回口「

ω
。同・
)
Q

た
し
か
に
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ア
|
の
引
用
す
る
ブ

I
リ
の
論
述

(〈
-
H
W
C
F
Cぬ
Z
H
の
日
混
乱
F鋲
同
ロ
ロ
品
仏
叩
HOロ
〈
m
g昌
司
C江口口問・

5
3・
ω-H)
に
は
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア

l
の
非
難
も
尤
も
だ
と
恩
わ
れ
る
よ
う
な
説

明
も
な
い
で
は
な
い
(
戸
切
口
円
r
同・白・

0
・

ω-r[も
レ
人
が
、
あ
る
日
《
体
的
現
象
の
因
果
関
係
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
象
の
成
立
に

対
し
何
ら
か
の
作
用
を
示
し
た
す
べ
て
の
力
を
・
き
ち
ん
と
し
た
順
序
で
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
と
の
よ
う
な
力
を
全
部
綜
合
し
、

た
も
の
が
該
現
象
の
原
因
と
み
な
怠
れ
る
こ
と
に
な
る
。
]
〉
5
r
〈
四
日
・
〈
-
切
口

HFWN日
開
g
g
-
z
z
g
m
m
[の
ω・
出
]
H∞吋〆

ω
-
M叶
m
I
N
F
F
E岳

民
四
円
r
B
a
R
u
同・由・

0
・
ω・印。

kp・斗∞
)
Q

し
か
し
、
実
は
ブ
|
り
も
、
必
須
条
件
と
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
は
じ
め
か
ら
問
題
に
し
ま
い
と
し
て

い
る
(
〈
包
・

4
・
切
E門戸
u
d。
σ向
。

2
8戸山仲間
H
W
ω
-
g
u
仏
OHm-U-ゅ
の
g
g
E片山門

E
H
M
L
F
2
2
5同
B
n
v
E
n
r
o
切
ONHorzロ問。
P
H∞∞印
"ω-mE)@
ち
な
み

に
、
哲
学
的
原
因
概
念
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
に
一
般
に
引
用
さ
れ
る

J
・

s
・
ミ
ル
の
原
因
概
念
に
対
し
、
ぞ
れ
が
無
限
に
結
果
の
原
因
を
求
め
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
て
批
判
す
る
刑
法
学
者
と
し
て
、
〈
-
∞
R
U
N戸片岡、
ω
r
z
gロ
LmH
の
巳
匂
m
E
E
母
B
(
u
z
z
-
g
g
B
E
E
V
S問
。
即
日

ω苛
え
占
ロ
門
目
白
当
日
s
n
Z
(。
N-AH)ω
・
∞
品
同
-

h

封

切

H
H
r
s
a
o
p
p
m・
o・
ω・
品
同
-wω
。
〉
・
官

Ukr-
閃

αr-qw
ロ2

丹

2
r
g
g
g同
B
n
z
w
k
r口問・
Ha.

5
口・

ω
-
H∞
切
片
山
田
口

n
r
d『
間
同
・
冨
・
開
・
宏
司
2
u
p
田・

0
・
ω
-
N
C
R
な
お
、
勝
本
・
刑
法
要
論
・
総
則
(
訂
正
三
版
大
四
)
一
一
一
一
一
頁

ω
こ
れ
に
対

し
、
ミ
ル
の
原
因
概
念
も
無
限
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
学
者
と
し
て
、
何
・
出
向
同
日
S
P
U
E
関
g
g
f
H
C
Z
Eご
B
g
H白骨
R
Z
(∞
可
・
〉
σr-

N叶
・
足
。
。
)ω
・
8
u
F
吋
g
o問
。
♂
白
・
同
・

0
・
ω・
口
問
-
u
g
n
F
〈
m-
関
開
口
mH27・
同
E
E
-
-同町片山
]
m
p
p
H
r目白
-
O
L
2
2
5同
Honr昨日
Fnroロ
吋
州
民
ゲ

2
・

仲間口《
F
H
E
r
ω
・
ω
N
R
-
S印
σ・
ω・
ωN
〉
-N-
な
お
ヒ
ツ
ベ
ル
は
、
ブ

l
リ
は

E
ん
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
マ
・
出
苛
匂
m
r
u
g
z
n
v
g

g
g骨
2
v
r
F
s
u
o
-
ω
-
H
U酌
〉
・

AF)。
ま
た
、
り
ス
ト
・
は
、
厳
格
な
意
味
で
の
哲
学
的
原
因
概
念
に
は
従
い
得
な
い
と
し
て
い
る
|
〈
・
ピ
』
W
F
F叩
FH宮
島

論

ャι
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説

凶
乙
れ
に
反
し
、
不
破
博
士
(
不
破
・
刑
事
責
任
論
二

O
八
頁
)
は
、
適
時
に
正
常
な
医
師
の
治
療
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
幼
児
の
生
命
は
と
り
と
め
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
最
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
推
測
し
得
た
場
合
に
の
み
、
民
間
療
法
に
頼
っ
て
重
病
の
幼
児
を
死
亡
さ
せ
た
母
親
の
因
果
関
係
が

問
題
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
博
士
は
、
い
わ
ゆ
る
平
間
久
事
件
(
大
判
昭
四
・
四
・
一
一
新
聞
三

0
0
六
号
一
五
頁
)
に
関
し
、
因
果
関
係
の

穿
在
を
否
定
し
た
大
審
院
判
決
一
に
賛
意
を
表
さ
れ
る
(
不
破
・
前
掲
書
一
二

O
頁
)

Q

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
で
も
不
破
博
士
に
反
対
の
、
態
度
を

と
め
た
い
と
思
う
。
と
こ
で
は
因
果
関
係
が
な
い
の
で
は
な
く
、
過
失
犯
の
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
結
果
回
避
の
可
能
性
が
欠
け
る
の
で
あ
る

i

戸
当
色
合
r
p
ω

。・

ω
-
H
g
F
な
お
、
明
・
開
5
5
F
E
r
s
g
p
z
g
E
2
5
H
r
g
(
F
2吉
宮
苫
叶
戸
〈
・
句

H
E
Y
-
5
5
u
ω
-
E
ω
同・

は
こ
の
回
避
可
能
性
を
責
)
任
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
解
し
て
い
る
。

出
-
z
h
q
q
w
p
F
0・∞
-
z
f
ω
与α
ロ
}
向
。
∞
長
門
主

2
・白
-
P
0・
∞
い
日
は
不
破
博
士
の
見
解
と
同
一
万
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四

〈

m
-
z
-
H
W
-
z
a
F
国

-
P
0・
ω・
志
向
山
何
者
5
n
r
C
5
r
f
H
X。
d
口
百
可
。
己
記
口
問
分
以
閉
山
口
m
p
一2
8
5
5
3
7山口問。
ω(ω
可
-
K
F
F・
8
・

E
E
)
ω
・
N
。

FUHM・
可
申
日
間
)
切
り
町
田

cmggmwロ
R
C
5
2
r
H巾口「ロロ
m
L何
回
同
E
S
F
Z
S
E
B
E
r
g
m
g
(
ω
門
戸
凡
戸

rr'HUPEHH)ω
・
ω。
同

J
U叶
同

-u

木
村
・
前
掲
書
一
七
九
頁
。

論

第

款

条
件
説
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性

あ
る
違
法
な
結
果
に
対
し
必
須
条
件
を
設
定
し
た
者
(

A

)

は
、
伎
の
行
為
に
時
間
的
に
同
時
に
あ
る
い
は
後
か
ら
第
三
者
(

B

)

の
故
意
・
過
失
の
行
為
が
介
入
す
る
と
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
結
果
発
生
を
み
る
に
至
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係

を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

乙
の
点
は
さ
き
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
肯
定
で
き
る

Q

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
場
合
、

は
じ
め
に
条
件
を
与

え
た

A
が
そ
の
違
法
な
結
果
に
つ
い
て
正
犯
と
さ
れ
る
の
か
、

B
が
正
犯
と
さ
れ
る
の
か
(
勿
論
B
も
必
須
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
)
、

い
う
点
で
は
条
件
説
を
と
る
学
者
の
聞
に
も
争
が
あ
る
。
条
件
説
の
重
大
な
主
張
の
一
と
さ
れ
て
き
た
諸
条
件
間
の
法
的
等
価
性
を
掲
げ

と
る
立
場
は
、
は
じ
め
に
条
件
を
与
え
た

A
も
介
入
し
て
き
た

B
も
共
に
正
犯
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
(
現
行
法
上
、
正
犯
と
さ
れ

る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
ー
ま
た
、

A
B
そ
れ
ぞ
れ
に
有
資
な
意
思
状
態
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
後
述
)
。

「
発
生
し
た
結
果
に
一
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
に
寄
与
し
た
者
は
、

み
な
そ
の
結
呆
に
原
闘
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
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-
:
:
結
果
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
は
等
価
で
あ
る
か
ら
結
果
発
生
に
参
与
し
た
個
々
人
の
聞
に
は
概
念
的
な
区
別
は
存
在
し
な
い
」
と
す
る

リ
ス
ト
や
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
は
等
価
で
あ
り
、
単
な
る
一
条
件
も
「
全
体
を
原
因
守
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
に
対
す
る
責
任
性
は

と
す
る
ブ

1
p
の
考
え
を
乙
こ
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

意
思
の
性
質
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

(
尤
も
、
ブ

i
り
は
乙
乙
か
ら

主
観
的
共
犯
論
に
赴
き
、

リ
ス
ト
は
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
右
の
よ
う
な
原
則
論
は
放
棄
せ
さ
る
を
得
な
い
と
し
て
次
に
紹
介
す
る
形
式
的
l
客
観
説
に

赴
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
根
本
的
な
考
え
方
は
異
な
っ
て
い
な
い
)
。

、、

こ
れ
に
対
し
、
条
件
の
等
価
性
と
は
存
在
と
し
て
の
因
果
関
係
が
個
々
の
必
須
条
件
の
聞
に
等
し
く
認
め
ら
れ
る
(
因
果
的
等
価

性
)
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
っ
て
、
個
々
の
条
件
は
刑
法
的
に
は
決
し
て
等
価
で
な
い
(
法
的
不
等
価
性
)
す
な
わ
ち
存
在
の
認
識
と

存
在
の
評
価
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
が
あ
る
。
乙
の
考
え
方
を
と
る
学
者
の
多
く
は
、
構
成
要
件
の
中
核
を
形
成
す
る
「
実

ぅ

行
行
為
」
が
為
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
構
成
要
件
の
外
郭
を
形
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
行
為
(
た
と
え
ば
支
援
行
為
)
が
為
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て

正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
す
る
い
わ
ゆ
る
形
式
的
日
客
観
説
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
。
ベ
ー
リ
シ
グ
、

p
・
メ
ル
ケ
ル
、
ク
エ

1
グ
ナ

l
は

と
の
よ
う
な
態
度
を
は
っ
き
り
表
明
し
て
い
る
。
ブ
イ
シ
グ
ル
、

H
ノ
ス
ト
、
ド
1
ナ
、
リ
ッ
ト
ヲ
ー
も
こ
の
系
列
に
属
す
る
。

(
但
し
、
リ

(寸

ス
ト
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
現
行
法
の
解
釈
論
上
や
む
を
え
ず
形
式
的

