
一　

は
じ
め
に

　

不
真
正
不
作
為
犯
の
本
質
は
一
定
の
法
律
上
の
作
為
義
務
に
違
反
し
た
点
に
あ
り
、
そ
の
作
為
義
務
は
法
令
、
契
約
・
事
務
管
理
、
条

理
・
慣
習
を
根
拠
に
発
生
す
る
と
い
う
の
が
、
従
来
の
通
説
的
見
解�
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
今
や
厳
し
い
批
判
に
晒

さ
れ
て
い
る
。
批
判
の
要
点
は
、
第
一
に
、
法
令
や
契
約
な
ど
の
形
式
的
な
根
拠
だ
け
で
刑
法
上
の
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
者
は
道
路
交
通
法
上
こ
れ
を
報
告
し
救
護
す
る
義
務
を
負
う
が
、
そ
こ
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か
ら
直
ち
に
殺
人
罪
や
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
作
為
義
務
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
契
約
の
不
履
行
に
よ
っ
て
他
人
の
法
益

を
侵
害
し
て
も
、
そ
れ
は
民
事
上
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
不
真
正
不
作
為
犯
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で

あ
る�
。
批
判
の
第
二
は
、
通
説
が
条
理
や
慣
習
を
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、
法
令

や
契
約
と
い
っ
た
形
式
的
根
拠
が
刑
法
上
の
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
は
十
分
で
な
い
と
す
る
と
、
通
説
は
結
局
、
条
理
や
慣
習
に

基
づ
い
て
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
決
定
す
る
ほ
か
な
い
が
、
条
理
や
慣
習
と
い
っ
た
基
準
は
不
明
確
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
条

理
や
慣
習
を
刑
法
上
の
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
に
含
め
る
こ
と
は
刑
法
上
の
義
務
と
道
徳
上
の
義
務
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
で

な
い
と
さ
れ
る�
。

　

そ
こ
で
、
最
近
で
は
、
法
令
等
に
よ
り
行
為
者
が
作
為
す
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
規
範
的
な
観
点
を
極
力
排
除
し
、
法

益
の
事
実
上
の
引
受
け
や
因
果
経
過
の
排
他
的
支
配
と
い
っ
た
事
実
的
な
観
点
か
ら
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
確
定
し
よ
う
と
す

る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
支
持
者
を
増
や
し
て
い
る�
。
そ
れ
で
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
は
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
的
要
素
に
よ
っ

て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解
は
、
も
は
や
支
持
す
る
に
値
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿

は
、
こ
う
し
た
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解

　
�
　

最
初
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
こ
の
見
解
の
代
表
と
し
て
、
大
谷
實
教
授
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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大
谷
教
授
の
見
解
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
同
価
値
性
の
原
則
で
あ
る
。
同
価
値
性
の
原
則
と
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
も
と

も
と
作
為
犯
と
し
て
の
実
行
行
為
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
作
為
犯
の
構
成
要
件
が
本
来
予
定
し
て
い
る
法
益
侵
害
の
危
険
性

と
同
程
度
の
危
険
性
を
有
す
る
不
作
為
に
限
り
実
行
行
為
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原
則
で
あ
る�
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
人
の

不
作
為
に
作
為
犯
と
同
様
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
谷
教
授
に
よ
る
と
、
一
定
の
不
作
為
が
作
為
と
同
程
度
の

危
険
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
被
害
者
な
い
し
被
害
法
益
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
た
め
、
社
会
生
活
上
そ
の
者
に
当
該
法
益
の

保
護
が
具
体
的
に
依
存
し
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
支
配
し
う
る
地
位
を
有
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
法
は
、
そ
の
よ
う

な
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
な
い
し
支
配
関
係
を
根
拠
と
し
て
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
防
止
を
保
障
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
法
律
上
の
作
為
義
務
（
保
障
人
的
義
務
）
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
律
上
の
作
為
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

に
違
反
し
た
と
き
に
不
真
正
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る�
。

　

大
谷
教
授
は
、
法
律
上
の
作
為
義
務
を
認
め
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
①
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
が
生
ず
る
こ
と
、
②
作
為
に
よ
っ

て
結
果
防
止
が
確
実
に
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
④
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
作
為
が

可
能
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

　