1
客
観
説
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
)
。
わ
が
岡
田
(
朝
)
博
士
、
岡
田

(
庄
)
博
士
、
不
破
博
士
も
こ
れ
に
算
入
で
き
よ
う
。

f ヤ巴，

過失同時犯の正犯性

従
っ
て
、
こ
の
立
場
で
は
、
右
の

A
、
B
は
実
行
行
為
を
行
っ
た
か
ど
う
か
で
正
犯
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、

こ
こ
で
、
右
に
挙
げ
た
論
者
の
中
に
は
、
形
式
的

U
客
観
説
が
妥
当
す
る
の
は
現
行
法
が
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
政
意
犯
の
領

域
で
の
共
働
形
式
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、

そ
こ
に
属
さ
な
い
共
働
形
式
に
は
形
式
的
H
客
観
説
を
適
用
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ

P
ッ
ト
ラ
l
の
見
解
で
は
、
特
に
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

p
ス
ト
、

ブ
イ
シ
グ
ル
、
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説

場
合
、
形
式
的
H
客
観
鋭
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

P
ス
ト
は
、
共
犯
規
定
が
邪
魔
に
な
っ
て
本
来
の
原
則
1

l
必
須
条
件
設
定
者

論

は
等
し
く
正
犯
ー
ー
を
貫
き
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
過
失
同
時
犯
に
は
当
然
に
本
来
の
原
則
が
適

用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
リ
ッ
ト
ラ
1
は
、
構
成
要
件
に
は
第
一
次
的
機
能
と
第
二
次
的
機
能
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

必
須
条
件
の
設
定
者
は
、
す
べ
て
構
成
要
件
の
第
一
次
的
機
能
に
よ
っ
て
、
広
義
の
正
犯
と
し
て
当
該
構
成
要
件
に
包
摂
さ
れ
る
、

る
。
と
ζ

ろ
が
、
故
意
犯
の
領
域
で
は
、
構
成
要
件
の
第
二
次
的
機
能
に
よ
っ
て
、
実
行
行
為
を
要
請
す
る
狭
義
の
正
犯
が
問
題
に
な
る

が
、
過
失
犯
の
領
域
で
は
法
が
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
し
て
い
な
い
点
に
対
応
し
て
、
専
ら
第
一
次
的
機
能
が
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
広

義
の
正
犯
概
念
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
な
お
、

ν
エ
シ
ケ

Uγ
ユ
レ
ー
ダ
ー
は
、
形
式
的
日
客
観
説
に
拠
つ
て
は
妥
当

な
解
決
に
至
り
得
な
い
と
し
て
、
限
定
さ
れ
た
主
観
説
に
拠
り
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
画
そ
う
と
す
る
が
、

て
は

P
ス
ト
と
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
必
。
か
よ
う
に
、

過
失
同
時
犯
の
問
題
に
関
し

因
果
関
係
論
に
条
件
説
を
と
る
学
者
の
聞
に
お
い
て
は
、
過
失
同
時
犯
の
正
犯

性
|
|
特
に
そ
の
客
観
面
ー
ー
は
、
結
局
は
、
各
共
働
者
の
結
果
に
対
す
る
必
須
条
件
の
設
定
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、

解
が
有
力
で
あ
る
。

と
す
る
見

必
須
条
件
だ
け
を
結
果
に
対
し
因
果
関
係
あ
り
と
し
て
刑
法
の
世
界
に
登
場
さ
せ
て
も
、

そ
の
場
合
の
因
果
関
係
は
か
な
り
広
汎

に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
殺
人
犯
を
生
ん
だ
両
親
は
殺
人
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
必
須
条
件
を
設
定
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
O

F

し
か
し
、
乙
の
場
合
の
両
親
に
殺
人
の
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
い
ま
い
。
条
件
説
を
と
る
学
者
は
、
結
果
に

対
す
る
予
見
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
を
要
請
し
、
広
い
因
果
関
係
を
責
任
性
に
よ
っ
て
限
定
し
刑
事
責
任
の
非
常
識
な
広
が
り
を
防
ご
う

(
殺
人
犯
を
住
ん
だ
両
親
に
は
結
果
の
予
見
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
)
。
だ
か
ら
、

と
す
る

行
為
者
の
主
観
面
が
特
に
問
題

に
な
る
。
過
失
同
時
犯
の
問
題
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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ッ， 、

乙
の
場
合
の
考
え
方
と
し
て
は
こ
あ
る
。

一
は
共
働
者
各
人
の
究
極
の
結
果
に
関
す
る
予
見
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
を
強
調
す
る
立
場

で
あ
り
、
他
は
、
介
入
す
る
か
も
し
れ
な
い
中
間
原
因

(
N
呈
m
n
v
g
R
g
n宮
市
)
を
含
め
た
因
果
の
流
の
予
見
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
を
も

考
慮
じ
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
第
一
の
考
え
方
は
、

に
は
ポ
シ
プ
の
見
解
に
認
め
ら
'
れ
る
。

V

エ
シ
ケ
U
H
V
ユ
レ
ー
ダ
ー
の
見
解
に
、
最
も
鮮
明

H
ノ
ス
ト
、

H
ノ
ッ
ト
ラ
1
、

「
行
為
者
に
究
極
の
結
果
の
予
見
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、

た
と
え
そ
の
結

ポ
シ
プ
は
い
う
。

果
が
具
体
的
に
は
-
j
i
-
-
第
三
者
の
過
失
な
し
に
は
発
生
し
得
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
為
者
に
結
果
の
全
域
に
わ

た
り
責
任
を
問
う
こ
と
が
疑
い
な
く
正
義
感
の
要
請
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
」

可
能
性
が
な
い
と
し
て
責
任
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
次
の
場
合
に
は
A
に
結
果
の
予
見

{
例
ご

看
護
人
(

A

)

が
医
療
上
の
規
則
を
忘
れ
て
、
も
ゆ
っ
施
用
し
て
は
い
け
な
い
薬
品
を
今
二
度
患
者
に
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
第

三
者
(

B

)

が
故
意
あ
る
い
は
過
失
で
そ
の
薬
品
に
毒
を
混
入
し
て
い
た
。
た
め
に
患
者
は
死
亡
し
た
。

{
例
ニ
]

A
は
火
を
失
し
た
が
未
だ
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
B
は
火
を
消
そ
う
と
し
て
水
の
代
り
に
誤
っ
て
石
油
を
注

ぎ
大
事
に
至
っ
た
。

ラ
イ
ヒ
ス
グ
リ
ヒ
ト
の
判
例
中
に
も
ポ
シ
プ
と
同
様
の
態
度
が
散
見
さ
れ
る
。

け

[
例
三
]

A
B
は
精
神
病
院
の
看
護
人
。

一
八
八
二
年
九
月
四
日
朝
A
は
患
者
(

X

)

が
す
で
に
数
回
自
殺
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
の

過失同時犯の正犯性

し
か
も
自
己
の
服
務
規
定
上
む
や
み
に
部
屋
を
開
け
放
し
て
お
く
べ
き
で
な
い
乙
と
を
知
り
な
が
ら
、

を
知
り
な
が
ら
、

ド
ア
を
聞
け
た

ま
ま
部
屋
を
離
れ
た
。
そ
の
部
屋
に
面
し
た
廊
下
は
浴
室
に
続
い
て
い
た

Q

浴
室
の
ド
ア
は
患
者
の
た
め
に
B
に
よ
っ
て
常
に
閉
じ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
当
朝
は
B
の
不
注
意
で
開
け
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

Q
A
B
の
不
注
意
に
よ
り
X
は
ひ
そ
か
に
部
屋
を
出

て
浴
室
に
し
の
び
込
み
熱
湯
の
栓
を
抜
い
て
湯
を
か
ぶ
り
自
殺
し
た
。
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説

ま
ず
、
ラ
イ
ヒ
ス
グ
リ
ヒ
ト
は

「
過
失
と
結
出
木
の
間
の
因
果
関
係
は
他
の

A
B
の
各
々
に
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
。

事
象
が
共
働
し
た
場
合
で
も
排
除
さ
れ
は
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
事
情
(
他
の
事
象
が
介
入
し
た
場
合
を
い
う
。

論

筆
者
註
記
)
の
下
で
、

さ
ら
に
結
果
の
予
見
可
能
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
」
と
す
る

Q

そ
し
て

特
に
B
に
つ
い
て

X
が
そ
の
部
屋
に
入
院
し
て
い
た
と
い
う
点
お
よ
び
X
に
自
殺
癖
が
あ
る
と
い
う
点
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
、

し
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
(

B

)

が
自
分
の
職
務
違
反
の
た
め
に
患
者
の
誰
か
が
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
を
予
見

し
得
た
と
と
ま
で
も
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
て
(

B

)

に
(

X

)

の
死
を
帰
せ
し
め
る
べ
く
こ
れ
で
充
分
で
あ
る
」
と

判
示
し
て
A
B
に
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
こ
八
八
ご
・
二
了
一
八
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
、
判
例
集
七
・
三
一
一
三
)
。

右
に
眺
め
た
よ
う
に
、
行
為
者
各
人
の
結
果
に
対
す
る
必
須
条
件
設
定
と
そ
の
結
果
の
予
見
可
能
性
と
を
も
っ
て
過
失
同
時
正
犯
は
成

立
す
る
と
考
え
る
の
が
、
条
件
説
に
拠
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
第
一
の
立
場
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
プ
!
日
は
第
二
の
考
え
方
を
強
調
す
る
。
ブ
1
り
は
い
う

Q

結
果
惹
起
の
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は
「
因
果
関
係

ば
か
り
で
な
く
行
為
者
自
身
の
行
為
と
発
生
し
た
結
果
の
聞
に
意
思
の
連
闘
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
目
。

と
こ
ろ
で
、

ブ
1
n
y
が

い
う
意
思
連
関
と
は
、
結
果
に
対
す
る
故
意
的
・
過
失
的
意
思
が
、

介
入
す
る
か
も
し
れ
な
い
事
情
を
も
含
め
た
因
果
の
流
を
、
蓋
然
的

な
も
の
と
し
て
明
確
な
意
識
の
う
ち
に
入
れ
て
い
た
場
合
(
故
意
)
あ
る
い
は
事
情
の
詳
細
な
検
討
が
あ
れ
ば
(
注
意
深
く
あ
れ
ば
)
こ

れ
を
予
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
場
合
(
過
失
)
に
存
在
す
る
。

従
っ
て
、
プ

I
P
に
よ
れ
ば

、.、.

一
条
件
の
設
定
と
結
果
に
関
す
る
過
失
的
意
思
だ
け
で
は
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
は
肯
定
さ
れ
得
な
い

の
で
あ
る

〈
理
論
的
に
は
、
未
遂
と
し
て
の
過
失
同
時
正
犯
は
肯
定
さ
れ
得
ょ
う
)
。
し
か
し
な
が
ら
、

過
失
的
に
行
為
す
る
二
人
以
上
の
行
為
者

は
、
彼
等
が
自
ら
の
行
為
に
先
行
す
る
行
為
、
同
時
に
表
わ
れ
る
行
為
あ
る
い
は
後
続
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
充
分
注
意
深
く
あ
れ
ば
そ

48 
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四

条
件
説
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
は
、
存
加
と
存
在
に
対
す
る
刑
法
上
の
評
価
の
混

け

間
に
向
け
ら
れ
る
。

す
で
に
理
解
し
た
よ
う
に
、
必
須
条
件
の
理
論
は
刑
法
上
の
因
果
関
係
の
存
在
を
判
断
す
る
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
も
の

1む法11(1・5l)51

で
は
な
い
。
グ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
「
条
件
説
」
は
正
当
に
も
存
在
論
的
因
果
概
念
か
ら
出
発
し
、
因
果
関
係
を
発
見
す
る

党
功
J

原
因
性
が
欠
如
す
る
場
合
を
排
J

除
す
る
た
め
の
『
発
見
』
形
式
を
樹
立
む
た
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
必
須
条
件
関
係
の
確
定
か
ら
は
、

還
棚
田
本
医
対
し
刑
法
上
責
任
を
負
う
べ
き
最
も
初
歩
の
前
提
、
ν

最
も
外
側
の
限
界
が
見
曲
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
結
果
に
対
一
L
定
費
任
を

町



論

負
わ
し
め
ら
れ
得
る
者
は
精
果
を
惹
起
し
た
者
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
真
に
責
任
を
問
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
因
果
関
係
の
問
題
の

彼
方
で
、
犯
罪
概
念
の
よ
り
広
汎
な
諸
条
件
に
依
存
し
て
、
札
口
町
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
必
須
条
件
設
定
者
は
過
失
同
時
正
犯
の
客
観
面

、.、.、
.. 
、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

を
充
足
す
る
と
い
う
考
え
方
は
?
必
須
条
件
と
い
う
刑
法
上
の
存
在
概
念
と
犯
罪
概
念
た
る
正
犯
と
い
う
価
値
概
念
と
を
混
同
す
る
も
の

で
あ
っ
て
不
当
で
あ
る
(
尤

ι、
必
須
条
件
関
係
の
確
定
は
、
一
定
の
目
的
の
下
に
な
さ
れ
る
選
摂
で
あ
る
。
従
っ
て
必
須
条
件
と
い
わ
れ
る
も
の
は
無
限

定
な
存
在
で
は
な
い
。
し
か
じ
乙
の
ζ

と
は
、
必
須
条
件
を
事
後
の
刑
法
的
評
価
の
対
象
と
考
え
る
乙
と
と
無
関
係
で
あ
る
)
。
こ
の
点
に
関
す
る
プ

l
p、

P
ス
ト
の
見
解
は
問
題
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
因
果
的
等
価
性
と
法
的
等
価
性
と
は
別
物
で
あ
る
と
し
て
、
形
式
的
日
客
観
説
に
赴
い

た
論
者
さ
ら
に
は
限
定
さ
れ
た
主
観
説
を
と
る
に
至
っ
た
V
エ
シ
ケ
1

V
ユ
レ
ー
ダ
ー
の
態
度
に
正
し
い
核
心
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
論
者
が
過
失
一
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
に
当
っ
て
再
び
プ

1
p、
り
ス
ト
の
見
解
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
点
は
よ
り

強
い
批
判
に
値
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尤
も

p
ッ
ト
ラ
l
は、

さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
構
成
要
件
の
第
一
次
的
機
能
と
第
二
次

的
機
能
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
‘
過
失
犯
の
領
域
で
は
、
法
が
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
し
て
い
な
い
乙
と
に
対
応
し
て
専
ら
構
成
要
件
の
第

一
次
的
機
能
が
支
配
す
る
と
し
て
、
一
必
須
条
件
の
設
定
者
は
過
失
同
時
正
犯
の
客
観
面
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
見
解
に
一
の
理
由
づ
け
を

与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

H
ノ
ッ
ト
ラ
ー
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
構
成
要
件
に
は
こ
の
機
能
が
あ
る
と
し
て
も
、
過
失
犯
の
領

域
で
、
法
は
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
命
題
と
過
失
犯
の
領
域
で
は
構
成
要
件
の
第
一
次
的
機
能
だ
け
が
作
用
す
る
と

い
う
命
題
と
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の
命
題
は
、
法
は
概
念
的
に
は
過
失
の
正
犯
と
過
失
の
共
犯
と
の
区
別
を
認
め

る
が
、
過
失
の
共
犯
は
乙
れ
を
不
可
罰
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
過
失
犯
の
領

、、

域
で
も
構
成
要
件
の
第
二
次
的
機
能
だ
け
が
作
用
す
る
と
い
う
結
論
を
導
く
乙
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
法
が
、
過
失
犯
に
つ
き
正
犯
と
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共
犯
の
概
念
的
区
別
さ
え
も
認
め
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

Q

ハ5
)

l
の
見
解
か
ら
ζ

の
点
の
説
明
を
き
く
乙
と
は
で
き
な
い

Q

日
ッ
ト
ラ
l
の
見
解
に
も
従
う
こ
と
が
で
き
な
い

Q

し
か
し
、

日
ッ
ト
ラ

か
《
し
て
、
条
件
説
を
基
礎
に
し
て
、

必
須
条
件
を
設
定
す
る
者
は
過
失
同
時
正
犯
の
客
観
面
を
基
礎
づ
け
る
と
考
え
る
立
場
は
正
し

く
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た

Q

条
件
説
が
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
に
寄
与
し
た
点
は
、
共
働
一
行
為
の
う
ち
で
必
須
条
件

と
い
え
な
い
よ
う
な
行
為
は
、
当
該
犯
罪
の
既
遂
犯
と
し
て
の
正
犯
を
問
題
と
す
る
限
り
で
は
、
刑
法
上
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て

ζ

れ
を
因
果
関
係
論
の
次
元
で
ふ
る
い
落
す
べ
き
で
あ
る
、

と
し
た
こ
と
で
あ
る

Q

す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
、

A
が
う
っ
か
り
し
て

X
に

致
死
量
の
毒
薬
を
飲
ま
せ
た
と
こ
ろ
、
未
だ
薬
の
効
果
が
全
然
表
わ
れ
な
い
う
ち
に
、

B
が
ま
た
う
っ
か
り
し
て
、
直
に
効
果
の
表
わ
れ

る
毒
薬
を
与
え
、

A
の
行
為
は
X
の
死
の
必
須
条
件
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

た
め
に
X
を
死
亡
さ
せ
だ
よ
う
な
場
合
、

過
失
致
死
罪
の
同
時
正
犯
と
し
て
罰
す
る
た
め
の
理
論
構
成
は
ζ

れ
以
上
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る

Q

つ
ま
り
A
は
こ
の
次
元
で
過
失
致
死

罪
の
成
否
の
検
討
か
ら
解
放
さ
れ
る
、

そ
れ
で
は
主
観
面
で
の
基
礎
づ
け
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

H
 

一
条
件
の
設
定
と
究
極
の
結
果
の
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
行
為
者
に
そ
の
結
果
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
を

徹
底
す
れ
ば
、
い
か
に
異
常
な
事
象
が
介
λ
し
て
異
常
な
結
果
が
発
生
し
て
も
、
と
に
か
く
そ
の
結
果
が
死
と
か
傷
害
と
か
い
う
範
臨
時
に
属

、、、

(

7

)

す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
死
・
傷
害
を
予
見
し
得
た
行
為
者
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

し
か
し
こ
の
帰
結
は
ま
さ
に
ポ

。sv

y
プ
が
否
定
し
た
と
ζ

ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
[
例
ニ
に
お
い
て
、
A
が
薬
を
与
え
た
際
、
彼
は
X
の
死
を
予
見
で
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
@
[
例
ニ
]

過失同時犯の正犯性

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
火
を
失
し
た
A
は
、
充
分
火
事
と
い
う
究
極
の
結
果
を
予
見
で
き
た
と
い
え
よ
う
)
。
ポ
シ
プ
が
結
果
の
予
見
可
能
性
な
し

、.、，、.、.‘.、.、.、.、.，、.、.、，、.、.、，、.

と
考
え
た
場
合
は
、
第
三
者
の
異
常
な
介
入
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
結
果
が
問
題
に
な
る
場
合
で
は
あ
る
ま
い
が
v

(

詳
細
木
章
第
四
節
コ A

を
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1鋭

右
の
考
量
は
プ

1
7の
ゆ
き
方
の
正
し
さ
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

Q

し
か
し
、
プ

1
p
の
い
わ
ゆ
る
「
意
思
連
関
」
の
要
請
は
日
結

果
的
加
重
犯
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
挫
折
す
る
と
い
う
批
判
、
も
っ
と
根
本
的
に
は
「
意
思
連
関
」
と
は
心
理
学
的
な
無

(CEZ)
で

あ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
て
い
る
。
現
在
の
わ
た
く
し
は
こ
の
点
に
つ
い
て
た
ち
入
っ
た
検
討
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ツ
ペ

ル
が
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
経
験
上
計
算
で
き
な
い
よ
う
な
異
常
な
因
果
の
流
に
よ
っ
て
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
こ

、、、

か
よ
う
な
場
合
に
は
、
個
別
的
に
行
為
者
個
人
の
「
意
思
連
関
」
を
問
う
前
に
酌
↓
怖
に
き

輸

と
は
刑
法
の
目
的
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

っ
ぱ
り
と
法
的
に
重
要
な
因
果
関
係
が
な
い
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
検
討
を
経
て
、
条
件
説
に
拠
る
過
失
同
時
正
犯
の
基
礎
づ
け
は
、
そ
の
客
観
面
で
の
基
礎
づ
け
も
主
観
而
で
の
基
礎
づ
け
も
疑

問
だ
と
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。
根
本
的
な
疑
問
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
存
在
と
し
て
の
因
果
関
係
を
、
す
べ
て
、
既
遂
の
正
犯

を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
重
要
な
因
果
関
係
で
あ
る
と
考
え
た
点
に
存
す
る
と
い
え
よ
う

Q

乙
れ
に
対
し
て
、
必
須
条
件
の
中
か
ら
、
な
い

じ
は
、
必
須
条
件
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
ζ

と
に
よ
り
、
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
因
果
関
係
の
中
か
ら
一
定
の
基
準
に
よ
り
選
択
を
行
い

法
的
に
重
要
な
条
件

ハ
原
因
)
・
法
的
に
重
要
な
因
果
関
係
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

そ
こ
で
次
に

わ
れ
わ
れ
は
そ
の

よ
う
な
考
え
方
を
眺
め
で
ゆ
く
乙
と
に
な
る
。

な
お
一
[
例
一

li==が
過
失
同
時
正
犯
た
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
未
確
定
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
条
件
説
に
よ

つ
て
は
正
犯
性
の
要
件
は
決
せ
ら
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

山
田
・
4
司
色
N
冊目

w
g
g同

同
町

n
F
∞〉・

ω・
企
-

間
出
・
・
4
司

o
z
r
p
F
0・
ω・品
N-KFEFJa}・
ピ
ロ
マ
ω
n
r
E《

F
H
h
r
z
n
y
N出〉・

ω-H
申立
-
w
ω
N
C
T
関
-
H
W
ロ
m
z
n
y
閃

EE-H仲間
Fω
・品問
-
u

〉・

4
司

om回
2
・
g
g同
円
。
口

F
ω
-
H
S
L臼・
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十サ

間
前
出
四
九
頁
註
閣
に
引
用
し
た
諸
説
参
照
。

川
間
同
り
・
2
2
E
r
D唱団
r
r
o
g
α
巳
R
H
a
n
y
-
2
r
o
m
Rえ
z
n
Y
H
V
呂
田
w
ω
・
日
。
円
は
り
り
ト
ラ
!
の
態
度
に
反
対
し
て
い
る
。