作
為
義
務
を
認
め
る
た
め
の
第
一
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
子
供
が
溺
れ
か
か
っ
て
い
る
と
か
、
事
務
所
の
一
部
に
火
が
付
い
た

と
い
う
よ
う
に
、
一
定
の
作
為
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
結
果
が
現
実
に
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
切
迫
し
た
危
険
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
た
と
き
に
、
初
め
て
作
為
義
務
違
反
の
不
作
為
が
作
為
と
同
じ
程
度
の
結
果
惹
起
の
可
能
性
を
有
す
る
と

い
え
る
の
で
あ
る�
。
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第
二
に
、
行
為
者
が
事
実
上
因
果
の
経
過
を
支
配
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
期
待
さ
れ
た
作
為

に
よ
っ
て
結
果
の
防
止
が
ほ
と
ん
ど
確
実
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
作
為
義
務
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
の
被
害
者

に
つ
い
て
、
救
護
措
置
を
講
じ
て
も
助
か
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
不
救
護
の
ま
ま
被
害
者
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
死

亡
の
原
因
は
交
通
事
故
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
不
救
護
自
体
が
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ�

る�
。

　

第
三
の
要
件
は
、
社
会
生
活
上
被
害
者
な
い
し
被
害
法
益
と
の
依
存
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係

が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
法
令
、
契
約
・
事
務
管
理
、
条
理
・
慣
習
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
令
に
基
づ
く
作
為
義

務
の
根
拠
の
例
は
、
民
法
八
二
〇
条
に
よ
る
親
権
者
の
子
に
対
す
る
監
護
義
務
や
、
警
察
官
職
務
執
行
法
三
条
に
よ
る
保
護
義
務
な
ど
で

あ
る
。
契
約
に
基
づ
く
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
、
契
約
に
よ
っ
て
幼
児
の
養
育
を
引
き
受
け
る
場
合
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
事
務
管

理
と
は
、「
義
務
な
く
し
て
他
人
の
為
め
に
事
務
の
管
理
を
始
め
た
」（
民
法
六
九
七
条
）
場
合
を
い
う
。
条
理
に
基
づ
く
作
為
義
務
は
、
信

義
誠
実
の
原
則
な
い
し
公
序
良
俗
を
基
礎
と
し
て
発
生
す
る
作
為
義
務
で
あ
り
、
先
行
行
為
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る�
。

　

第
四
の
要
件
と
し
て
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
作
為
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
為
の
可
能
性
が
な

け
れ
ば
、
社
会
は
行
為
者
に
作
為
を
期
待
し
な
い
か
ら
、
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
て
も
作
為
義
務
は
生
じ
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
実
の
子
で
あ
る
幼
児
が
溺
れ
か
か
っ
て
い
る
場
合
、
荒
波
な
ど
の
た
め
に
危
険
で
救
助
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
不
可
能
な

と
き
は
、
そ
の
父
母
に
作
為
義
務
は
な
い
と
さ
れ
る�
。

　

以
上
の
四
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
作
為
義
務
が
発
生
し
、
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
に
実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
大
谷
教
授
は
、
構
成
要
件
は
異
な
る
が
作
為
の
内
容
が
同
じ
種
類
の
作
為
義
務
に
つ
い
て
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
い
ず
れ
の

構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
は
同
価
値
性
の
観
点
か
ら
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
保
護
責
任
者

遺
棄
致
死
罪
と
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
通
行
人
を
轢
き
重
傷
を
負
わ
せ
た
自
動
車
運
転
手
が
、
そ
の
事
実

に
気
づ
き
な
が
ら
被
害
者
を
放
置
し
て
逃
走
し
た
場
合
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
条
理
上
の
義
務
が
あ
っ
て
も
、
被
害
者
の
負
傷
の
程
度
、

被
害
者
が
救
助
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
の
点
か
ら
、
そ
の
不
保
護
が
類
型
的
に
生
命
に
危
険
を
生
ぜ
し
め
る
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
遺

棄
罪
に
必
要
な
作
為
義
務
違
反
は
な
く
、
単
に
道
路
交
通
法
上
の
救
護
義
務
違
反
の
罪
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
被

害
者
が
要
保
護
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
自
動
車
に
乗
せ
な
が
ら
事
故
の
発
覚
を
恐
れ
、
途
中
で
被
害
者
を
降
ろ
し
て
放
置
し
た
場