間
〈
包
・
同
戸
田
三
2
・
F
o
r
H
r
E
n
y
ω
-
M
4
0
・

耐

と

ζ

ろ
で
、
本
文
の
例
に
お
い
て
、

A
-
B
は
共
同
で

X
の
看
護
に
当
っ
て
い
た
と
す
る
。
し
か
も
薬
の
施
用
等
に
つ
い
て
も
共
同
の
責
任
の
下
に
行

動
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

A
の
行
為
自
体
は
X
の
死
に
対
し
て
必
須
条
件
の
関
係
に
は
い
と
し
て
も
、

A
B
共
に
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
得

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
態
度
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

A
B
に
過
失
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、

A
も
B
の
不
注
意

な
行
為
を
自
己
の
不
注
意
な
行
為
と
し
て
一
体
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

A
-
B
の
行
為
を
別
々
の
も
の
と
し
て
切
り
離
し
て
観
察
す
る
こ
と
を
無

意
味
な
ら
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
前
出
四
一
頁
註
出
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
文
の
例
で
A
に
過
矢
致
死
未
遂
を
理
論
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
現
行
法

、、

上
不
可
罰
で
あ
る
Q
過
失
傷
害
と
し
て
罰
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
傷
害
と
い
う
結
果
が

A
の
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
か
ど
う
か
を
改

め
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
ζ

ろ
が
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
結
果
(
死
)
に
つ
い
て
共
働
者
に
責
任
|
|
既
遂
の
正
犯
と
し
て
の
責
任
ー
ー
ー
を

聞
い
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
中
心
課
題
か
、
わ
す
れ
ば
、
特
に
興
味
の
対
象
と
な
る
問
題
で
は
な
い
。

閉
山
内
岡
山
田
阿
佐
ロ
Y
C
5
2
2
口
宮
ロ
問
。
P
ω
・
ω
∞
N
が
正
当
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q

闘
し
か
も
多
く
の
判
例
が
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
l
i
刻
。
・
少
ω
-
E
岳
民
・

2
む
ご
u
N
P
ω
・
台
斗
同
・
一
色
∞
同
)
U
凶タ

ω-NH∞
R
・
3
5
R
)
U
ω
P
ω
・

由
戸
時
間
・
(
由
ω
同
・
)
山
切
の
出
・
ω
・
ω
-
S
同
・
(
品
川
二
・
)
h
h
p
ω
H
∞
ω
同
・
(
H
g
W
5
3
・
切
の
国
・
2
]
当
・
z
g
v
ω
・
5
∞
(
)
(
5
2
)
u
。
ピ
u
g
E
仲
間
同
P
Z
同
巧
・

5
8
w
p
広
田
U
O
H
L
の
・
。
何
日
-
o
v
z
】
巧
-
5
g
v
ω
-
N
己
・
右
判
例
は
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
条
件
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
と
し
、
主
観
的
な
結
果
の
予
見

可
能
性
と
い
う
要
件
を
さ
ら
に
掲
げ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
通
常
の
経
験
の
枠
内
に
あ
る
因
果
関
係
は
予
見
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
た
て
て

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

い
る
1
l
i特
に
問
。
-
N
P
ω
-
N
S
戸
山
一
切
の
同
・
ω
u
ω
-
E
F
-
-
l
Q
し
か
し
、
通
常
の
経
験
の
枠
内
と
い
う
客
観
的
な
モ
メ
ン
ト
と
主
観
的
な
予
見
可
飽

性
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
正
し
く
区
別
し
て
い
な
い
点
は
正
当
で
な
い
!
i
J
H
間
一
国
・
出
g
r
f
Z
]
巧
・
5
g
w
ω
区
日
二

捌〈間包-.阿烈内.何口悶岱凶E帥包円vyu剛関内防E戸ロ5H鼠印Eω匙-町宮』昨件忌即智丹Fψω.色同.山て恥怠『同同〉戸口}r凶〈開包-.。.阿列州
m

主凶丘L
「『HECロ与ゲ岨一巴巴巴H毘伶H下、巾}「戸円5。〈
ε
ロ〔己]伶2門立え
ι川E

品

2』
宗5戸叶

ω
.
ω
町
一
F
・
吋
同
器
開
2
・
関
g
g
-
r
o
m
ロ
h
F
ω
・
5
2
・
u
g
n
r
a
-
-
同
内
・
4司
ち
n
r
C
5
F
C
ロ
5
r
H
2
E
ロ
m
u
ω
・
た
・

州
内
・
切
片
岡
r
5
3
0
H
W
d
g
R
Z
ロ
F
O
問
江
戸
ω
・
g
u
z
-
H
W
-
呂
田
旬
。
H
V
(
U
E
印
戸
{
N
C
S
E
B
E
F
8
m
w

∞-
E
H
一
〈
・
呂
志
。
一
u
同
)
2
E
n
y
o
由
史
門
戸
同
門
S
Z
L
H
・

過失同時犯の正犯性

仰)

" 
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鋭

ω-HM冊目
.

側

冒

・

円

宮

a
F同

-
P
0・
ω・
区

Y
2
n
F
ω
E
U
H同
・
〉
ロ

nr
〈
m-・
州
内
・
開
口

m
F
2
Y
一同

E
g
E
F
ω
・
臼
同
・

個
〈
・
国
仔
句
。
r
p
F
0・
ω
-
E
U
"
広印・

論

第
二
節

F

原
因
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

ヘ
ル
ム

l
ト
・
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
因
果
関
係
論
と
し
て
歴
史
的
に
最
も
古
い
理
論
が
原
因
説
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
と
こ

で
問
題
に
す
る
原
因
説
は
、
条
件
説
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
必
須
条
件
の
う
ち
か
ら
量
的
見
地
あ
る
い
は
質
的
見
地
に
お
い
て
選
択
を
行

い
「
最
有
力
条
件
」
と
か
「
決
定
的
条
件
」
と
い
え
る
条
件
を
抽
出
し
こ
れ
を
「
原
因
」
と
呼
び
、
単
な
る
「
条
件
」
と
区
別
し
よ
う
と

、
、
、
、
、
、
〔

2
)

す
る
点
で
条
件
説
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
因
説
を
、
因
果
関
係
を
限
定
す
る
理
論
と
し
て
条
件
説
の
後
に
挙
げ
、
そ
の
過
失
同
時

正
犯
の
基
礎
づ
け
を
考
察
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
三
人
の
特
徴
的
な
学
者
の
見
解
を
検
討
し
よ
う
。

(2) (1) 

国・

ζ
a
o♂

ω可
伊
同
月
ロ
宮
噌

ω・
呂
町
・

出

-
S
E
N。
-umrg同町
2
z
u
∞
〉
・

ω・
会
一
月
・

7
p
z
g
n
y
ロ
E
Z与
2
T
Z
P
2
z・〉一-問・
H
，-
M

〉・

sgwω
・

HZP

第
一
款

ピ
ル
ク
マ
イ
ア
l

ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
は
、
哲
学
的
因
果
概
念
、

お
よ
び
ブ

1
p
の
条
件
概
念
を
刑
法
上
否
定
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
根
拠
は
こ

う
で
あ
る
。
哲
学
的
因
果
概
念
に
従
う
な
ら
ば
、
検
察
官
は
、
誰
が
こ
の
結
果
を
志
起
し
た
か
を
問
う
場
合
、

「
現
在
お
よ
び
過
去
に
お

い
て
結
果
に
対
し
な
ん
ら
か
の
条
件
を
設
定
し
た
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
挙
動
・
自
然
カ
の
総
体
」
に
答
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
、

官
は
、
被
告
人
が
こ
の
結
果
を
惹
起
し
た
か
ど
う
か
を
問
う
場
合
、

ま
た
、
裁
判

「
人
聞
の
挙
動
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
ら
の
結
果
を
も
惹
起
し
得
な
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い
も
の
な
る
が
故
に
」
否
と
い
う
答
し
か
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
ブ
1
り
に
従
え
ば
、
原
因
と
は
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
命
題
と

原
因
と
は
個
々
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
た
て
ら
れ
る
が
、
両
命
題
は
矛
盾
を
含
む

Q

第
一
の
命
題
は
哲
学
的
因
果
概
念
を
示
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
第
二
の
命
題
は
哲
学
的
因
果
概
念
の
放
棄
を
示
す
も
の
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
が
こ
の
命
題
も
、
原
因
と
条
件
の
問
視
か

ら
、
哲
学
的
因
果
概
念
を
適
用
し
た
場
合
と
同
様
に
結
果
の
原
因
を
無
限
の
領
域
に
求
め
る
こ
と
を
怠
味
す
る
に
至
る
、

ヲ
h
v
Q

と
い
う
の
で
あ

こ
の
よ
う
に

「
原
因
を
諸
条
件
の
総
体
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
刑
法
に
と
り
無
益
で
あ
り
」

「
個
々
の
条
件
:
・
;
:
:
と
定
義
す
る
こ

と
も
す
く
な
か
ら
ず
無
益
で
あ
り
不
当
で
あ
り
法
に
背
く
も
の
で
あ
る
」
。
「
だ
か
ら
残
る
と
乙
ろ
は
唯
一
つ
。
刑
法
に
お
け
る
原
因
と

は
、
結
果
の
条
件
の
う
ち
で
他
の
条
件
に
比
し
結
果
惹
起
に
よ
り
多
く
寄
与
し
た
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

て
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
1
は
最
有
力
条
件
説
を
樹
立
し
た
。
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
最
有
力
条
件
概
念
こ
そ
「
人
間
の
感
覚
に
知

覚
さ
れ
得
従
っ
て
ま
た
証
明
さ
れ
得
る
」
原
因
概
念
で
あ
り
、
「
日
常
生
活
上
の
原
因
概
念
」
お
よ
び
そ
れ
を
構
成
要
件
に
と
り
容
れ
た

「
刑
法
上
の
原
因
概
念
」
に
も
一
致
し
、
科
学
的
に
も
全
く
正
当
視
さ
れ
る
原
因
概
念
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え

(寸

右
の
原
因
(
最
有
力
条
件
)
と
条
件
と
の
区
別
は
、
直
に
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
と
り
容
れ
ら
れ
る
。
結
果
の
原
因
を
設
定
し
た

単
に
条
件
を
設
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
は
共
犯
と
さ
れ
得
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
(
実
質
的

1
客
観
説
)
。

者
が
正
犯
で
あ
り
、

過失同時犯の正犯性

ク
マ
イ
ア
ー
は
い
う
。
法
は
そ
の
忌
避
す
る
結
果
を
防
止
す
る
た
め
に
か
よ
う
な
結
果
に
原
因
を
与
え
た
者
を
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
法
が
、
テ
ク
ニ
カ
ル
に
、
犯
罪
を
実
行
し
た
者
(
正
犯
)
と
い
う
と
き
は
、
被
上
の
者
を
意
味
す
れ
v