合
に
は
、
一
旦
は
救
護
を
開
始
し
被
害
者
を
自
己
の
支
配
領
域
内
に
置
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
に
必
要
な
作
為
義
務

が
発
生
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
死
の
危
険
が
具
体
的
に
な
り
、
行
為
者
の
作
為
義
務
違
反
に
よ
っ
て
死
の
結
果
を
惹
起
せ
し
め
る
作
為

と
同
程
度
の
類
型
的
危
険
を
有
す
る
と
い
え
る
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
の
実
行
行
為
に
当
た
る
と
さ
れ
る�
。

　
�
　

以
上
の
よ
う
な
大
谷
教
授
の
見
解
の
特
徴
は
、
法
令
や
契
約
な
ど
の
形
式
的
根
拠
の
み
を
も
っ
て
作
為
義
務
を
認
め
る
の
で
は
な

く
、
支
配
領
域
性
や
結
果
防
止
の
可
能
性
な
ど
の
要
素
を
も
加
味
し
、
不
作
為
が
法
益
侵
害
の
現
実
的
危
険
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
観
点
か
ら
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
他
の
論
者
も
、
表
現
に
多
少

の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様
の
判
断
方
法
を
採
用
し
て
い
る�
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
第
一
の
批
判
は
、
現
在
の
通
説
に

は
当
た
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
だ
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解
と
事
実
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
と
で
は
、
同
じ
く
「
結
果
発
生
の
現
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実
的
危
険
性
」
あ
る
い
は
「
法
益
の
依
存
性
」
を
問
題
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
事
実
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
は
、
結
果
発
生
の
危
険
性
と
か
法
益
の
依
存
性
と
い
う
場
合
、
通
常
、
客
観
的
あ
る
い
は
科
学
的
な

意
味
で
の
そ
れ
を
観
念
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
、
大
谷
教
授
は
、
不
作
為
が
作
為
と
同
様
の
危
険
性
を
有

す
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
を
社
会
通
念
あ
る
い
は
一
般
人
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
作
為
義
務
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て

は
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
社
会
が
行
為
者
に
結
果
防
止
を
期
待
す
る
か
ど
う
か
に
着
目
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
支
配
で
き
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
社
会
生
活
上
結
果
の
防
止
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い

者
に
つ
い
て
は
依
存
関
係
が
な
く
、
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る�
。
こ
の
よ
う
に
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解
に
お
い
て

は
、
結
果
発
生
の
危
険
性
あ
る
い
は
法
益
の
依
存
性
と
い
う
概
念
自
体
が
、
社
会
通
念
な
い
し
社
会
的
期
待
と
い
う
観
点
か
ら
規
範
的
な

意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る�
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
通
説
は
、
社
会
通
念
や
社
会
的
期
待
と
い
う
基
準
は
不
明
確
で
あ
る
と
い

う
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
第
二
の
批
判
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
現
在
の
通
説
が
法
令
や
契
約
な
ど
の
形
式
的
根
拠
以
外
に
作
為
と
不
作
為
の
同
価
値
性
や
排
他
的
支
配
な
ど
の
要
素
を
併
せ
て

考
慮
し
て
い
る
点
に
も
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
価
値
性
や
排
他
的
支
配
が
あ
っ
て
初
め
て
不
真
正
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
端
的
に
そ
れ
ら
の
要
素
を
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
法
令
な
ど
の
形

式
的
根
拠
が
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る�
。

　

こ
の
よ
う
な
通
説
の
問
題
点
を
意
識
し
、
規
範
的
要
素
に
代
え
て
事
実
的
要
素
を
も
と
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
確
定
し
よ

う
と
す
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
見
解
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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三　

事
実
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解

　
�
　

日�
義
博
教
授
は
、
先
行
行
為
の
存
在
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
不
真
正
不
作
為
犯
の
本
質
の
解
明
を
試
み
ら
れ
た
。
日�
教
授
に

よ
る
と
、
作
為
と
不
作
為
は
、
そ
の
存
在
構
造
を
異
に
す
る
。
作
為
は
、
法
益
侵
害
に
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
惹
起
し
、
そ
れ
を
支
配
・

操
縦
す
る
と
い
う
点
で
、
結
果
に
対
す
る
原
因
力
を
有
す
る
の
に
対
し
、
不
作
為
は
原
因
力
を
持
た
ず
、
既
存
の
因
果
の
流
れ
を
利
用
す

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る�
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
が
そ
う
し
た
存
在
構
造
上
の
溝
を
乗
り
越
え
て
、
作
為
犯
と
等
価

値
で
あ
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
不
作
為
以
前
に
、
法
益
侵
害
に
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
自
ら
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し

て
、
不
作
為
者
が
自
ら
原
因
を
設
定
し
た
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
日�
教
授
は
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
基
づ
く
先
行
行
為
の
存
在
を
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
の
で
あ
る�
。

　

通
説
は
、
先
行
行
為
を
条
理
に
基
づ
く
作
為
義
務
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
通
説
が
条
理
を
作
為
義
務
の
発
生
根

拠
と
す
る
点
に
は
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日�
教
授
の
見
解
は
、
先
行
行
為
が
作
為
義
務
の
発
生
根

拠
と
な
る
こ
と
を
事
実
的
な
観
点
か
ら
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
き
に

は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
一
方
で
広
が
り
す
ぎ
、
他
方
で
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ

っ
て
結
果
に
対
す
る
原
因
を
設
定
し
た
場
合
に
は
必
ず
作
為
義
務
を
負
う
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
自
動
車
を
運
転
中
に
過
失
に
よ
り
通

行
人
を
轢
い
て
負
傷
さ
せ
た
者
が
被
害
者
を
放
置
し
て
逃
走
す
れ
ば
、
被
害
者
の
生
命
に
対
す
る
排
他
的
支
配
や
引
受
け
が
な
く
て
も
、

常
に
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る�
。
さ
ら
に
、
教
唆
者
や
幇
助
者
も
結
果
へ
の
原
因
を
設
定
し
た
と
い
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
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が
結
果
発
生
を
防
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
教
唆
犯
や
幇
助
犯
は
す
べ
て
不
作
為
に
よ
る
正
犯
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い�
。

逆
に
、
母
親
が
新
生
児
の
世
話
を
せ
ず
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
不
作
為
以
前
に
結
果
発
生
へ
の
原
因
設
定
行
為
は
存
在
し
な
い
か

ら
、
不
作
為
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る�
。
ま
た
、
他
人
が
負
傷
さ
せ
た
被
害
者
を
発
見
し
、
救
助
の
た
め
一
旦
車
に
乗
せ
た
が
、
救
助
の

意
思
を
放
棄
し
走
り
続
け
た
場
合
、
た
と
え
被
害
者
の
生
命
を
支
配
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
行
行
為
が
な
い
た
め
に
不
可

罰
と
な
っ
て
し
ま
う�
。

　

日�
教
授
は
、
不
作
為
に
は
原
因
力
が
な
く
、
作
為
と
不
作
為
の
間
に
は
存
在
構
造
上
の
溝
が
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
さ
れ
、
そ

の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
不
作
為
以
前
の
原
因
設
定
行
為
の
存
在
を
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
が
作
為
と
同
価
値
で
あ
る
と
い
う
た

め
に
は
、
本
来
、
不
作
為
自
体
が
作
為
と
同
程
度
の
結
果
発
生
の
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

日�
教
授
の
見
解
の
よ
う
に
不
作
為
の
以
前
に
原
因
設
定
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
作
為
に
よ
る
先
行
行
為
が
結

果
に
対
す
る
原
因
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
作
為
と
不
作
為
の
溝
は
依
然
と
し
て
埋
ま
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
先
行
行
為
が
結
果
へ
の
原
因
を
設
定
し
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
先
行
行
為
を
不
作
為
の
故

意
犯
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る�
。

　
�
　

事
実
上
の
引
受
け
を
作
為
義
務
の
実
質
的
な
発
生
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、
堀
内
捷
三
教
授
で
あ
る
。
堀
内
教
授
は
、
通
説
の
よ
う

に
不
作
為
者
と
被
害
者
と
の
社
会
的
関
係
と
い
う
規
範
的
観
点
か
ら
作
為
義
務
を
理
解
す
る
と
、
最
終
的
に
は
社
会
倫
理
と
い
っ
た
一
般

条
項
に
よ
る
判
断
に
帰
着
し
、
作
為
義
務
の
倫
理
化
に
よ
る
不
真
正
不
作
為
犯
処
罰
範
囲
の
不
当
な
拡
大
を
免
れ
な
い
と
通
説
を
批
判
さ