と
Q

と
の
よ
う
な
ど
ル
ク
マ
イ
ア

1
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
過
失
同
時
正
犯
は
、
過
失
的
に
各
自
彼
自
身
の
行
為
に
お
い
て
原
因
を
設
定

す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
同
時
正
犯
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
多
数
正
犯
(
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
は
、
共
同
正
犯
[
共
同
で
原
因
設

J 
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， 

説

定
]
と
多
数
正
犯
[
各
自
そ
れ
自
体
で
原
因
設
定
}
と
を
区
別
し
て
い
る
)
の
一
形
式
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
検
討
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

ビ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
が
、
内
外
比
較
刑
法
論
に
登
載
し
た
「
共
犯
論
」
で

論

旧
説
を
改
め
た
点
に
係
る
。
彼
は
、
改
説
前
、
客
観
的
共
犯
論
の
下
で
は
過
失
の
共
犯
・
共
同
正
犯
は
こ

れ
を
理
論
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
た
。
尤
も
、
彼
の
因
果
関
係
論
そ
の
も
の
か
ら
は
、
過
失
的
に
結
果
の
一
条
件
が
設
定

過
失
の
共
同
正
犯
を
肯
定
し
、

さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
結
果
の
原
因
が
過
失
的
に
共
同
で
設
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(
乙
乙

「
共
同
で
い
と
い
う
概
念
を
全
4
客
観
的
な
意
味
で
捉
え
て
お
こ
う
)
。
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
も
こ
の
点
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ

で
は

う
。
た
だ
、
彼
に
お
い
て
も
共
犯
は
因
果
関
係
の
次
元
だ
け
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
主
観
聞
と
因
果
関
係
と
い
う
行

為
の
客
観
面
と
の
か
み
合
い
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
特
に
主
観
而
で
、
過
失
の
共
犯
は
構
成
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
(
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
は
い
う
。
「
結
果
の
一
条
件
を
設
定
し
、
そ
の
際
他
人
が
自
分
に
協
力
す
る
こ
と
を
認
識
せ
ず
か

つ
意
欲
し
な
い
者
は
、

発
生
し
た
結
果
を
も
予
見
し
得
な
い
も
の
で
あ
る

Q

何
故
か
な
ら
ば
、

そ
の
結
果
は
彼
の
行
為
に
け
で
は
絶
対
に
発
生
し
得
な
い
が
故

結
果
の
予
見
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
結
果
の
予
見
可
能

性
が
な
い
過
失
の
共
犯
は
成
立
し
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
コ
と
こ
ろ
が
ビ
ル
ク
マ
イ
ア

1
は
過
失
の
共
同
正
犯
を
肯
定
し
た

Q

と
乙
か
ら
次

の
二
点
が
推
論
さ
れ
る
。
ピ
ル
ク
マ
イ
ア

l
は
、
過
失
行
為
の
聞
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
補
充
的
因
果
関
係
の
認
識
」
が
存
在
し
得
る
と
考
え

で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、

と
い
う
点
が
第
一
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
の
因
果
関
係
論
か
ら
出
発
す
る
正
犯
・
共
犯
論
に
よ
れ

ば
、
共
同
正
犯
の
実
体
は
共
犯
で
あ
り
、
行
為
者
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
一
条
件
し
か
設
定
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
各
自
彼

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

自
身
の
行
為
が
他
人
の
行
為
に
よ
っ
て
結
果

κ対
す
る
原
因
に
ま
で
補
充
さ
れ
る
乙
と
の
認
識
と
意
思
と
を
も
っ
て
行
動
す
る
」
点
か
ら

E
犯
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ

M
V
従
っ
て
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
が
過
失
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
乙
と
は
、
彼
が
自
己
の
因
果
関
係
論
を
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ヨ

Jノ「

変
え
な
い
限
り
、
過
失
行
為
の
聞
に
も
補
充
的
因
果
関
係
の
認
識
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
論
が
当
然
に
可
能
と
な
る
。
し
か
し
乙
の
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
彼
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
共
同
正
犯
は
正
犯

一
般
の
正
犯
と
同
様
過
失
犯
に
つ
い
て
も
構
成
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
J

そ
こ
で
、
次
に
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
1
は、

で
あ
る
か
ら

自
己
の
因
果
ー
関
係
論
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
第
二
の
推
論
が
可
能
と
な
る
。

関
係
の
認
識
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
態
度
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、
一
条
件
の
設
定
者
も
正
犯
た
り
得
る
と
い
う
立
言
は
、
条
件
と
原
因

の
区
別
の
放
棄
を
意
味
す
る
ζ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

Q

し
か
し
、
彼
は
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
認

め
る
と
明
言
し
た
内
外
比
較
刑
法
論
の
「
共
犯
論
」
に
お
い
て
も
、
自
分
の
因
果
関
係
論
を
放
棄
す
る
な
ど
と
は
い
っ
て
お
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
も
し
過
宍
行
為
の
聞
に
補
充
的
因
果

右
に
眺
め
た
よ
う
に
、
過
失
共
同
正
犯
の
肯
定
に
関
連
し
て
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
I
の
正
犯
・
共
犯
論
は
混
乱
し
た
様
相
を
示
す
に
至
っ
た

H 

こ
の
よ
う
な
基
盤
の
下
で
は
、
過
失
同
時
正
犯
が
い
か
に
構
成
さ
れ
る
か
と
い
う
点
も
不
明
確
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

仮
に
、
過
失
同
時
正
犯
は
、
行
為
者
が
各
自
の
行
為
に
お
い
て
過
失
的
に
結
果
の
原
因
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
と
い
う

態
度
を
貫
い
た
と
し
て
も
、
原
因
と
条
件
と
を
量
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
批
判
、
可
能
だ
と
し
て
も
、
本
来
、
何
が
殺
人

、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
，
、
，

行
為
か
何
が
窃
取
行
為
か
と
い
う
判
断
は
、
単
な
る
カ
の
分
量
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い

う
根
本
的
な
批
判
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
極
め
て
問
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
が
、
プ

1
p
の

犯
罪
の
実
行
行
為
の
実
質
的
内
容
と
し
て
最
有

の
で
あ
る
。

過失同時犯のE犯性

因
果
関
係
論
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
最
有
力
条
件
説
」
を
唱
道
し
、

、
、
、
、
、
〈
回
一
》

力
条
件
を
考
え
る
に
至
っ
た
そ
の
ゆ
き
方
は
示
唆
的
で
あ
る

Q

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
ビ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い

Q

し
か
し
哲
学
的
版
図
概
念
の
純
論
型
的
正
鵠
性
は
否
定
で
き
な
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州
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な
い
)
一
の
可
罰
則
的
行
為
を
共
同
で
実
行
す
る
数
人
の
行
為
者
は
各
人
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
己
過
失
の
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
に
つ

き
、
右
の
説
明
以
上
の
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。

間
関
・
切
ロ

w
g巾
可
巾
♂
〈
り
〉
・
ロ

ω・
広
∞
・
乙
の
点
を
捉
え
て
わ
た
く
し
は
ピ
ル
ク
マ
イ
ア

l
の
過
失
共
同
正
犯
宵
定
論
を
支
持
で
き
な
い
と
考
え
た

内
田
・
前
掲
論
文
三
四
頁
以
下
。

聞
こ
の
関
係
で
、
戸
田
島
田
a
R
u
d
g
R
Zロ
Z
m江
戸

ω
-
g
〉
・
宰
(
い
わ
く

Q

結
果
惹
起
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
に
お
い
て
条
件

a
は
条
件
b
に

等
し
く
か
っ

c
d
e
i
-
-
-
に
比
し
大
で
あ
る
場
合
、
お
よ
び

a
b
閲
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
が
共
に

c
d
e
-
-
:
に
比
じ
よ
り
多
く
寄
与
す
る
場
合
に
は

一
個
の
結
果
に
つ
い
て
ご
個
の
原
因
が
肯
定
さ
れ
る
)
に
対
し
、
〈
-
∞
ロ
ユ

(
U
E
E
E片
山
片
ロ
ロ
仏

H72
忠
岡
山
同
円
売
宮
]Hnr。
∞
ωN芯
rz口問
2
r
ω
・
4FUHh-

吋，

g
o凹
2
・
閃
ωEmmwFom江
戸

ω・
∞
川
町
同
・
の
批
判
(
い
わ
く

Q

ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
最
も
す
く
な
く
抗
川
県
に
寄
与
し
た
条
件
に
け
が
原
因
と
呼

ば
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
そ
の
他
の
条
件
は
す
べ
て
原
因
と
さ
れ
る
と
と
に
な
る
)
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

間

〈

m-・
阿
内
・
回
同
rgamHUJNUkr・ロ・

ω・
5
F
E
C
R・

側

〈

四
--F・
吋
g
め向。
H
w
p
F
0・
ω・
8
R
u
m
-
F
S
F
U
E
ω
片岡山間間
2
2
N
E
n
r
E
H
L
g
u
E
E
H
Z
H
N
E与
uHE
〉・

5
ω
H
u
ω
H
N
U
出・

4司
己
目
「

ω可
え
円
。

nz・
酌
〉
・

ω・
怠
・
さ
ら
に
は
前
註
聞
に
紹
介
し
た
ブ

l
リ
、
ト
レ
|
ガ
!
の
批
判
参
照
。

ω
滝
川
・
犯
罪
論
序
説
(
改
訂
版
昭
一
一
八
)
四
一
頁
、
出
・
当
巳
Nmf
凶・白・

0
・
ω・
主
・

回
小
野
・
一
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
(
昭
二
八
)
七
三

i
五
頁
は
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
ー
に
対
レ
批
判
的
で
あ
る
が
同
時
に
好
意
的
で
も
あ
る
。

第
二
款

M

・E
-
マ
イ
ア
1

(
因
果
関
係
否
認
論
以
前
の
見
解
)

け

マ
イ
ア
l
は
必
須
条
件
を
「
狭
義
の
原
因
H
個
別
原
因
」
「
動
機
づ
け
」
「
法
的
に
重
要
な
条
件
」
「
法
的
に
重
要
で
な
い
条
件
」
に

過失同時犯の正犯性

区
分
け
す
る
。
「
法
的
に
重
要
で
な
い
条
件
」
だ
け
が
刑
法
上
問
題
に
さ
れ
な
い
。
「
狭
義
の
原
因
」
が
一
般
に
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
が

「
動
機
づ
け
」
「
法
的

K
重
要
な
条
件
」
も
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
。

「
狭
義
の
原
因
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
素
因
(
〉

E
o
g内

凶

g
t
g
)
の
総
体
と
し
て
の
「
広
義
の
原
因
」
の
う
ち
で
、
結
果
を
可
能
な
ら
し

め
る
そ
の
他
の
状
態
ハ
条
件
)
を
前
提
と
し
て
結
果
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
よ
う
な
動
的
条
件
(
変
更
)
で
あ
る

Q

「
動
機
づ
け
」
と
は
狭
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二〆もゐ

も一

τ 

， 
F 

説

義
の
原
因
が
現
実
的
に
作
用
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
動
機
づ
け
」
は
同
時
に
「
条
件
」
で
も
あ
り
得
る
(
マ
イ
ア
ー
は
い

論

しう
Tこ。

乙 お
と泊
にラ
つン
い プ
て を
の 一
手寸
什 の

喜重
定モ
で 倒
あれ
りる
動ょ

? 
つ tI

2五
あ ji
え江

主乙意
。に

お
く
こ
と
は

突
風
(
狭
義
の
原
因
)
が
吹
い
て
き
て
そ
の
ラ
ン
プ
を
倒
し
火
災
を
起

さ
て

寸
条
件
」
の
う
ち
で
「
法
的
に
重
要
な
条
件
」
は

マ
イ
ア
1
の
因
果
関
係
論
中
最
も
独
創
的
に
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
狭
義
の
原
因
」
に
対
し
次
の
三
の
特
異
な
関
係
に
た
つ
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

① 

因
果
継
起
関
係
H
必
須
条
件
は
結
果

κ対
し
因
果
関
係
に
た
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

と
の
関
係
を
因
果
継
起
関
係
と
い
う
(
銃
を
も
っ
て
狙
っ
て
い
た
加
害
者
と
そ
の
猟
丸
に
当
っ
て
死
ん
だ
被
害
者
の

「
狭
義
の
原
因
」

に
対
し
て
も
必
須
条

件
関
係
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。

聞
の
一
定
の
距
離
は
、

子
供
を
ラ
イ
オ
ン
の
櫨
に
と
じ
込
め
た
者

結
果
(
死
)
の
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
狭
義
の
原
因
(
弾
丸
の
命
中
〉
の
条
件
で
も
あ
る
。

は
、
ラ
イ
オ
ン
が
そ
の
子
供
を
喰
い
殺
し
た
場
合
に
は
結
果
(
死
)

ハ6

一
v

を
も
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
)
。

の
条
件
を
設
定
し
た
と
同
時
に
狭
義
の
原
因

(
ラ
イ
オ
ン
が
噛
み
つ
い
た
と
と
)
の
条
件

② 

目
的
論
的
起
因
関
係
H
条
件
と
狭
義
の
原
因
と
は
因
果
の
関
係
に
た
っ
て
い
な
い
が
、
条
件
が
、

目
的
達
成
の
た
め
に
、
存
在
す

みる
'つ斗?

2 と
宝し
舟て
にの
人狭
主義
問の
り
円原
げ因
るを
よ不Ij
7 用
E す
支る
宅場
あ(合

るιで
三ぁ

る

こ
の
関
係
は
特
に
条
件
が
人
聞
の
故
意
行
為
で
あ
る
場
合
に
問
題
に
な
る
(
抗

⑥ 

潜
在
的
起
因
関
係

U
条
件
と
狭
義
の
原
因
と
は
因
果
関
係
に
な
い
が
、
条
件
が
狭
義
の
原
因
の
添
加
に
よ
っ
て
結
果
発
生
に
至
る

で
あ
ろ
う
よ
う
な
可
能
性
を
内
含
す
る
場
合
で
あ
る
(
石
油
ラ
ン
プ
を
不
安
定
な
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
は
、

火
災
(
結
果
)
に
至
る
べ
き
可
能
性
を
内
含
し
た
条
件
の
設
定
で
あ
る
)
。

こ
れ
に
対

L
て
、
条
件
が
作
用
を
受
け
る
べ
き
実
体
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
存
在
し
な
い
力
に
委
τ

ね
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、

動
揺
す
な
わ
ち
狭
義
の
原
因
に
よ
っ
て
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Zふ
?
J

ド
J

条
件
は

「
法
的
に
重
要
で
な
い
条
件
」

に
な
る
と
さ
れ
る

(
A
は
下
男
X
が
霞
に
当
っ
て
死
ん
で
く
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
雷
雨
の
申
を
使
に
だ
し

た
G
X
は
A
の
希
望
通
り
落
雷
に
あ
っ
て
死
亡
し
た
。
と
の
場
合
、

A
は
、
作
用
を
受
け
る
べ
き
実
体

[
X
]
を
、
時
間
的
・
空
間
的
に
、
行
為
の
際
未
だ
存
在

A
h
a
g
J
)
 

す
る
に
至
ら
な
い
力
[
務
雷
]
に
委
ね
た
ζ

と
に
な
る
)

Q

す
で
に
一
言
し
た
よ
う
に

マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば

「
法
的
に
重
要
で
な
い
条
件
」

を
除
い
て
他
は
す
べ
て
共
犯
性
・
正
犯
性
の

客
観
面
を
基
礎
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
に
は
、
あ
と
は
故
意
・
過
失
と
い
う
主
観
商
で
の
基
礎
づ
け
が
あ
れ
ば
、
行
為
者
は

当
該
犯
罪
の
正
犯
と
し
て
可
罰
的
た
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
人
の
行
為
が
競
合
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
自
体
で
は
正
犯
性
の

客
観
面
・
主
観
面
を
基
礎
づ
け
得
る
行
為
も
、
共
犯
関
係
が
肯
定
さ
れ
な
い
限
り
、
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
故
意
あ
る
行
為
が
結
果

と
該
行
為
と
の
聞
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
客
観
面
で
の
法
的
重
要
性
を
失
う
に
至
る
1
1
因
果
関
係
が
中
断
す
る
の
で
は
な

い
が
ー
ー
ー
と
さ
れ
る
(
マ
イ
ア
ー
は
、
二
個
の
行
為

a
-
b
を
と
り
あ
げ
、
客
観
面
で
共
に
狭
義
の
原
因
を
設
定
し
た
場
合
、

共
に
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
得

る
条
件
を
設
定
し
た
場
合
、

一
が
原
因
を
他
が
条
件
を
設
定
し
た
場
合
を
想
定
レ

こ
れ
に
主
観
面
で
共
に
故
意
の
場
ム
口
、

共
に
過
失
の
場
合
、

一
が
故
意
他

が
過
失
の
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
組
合
わ
せ

そ
れ
自
体
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
得
る
原
因
・
条
件
と
し
て
の
行
為
a
が

介
入
し
て
き
た
第
二
の
行
為
b
に
よ
っ
て

lサ

い
か
に
影
響
さ
れ
る
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
補
充
的
因
果
関
係
の
認
識
が
あ
る
場
合
す
な
わ
ち
共
犯
関
係
が
奇
在
す
る
場
合
は
、
共
犯
と
い

う
法
律
上
重
要
な
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
次
に
b
が
責
任
無
能
力
者
の
行
為
・
非
故
意
行
為
・
強
制
さ
れ
た
行

為
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
の
法
的
重
要
性
は
b
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い

Q

レ
か
し
b
が
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
故
意
あ
る
行
為
で
あ
る
場
合
は
、
a
の
法

A
U

叩
J
V

的
重
要
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

a
に
つ
い
て
更
に
責
任
の
問
題
を
検
討
す
る
意
味
が
な
い
ζ

と
に
な
る
ω
a
は
、
通
常
、
未
遂
と
し
て
構
成
さ
れ
る
)
。

過失同時犯の正犯性

わ
れ
わ
れ
の
扱
う
過
失
同
時
犯
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
現
象
は
当
然
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
自
身
客
観
面
・
主
観
面
で

正
犯
性
を
基
礎
づ
け
得
る
行
為
は
共
に
過
失
の
同
時
正
犯
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

L
か
し
、

た
と
え
ば
、
前
掲
[
例
ニ
]
は

マ
イ
ア
ー
に
よ
れ

ば
過
失
同
時
正
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

(
マ
イ
ア
|
の
次
の
説
明
か
ら
当
然
に
推
論
で
き
る
帰
結
で
あ
る
。

マ
イ
ア
ー
は
い
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ι 
h 

説

ぅ
。
「
A
は
家
に
火
を
放
っ
た

Q
し
か
し
一
通
風
が
な
く
て
焔
は
消
え
よ
う
と
し
て
い
た
O
i
-
-
-
下
男
C
は
過
失
的
に
石
油
を
と
ほ
し
火
勢
を
織
に
し
た

Q

A
は
放

火
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
」
)
。

論

右
に
紹
介
し
た
マ
イ
ア
1
の
見
解
は
独
創
的
で
あ
り
、
論
理
的
に
も
き
び
し
い
態
度
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
問
の
点

が
多
い
。

ま
ず
、

わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
関
心
に
係
る
と
こ
ろ
の
過
失
伺
時
犯
の
問
題
に
お
い
て
、

な
ぜ
事
後
に
介
入
し
て
き
た
過
失
行
為
に
よ
っ

で
始
め
の
過
失
行
為
の
因
果
的
重
要
性
が
排
除
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る

Q

、

、

、

、

、

、

「
人
聞
は
、
法
に
対
し
、
彼
が
欲
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
伎
が
行
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
し
か
し

て
他
人
が
行
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
彼
が
行
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

Q

と
こ
ろ
で
、
結
果
が
責
任
能
力
者
の
自
由

マ
イ
ア
1
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

に
し
て
故
意
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場
合
に
は
、

そ
れ
以
前
に
他
の
人
聞
が
そ
の
結
果
を
志
向
し
て
行
動
に
で
て
い
た
か
ど
う
か

は
正
犯
性
の
確
定
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
第
二
の
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
彼
が
歩
み
寄
っ
て
合
流
し
た
状
態
が
犯
罪

的
挙
動
の
も
た
=
り
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
第
一
の
行
為
者
は
た
し
か
に
彼
の
行
動
を
通
じ
て

、.、.

結
果
を
惹
起
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
表
明
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
の
行
動
で
は
な
く
事
後
に
表
わ
れ
た
身
体
活
動
が
完
成
し
た
結
果
を

ハ日
J
V

現
に
も
た
ら
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
よ
し
か
し
な
が
ら
、
こ
乙
か
ら
直

κ、
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
故
怠
あ
る
行
為
が
介
入
し
た
場
合

に
だ
け
、
先
行
し
た
行
為
の
因
果
的
重
要
性
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
で
き
る
で
あ
ろ
う
か

Q

右
心
マ
イ
ア
l
の
説
明
に
お
い

、.、.、.、.、.、.、.

て
、
「
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
故
意
あ
る
行
為
」
の
代
り
に
他
人
の
過
失
行
為
を
挿
入
し
た
場
合
、
違
っ
た
説
明
を
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
事
後
に
介
入
し
た
過
失
行
為
が
「
完
成
し
た
結
果
を
現
に
も
た

3

り
し
た
の
だ
」
と
い
っ
て
す
こ
し
も
不
当

で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
が
マ
イ
ア
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
す
く
な
く
と
も
自
ら
注
意
・
予
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見
を
欠
く
こ
と
を
示
す
者
は
、
他
の
人
聞
に
つ
い
て
注
意
・
予
見
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
役

ω符
為
は
い
か
な
る
結
果

(ヨ
)Km)
を
も
持
ち
得
ま
い
。
」
そ
う
で
あ
れ
ば
、
過
失
同
時
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
は
そ
れ
ぞ
れ
な
ん
ら
の
結
束
を
も
持
ち
得
な
い
乙

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ア
I
の
因
果
関
係
論
に
拠
っ
て
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
方
で
は
、
「
責
任
能

力
者
の
自
由
に
し
て
故
意
あ
る
行
為
」
が
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
来
、

正
犯
性
を
基
礎
づ
け
得
る
原
因
・
条
件
の
設

定
者
は
主
観
的
要
件
(
過
失
)
の
確
定
を
も
っ
て
当
然
に
過
失
同
時
正
犯
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
、

な
ぜ
、
故
意
行
為

が
介
入
し
た
場
合
に
限
っ
て
、

正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
に
足
る
始
め
の
原
因
・
条
件
が
既
遂
の
正
犯
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
中

と
い
う
点
を
追
求
し
て
ゆ
く
と
、
結
局
、
過
失
同
時
正
犯
は
構
成
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ
の
点
に
疑
問
を
感
じ
る

Q

止
す
る
に
至
る
か
、

け

さ
ら
に
彼
の
因
果
関
係
論
の
根
本
的
な
問
題
に
も
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
条
件
が
法
的
に
重
要
で

、.、，、.、.、.、.

あ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
重
要
で
な
い
と
さ
れ
る
根
拠
に
係
る
。
論
点
は
、
条
件
が
存
在
し
な
い
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
場
合
と
存
在

、，‘.、，

す
る
力
を
利
用
し
た
場
合
の
相
違
に
し
ぼ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
マ
イ
ア
I
自
身
乙
の
相
違
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
は
む
ず
か
し
い
と

戸
川

J
〉

認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
難
点
は
、
事
実
の
確
定
の
困
難
さ
に
つ
き
る
と
い
う
の
で
あ
る

Q

さ
て
、
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
落
雷
を
期
待
し
て
他
人
を
野
原
に
赴
か
し
め
る
こ
と
は
未
だ
存
在
し
な
い
力
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
だ

、.、.、.、.、.

け
で
あ
り
、
沈
み
ゆ
く
舟
に
他
人
を
し
ば
り
つ
け
る
こ
と
は
存
在
す
る
カ
を
利
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る

Q

し
か
し
、
ト
レ
I
ガ

1
が
指
摘

、.、.、.、.、.、.、.、.

す
る
よ
う
に
、
二
種
の
電
気
を
持
っ
た
雷
雲
に
は
沈
み
ゆ
く
舟
の
場
合
に
お
け
る
水
と
同
じ
よ
う
に
力
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
マ

、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
，
、
.
、
.
、
，
、
.
、
，

イ
ア
1
の
い
わ
ゆ
る
存
在
す
る
力
の
利
用
と
存
在
し
な
い
カ
の
利
用
の
相
違
は
、
そ
の
力
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
、
結
果
発
生
に
関
す

マ
イ
ア
1
K
対
す
る
疑
問
は
、

過失同時犯の正犯性

守

h、〈

& 

「
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‘、

税

る
予
見
可
能
性
の
強
弱
の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
涜
み
ゆ
く
舟
に
人
を
レ
ば
り
つ
け
る
場
合
に
は
、

結
果
発
庄
の
予
見
可
能

牲
は
強
く

落
雷
を
期
待
し
て
人
を
野
原
に
赴
か
し
め
る
場
合
に
は

存
在
す

落
雷
が
あ
る
か
ど
う
か
の
予
見
可
能
性
は
弱
い
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

論

る
力
を
利
用
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
カ
を
利
用
す
る
と
と
の
区
別
は
、
こ
こ
に
そ
の
解
決
の
鍵
を
お
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

純
粋
に
客
観
的
な
面
で
条
件
閣
の
差
異
を
発
見
し
得
る
と
信
じ
た
マ
イ
ア

1
の
根
本
的
な
態
度
自
体
に
大
き
な
疑
問
が
な
げ
か
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

f

以
上
の
検
討
を
経
て
、

わ
れ
わ
れ
は
マ
イ
ア

I
の
世
界
に
も
と
ど
ま
り
得
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
西
原
・
間
接
正
犯
論
序
説
(
早
稲
田
法
学
三
ご
巻
三
・
四
冊
)
二
四
三

l
二
四
五
頁
に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ア
ー
は
、
教
唆
犯
を
「
動
機
づ
け
」
と
し
て
、
従

犯
を
「
原
因
に
対
し
起
図
的
関
係
に
立
た
な
い
単
な
る
条
件
の
設
定
」
と
し
て
構
成
し
た
と
さ
れ
る
(
西
原
講
師
に
お
い
て
、
原
因
に
対
し
起
因
的
関
係

に
た
た
な
い
単
な
る
条
件
と
は
い
か
な
る
条
件
を
指
す
の
か
あ
き
ら
か
で
は
な
い
)

Q

し
か
し
、
マ
イ
ア
ー
は
、
「
動
機
づ
け
し
も
場
合
に
よ
っ
て
は
間
接

正
犯
た
り
得
る
と
し
、
条
件
の
設
定
も
共
同
正
犯
た
り
得
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
冨
切
宮
ミ

2v
の
Eω
己
主

Z
5
5ロ
宮
口
問
w

∞田口
N
R
L
ロ
R

凶
冨
・
開

-
z
a。
Hum-
白・

o'ω-N由
民

-Lロ与・

8
r
印二-

叩
冨
・
肘
・
冨
ミ

2w
同

-
F
0・
ω・
ω品開・

凶
間
宮
・
開
・
冨

aoHU
白
-
P
。・

ω-U斗
〉

-
y
g
w
記
-

回

ubBRa-83
を
乙
こ
で
は
継
起
関
係
と
訳
し
た
い
(
滝
川
(
春
了

M
・
E
・
7

イ
ヤ

1
1木
村
編
刑
法
学
入
門
一
九
一
頁
以
下
は
「
発
生
」
と
訳

す
)
。
但
し
マ
イ
ア
!
が
、
条
件
と
原
因
と
の
問
に

uhorc-c間
百
円
『
め
の
2
H
O
B
H
F
C
R
J
b
2
0ロ
co--o
の
め
ロ
耳
伊
丹
E
ロ
ェ
が
あ
る
場
合
と
称
す
る
と
乙
ろ
は
目

的
論
的
起
因
関
係
、
潜
在
的
起
因
関
係
と
訳
す
乙
と
に
す
る
。
マ
イ
ア
ー
は
の

g
2色
。
ロ
概
念
を
利
用
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
以
下
に
求
め
る
。
条
件

と
原
因
は
一
緒
に
結
果
を
昼
む
。
彼
等
は
結
果
の
両
親
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
が
彼
等
は
結
果
に
と
っ
て
祖
父
母
に
当
る
と
こ
ろ
の
両
親
を
持
っ
て
い
る
|

冨
・
開

-zaoHU国
-
P
0
.
ω
・
8.

同

M

Z・肘
-
z
a
R
P
目・。・

ω・
2
R・
E-

m
z・
開
・
冨
印
有
H
u
p
P
0・
ω・
8
R
w
戸
時

w
E・
E-
滝
川
(
春
)
・
前
掲
論
文
一
九
ご
頁
は
、
「
発
生
が
目
的
論
的
と
い
う
の
は
、
条
件
が
目
的
を

、.. 
、.、.、.、.、.、.

達
成
す
る
た
め
に
存
す
る
カ
と
し
て
、
狭
義
の
原
因
に
奉
仕
す
る
場
合
で
L

(
傍
点
筆
者
)
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
正
確
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
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け

間

宮

-HW-zaRU同
・
白
・
。
・

ω・
ー
白
血
-
w

叶

N
r
戸片岡
J
E
-

刷
冨
・
何
・
冨

a
F
F
同・

0
・

ω・
4
m
同・

捌
冨
・
開
・
冨
a
m
H
w
p
白・

0
・
ω・
5
0
H同・

仰
マ
イ
ア
ー
は
、
後
に
?
数
人
の
一
行
為
が
時
間
的
に
同
時
に
競
合
す
る
場
合
の
ほ
か
は
同
時
正
犯
は
成
立
し
得
な
い
と
説
く
に
至
っ
た

l
z・
開
・
冨

a・

2
w
k
r口問・

J

門・

ω-ug・
し
か
し
一
今
わ
れ
わ
れ
が
一
検
討
し
て
い
る
マ
イ
ア

i
の
見
解
に
は
、
か
よ
う
な
限
定
は
見
出
さ
れ
な
い

Q

因
に
マ
イ
ア
ー
が
同
時
正

、，、.

犯
を
々
厳
格
に
同
時
的
競
合
に
限
定
す
る
に
至
っ
た
根
拠
は
、
時
間
的
に
相
前
後
す
る
数
人
の
行
為
に
つ
い
て
同
時
正
犯
を
構
成
す
る
と
き
は
、
第
二
の
行

、.、.、，、.、.

ィ
為
が
ん
W
酔
行
為
で
あ
る
場
ム
尺
第
一
の
行
為
の
因
果
的
重
要
性
は
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
、
数
個
の
正
犯
行
為
を
前
提
す
る
同
時
正
犯
概
念
が
矛
盾
に

、、

，
逢
着
す
る
と
い
う
に
あ
る
。
一
、
わ
れ
わ
れ
が
時
間
的
に
相
前
後
す
る
数
個
の
過
失
行
為
;
を
問
題
に
し
て
ゆ
乙
う
と
し
て
い
る
ζ

と
の
障
碍
に
は
な
ら
な
い

Q

四

冨

・

何

-
Zミ
F
p
g包
NEggg巾
吾
自
由

wω
・

5
N
〉

Y
H
8・

間
宮
・
開
・
呂
田
百
円
w
p
同・

0
・∞・

5
島内・

幽
認
・
開
・
冨
ミ
2
w
回

-
P
。・

ω-HS-

回

マ

イ

ア

ー

は
1

当
時
ど
う
し
て
も
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
因
果
関
係
中
断
論
に
関
し
、
因
果
関
係
の
中
断
と
い
う
概
念
自
体
は
木
製
の
鉄
で

あ
る
と
し
な
が
ら
も

T
図
果
関
係
が
中
断
す
る
場
合
の
一
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
故
意
あ
る
行
為
の
介
入
L

と
い
う
現

象
に
び
き
ず
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

!
l〈
巴
・
句
・
句
。
自
問

J
C
E
R
F
2
Yロロ開
u
ω
-
S
R
な
お
因
果
関
係
中
断
論
に
つ
い
て
は
次
節
参
照
。

倒
冨
・
開
・
冨

a
F
F
ω
。・

ω-a同
-

m
F
-
H，
g品
。
♂
関
山
口
ω白

-Z岡
江
戸

ω
-
H
C
U
F

制
〈
開
「
何
・
回
目
立
B
S
F
州内

gm釦
]
匂

H
D
E
E
r
ω
-
A
H
C
U
F・、
H
S
品
2
w
p
日・

0
・
ω
-
H
E
-

過失同時犯の正犯性

J

第
三
款

ナ

l

ク
ラ

I

ナ
I
ク
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
因
果
関
係
論
に
お
い
て
「
原
因
」
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
違
法
判
断
、
責
任
判
断
の
基
礎
を

な
す
構
成
要
件
該
当
性
と
い
う
問
題
の
事
実
的
側
面
を
確
定
す
べ
き
課
題
に
奉
仕
す
る
と
と
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
で
、
あ
る
行
為
は
、
あ
る

構
成
要
件
の
充
足
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
場
合
に
当
該
構
成
要
件
該
当
性
を
獲
得
す
る
。
し
か
る
に
構
成
要
件
の
充
足
に
決
定
的
で
あ
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る
か
ど
吹
か
の
い
剃
騎
は
ブ
個
別
的
U41
異
体
的
f
客
観
的
・
経
験
的
見
地
か
ら
、

す
る
結
果
に
と
り
わ
砂
め
h
r
恥
と
み
ら
れ
得
る
か
ど
う
か
に
係
っ
て
い
話
。
従
っ
て
、

成
要
件
的
ー
結
果
の
決
定
的
…
条
件
と
み
ら
れ
た
な
ら
ば
、

当
該
行
為
が
社
会
的
評
価
の
下
で
当
該
構
成
要
件
の
予
定

当
該
行
為
が
、

か
よ
う
な
基
盤
の
下
で
、

当
該
構

そ
の
行
為
は
そ
の
結
果
の

「
原
因
」

そ
の
行
為
は
そ
の
構
成
要
件
に

と
せ
ら
れ
、

該
当
す
る
と
い
わ
れ
る
と
&
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ナ
I
ク
ラ
1
の
根
本
的
態
度
は
直
に
正
犯
・
共
犯
の
分
野
に
応
用
さ
れ
る
。
ナ
1
ク
ラ
ー
は
い
う
。
構
成
要
件
的
結
果
の

原
因
設
定
者
が
正
犯
で
あ
り
、
単
な
る
条
件
の
設
定
者
は
共
犯
で
あ
る
、
と
。

ニ
ー
社
会
的
評
価
が
い
か
な
る
条
件
を
目
し
て
そ
の
結
果
の
決
定
的
条
件
で
あ
る
と
す
る
か
、
と
い
う
点
に
ナ
1
ク
ラ
I
の
見
解
に
お

け
る
問
題
の
核
心
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
ナ
l
ク
ラ
I
の
説
明
を
き
こ
う
。

、、、

生
活
の
通
則
上
決
定
的
条
件
と
さ
れ
る
の
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

Q

放
火
に
あ
っ
て
一
旦
無
事
に
屋
外
に
退
避
し
な
が
ら
、
な
ん
の
理
由
も
な
く
再
び
燃
え
さ
か
る
屋
内
に
戻
っ
て
焼
死
ん
だ
被
害
者

つ
ま
り
被
害
者
本
人
が
死
の
決
定
的
条
件
を
設
定
し
た
の
で
あ
っ
て
放
火
犯
で
は
な
い
の
で
あ
一
旬
。

本
(ロ)人

の
行
為

① 付

外
套
と
共
に
携
帯
品
預
所
に
預
け
ち
れ
た
ピ
ス
ト
ル
を
明
不
注
意
に
扱
っ
て
事
故
を
起
し
た
第
三
者
の
行
為
。

を
預
け
た
本
人
は
事
故
の
決
定
的
条
件
を
設
定
し
た
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
ピ
ス
ト
ル

宇す

雇
主
の
不
注
意
で
覆
い
の
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
た
危
険
な
機
械
に
、
近
道
し
よ
う
と
し
て
落
込
ん
だ
被
傭
者
自
身
の
行
為
。

次
に
、
社
会
関
係
上
、
他
の
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
は
高
価
で
あ
り
な
が
ら
、
相
互
に
同
価
の
数
個
の
行
為
|
|
共
働
原
因

② 
さ
れ
る
。

(宮
F
Z
6
2『
g
n
Fロロ
m)
・
複
数
原
因
(
富
岳
吋
宮
山
門
〈
O
ロ
d
a
m
n
y
g
)
|
|
4
も
決
定
的
条
件
と
い
え
る

Q

乙
れ
に
は
次
の
よ
う
な
場
合
が
算
入
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(イ)

「
数
人
の
諒
解
に
基
づ
い
た
共
働
が
あ
っ
て

わ
れ
る
」
場
合

Q

彼
等
に
と
り

結
果
が

、.、.、，、
..
 

統
一
さ
れ
た
力
に
よ
る
実
現
へ
の
全
体
所
為
と
し
て
表

、.、.、.、.、.

「
そ
れ
ら
の
行
為
が
社
会
的
に
は
同
等
に
重
要
と
み
ら
れ
る
」

数
個
の
行
為
の
聞
に
諒
解
に
基
づ
い
た
共
働
は
存
在
し
な
い
が
、

場
合
(
必
要
的
併
合
行
為
)
。
た
と
え
ば
、
左
官
の
怠
慢
な
壁
造
り
と
大
工
の
怠
慢
な
屋
根
葺
き
が
重
な
っ
て
家
が
崩
壊
し
た
場
合
と
か
一

方
の
自
動
車
運
転
手
が
カ
ー
ブ
を
減
速
し
な
い
で
飛
ば
し
た
の
に
対
し
、
他
方
の
運
転
手
も
超
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
き
た
た
め
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
得
ず
た
め
に
衝
突
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
医
師
が
う
っ
か
り
致
死
量
の
毒
薬
を
処
方
重
に
記
入
し
た
の
に
対

し
、
薬
剤
師
が
医
師
の
過
誤
を
充
分
認
識
で
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

合
も
乙
ζ

に
属
す
る
。

(ロ)

そ
の
ま
ま
患
者
に
致
死
量
の
毒
薬
を
交
付
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
場
冶
に
も
共
働
原
因
が
構
成
さ
れ
る
。
各
共
働
者
が
同
時

諒
解
に
基
づ
い
た
共
働
が
存
在
し
な
い
場
合
で
、

-
W
/
 

'v
、

、に各
自
そ
れ
自
体
で
結
果
発
生
に
充
分
で
あ
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
と
か
、

し
、
他
が
防
止
義
務
を
怠
っ
て
そ
れ
を
放
任
し
た
場
合
(
運
転
手
が
ヌ
ピ
1

ド
違
反
運
転
を
行
い
、
主
人
が
そ
れ
を
放
任
し
た
結
果
、
通
行
人
を
蝶
死

さ
せ
た
)
で
あ
る
。

ナ
1
ク
ラ
!
の
右
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、

一
人
が
結
果
発
生
に
充
分
で
あ
る
よ
う
な
行
為
を
為

わ
れ
わ
れ
の
過
失
同
時
正
犯
は
|
|
わ
た
く
し
の
理
解
す
る
限
り
で
は
ナ
I
ク
ラ

I
は
明

言
し
て
お
ら
な
い
が

l
l過
失
的
に
数
値
の
「
原
因
」
を
設
定
し
た
場
合
お
よ
び
過
失
的
に
「
共
働
原
因
」
を
設
定
し
た
場
合
に
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
原
因
と
は
な
に
か
、
共
働
原
因
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
も
、
右
に
眺
め
た
よ
う
に
か

な
り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ナ

I
ク
ラ
ー
に
よ
る
過
失
同
時
正
犯
は
、
た
と
え
ば
、
②
の
刷
・
{
例
四
]
左
官
の
怠
慢
な
壁

造
り
と
大
主
人
の
怠
慢
な
屋
根
葺
き
が
重
っ
て
家
が
崩
壊
し
死
傷
者
を
だ
し
た
場
合
に
お
け
る
左
官
と
大
工
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
②
の
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論

け
・
[
例
五
]
運
転
手
が
法
外
の
ス
ピ
ー
ド
で
車
を
飛
ば
し
、
主
人
も
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
止
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
通
行
人
を

繰
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
に
お
け
る
運
転
手
と
そ
の
主
人
に
つ
い
て
肯
定
さ
れ
る

Q

こ
れ
に
反
し
て
、
本
章
第
四
節
で
紹
介
す
る
よ

う
に
、
①
の
同
一
に
お
い
て
、
ピ
ス
ト
ル
を
預
け
た
者
、
ピ
ス
ト
ル
を
不
注
意
に
扱
っ
て
他
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
過
失
致
死
罪

の
同
時
正
犯
と
考
え
る
論
者
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
ナ
1
ク
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ピ
ス
ト
ル
-
を
預
け
た
者
は
原
因
を
設
定
し
た
乙
と
に
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

正
犯

ιせ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

Q

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
ど
ル
ク
マ
イ
ア
l
の
見
解
を
検
討
し
て
、
原
因
と
条
件
と
を
結
果
に
寄
与
し
た
数
量
的
度
合
に
従

づ
て
区
別
す
る
ζ

と
は
不
可
能
に
近
く
、
ま
た
仮
に
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
区
別
は
刑
法
上
重
要
な
区
別
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
と
考
え
た
。
ナ
l
ク
ラ
ー
も
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ア
l
の
理
論
が
挫
折
し
た
の
は
、
専
ら
自
然
科
学
に
依
存
し
て
原
因
、
条
件
の
区
別
を
た

円四一
v

て
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
認
め
て
い
る

Q

そ
れ
故
に
と
そ
彼
は
、
社
会
的
評
価
と
い
う
契
機
を
導
入
し
、
原
因
、
条
件
の
区
別
を
た
て

、.、，、，、.、，、，、.

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
原
因
と
条
件
の
区
別
は
、
因
果
関
係
の
理
論
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

}、、、、、、、、、、

ナ
1
ク
ラ
[
の
傾
き
は
む
し
ろ
構
成
要
件
該
当
性
の
理
論
へ
の
志
向
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ナ

I
ク
ラ
l

に
対
す
る
批
判
は
、
彼
の
掲
げ
る
決
定
的
条
件
(
原
因
)
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
の
事
実
的
側
面
が
明
確
に
し
か
も
妥

当
に
決
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
ナ
I
ク
ラ
l
は
、
交
通
事
故
に
お
い
て
結
果
の
原
因
を
設
定
し
た
者
は
、
交
通
規
則
に
違
反
し
て
衝
突
を
ひ
き
起
し
た
者
だ

け
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
、
乙
の
点
を
捉
え
て
、
因
果
関
係
の
問
題
と
違
法
性
の
問
題
の
混
同
が
あ

る
と
非
難
し
て
い
る
。
ナ

1
ク
ラ

1
の
真
意
は
因
果
関
係
の
問
題
を
超
え
た
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
解
決
に
あ
る
と
し
て
も
、
構
成
要

件
該
当
性
を
違
法
性
に
依
存
さ
せ
る
ζ

と
は
正
当
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

ま
た
、
ナ
1
ク
ラ
I
は
、
過
失
的

K
生
成
せ
ら
れ
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(→ 過失同時犯の正犯性

た
危
険
状
態
に
、
独
立
し
て
介
入
す
る
故
意
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
故
意
行
為
だ
け
が
原
因
と
芯
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
っ
て

い
る
。
な
ぜ
、
独
立
し
て
介
入
す
る
故
意
行
為
だ
け
が
、
原
因
す
な
わ
ち
社
会
的
評
価
の
下
で
の
決
定
的
条
件
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点

は
明
確
で
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
ナ

1
ク
ラ
l
は
、
第
一
の
行
為
が
そ
れ
自
体
結
果
発
生
に
充
分
で
あ
る
場
合
以
外
で
は
、
仮
に
第
二
の
行

為
が
第
一
の
行
為
に
比
し
結
果
惹
起
へ
の
寄
与
の
度
合
に
お
い
て
劣
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
第
二
の
行
為
を
原
因
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
第
二
の
行
為
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
の
理
由
は
あ
き
ら
か
で
な
い

Q

ナ
1
ク
ラ

1
の
決

定
的
条
件
の
内
容
は
、
極
め
て
媛
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
わ
、
さ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
ナ

I
ク
ヲ
ー
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば

{
例
四
1

例
五
]
は
過
失
同
時
正
犯
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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