れ�
、
む
し
ろ
当
該
法
益
の
保
護
が
不
作
為
者
に
依
存
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
的
観
点
か
ら
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
決
す
べ
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き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
依
存
関
係
は
、
不
作
為
者
が
法
益
の
保
護
を
現
実
に
引
き
受
け
て
い
る
場
合
に
肯
定
さ
れ
る
か

ら
、
作
為
義
務
の
実
質
的
根
拠
は
、
事
実
上
の
引
受
け
的
行
為
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
法
益
の
存

続
・
維
持
を
図
る
行
為
（
結
果
条
件
行
為
）
の
開
始
、
②
そ
の
よ
う
な
行
為
の
反
復
・
継
続
性
、
③
法
益
に
対
す
る
排
他
的
支
配
の
確

保
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き
に
、
事
実
上
の
引
受
け
が
認
め
ら
れ
る�
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
子
供
を
餓
死
さ

せ
た
母
親
が
作
為
義
務
を
有
す
る
の
は
、
民
法
八
七
七
条
の
定
め
る
扶
養
義
務
と
い
う
法
的
関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
母
親
が
子
供

を
継
続
的
に
扶
養
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
り
右
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
生
児
に
対
し
て
救
護
措

置
を
と
ら
な
か
っ
た
父
親
は
、
法
益
の
存
続
・
維
持
を
図
る
行
為
の
反
復
・
継
続
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
不
作
為
の
殺
人
罪
と
し
て
処

罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
逆
に
、
親
子
関
係
な
ど
が
な
く
て
も
、
子
供
や
老
人
を
引
き
取
っ
て
世
話
を
続
け
て
い
た
者
に
は
作
為
義
務

が
生
ず
る
。
ま
た
、
自
己
が
自
動
車
で
撥
ね
た
通
行
人
を
救
助
す
る
た
め
一
旦
車
に
乗
せ
た
も
の
の
、
事
件
の
発
覚
を
恐
れ
、
救
護
の
意

図
を
放
棄
し
て
運
転
を
継
続
し
て
い
る
う
ち
に
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
右
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
の
で
、
作
為
義
務
が
認
め
ら

れ
る�
。

　

堀
内
教
授
の
見
解
は
、
規
範
的
観
点
を
完
全
に
排
除
し
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
的
観
点
か
ら
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
を
捉
え
直
し
た
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
き
に
は
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
妥
当
す
る
。
た
と
え

ば
、
母
親
が
子
供
を
産
ん
で
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
た
め
に
新
生
児
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
母
親
は
授
乳
等
の
事
実
上
の
引
受
け
や
保
護
状

態
の
継
続
行
為
を
全
く
し
て
い
な
い
の
で
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
祖
父
母
が
日
常
的
に
子
供
の
世

話
を
し
て
い
た
と
き
は
、
子
供
の
両
親
は
、
同
居
し
て
い
た
と
し
て
も
事
実
上
の
引
受
け
を
し
て
い
な
い
の
で
作
為
義
務
を
負
わ
な
い
こ
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と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
論
が
妥
当
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
子
供
の
生
命
・
身
体
の
安
全
が
両
親
の
行
為
に
よ
っ
て
左
右

し
う
る
状
況
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
益
の
保
護
は
も
っ
ぱ
ら
両
親
に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
両
親
が
そ
れ
ま
で
に
子
供

の
面
倒
を
見
て
い
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か�
。

　

そ
も
そ
も
事
実
上
の
引
受
け
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
不
作
為
者
へ
の
法
益
の
依
存
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
通
り
の

少
な
い
道
路
で
偶
然
に
負
傷
者
を
発
見
し
、
他
に
そ
の
負
傷
者
を
救
助
す
る
人
は
い
な
い
と
い
う
場
合
、
法
益
の
引
受
け
行
為
を
開
始
し

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
負
傷
者
の
生
命
・
身
体
の
安
全
は
そ
の
発
見
者
に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
の
引
受
け
が
な

く
て
も
、
不
作
為
者
へ
の
法
益
の
依
存
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
堀
内
教
授
の
見
解
の
出
発
点
は
、
法
益
の
保
護

が
不
作
為
者
に
依
存
し
て
い
る
と
き
に
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
徹
底
す
れ
ば
、
事
実
上
の

引
受
け
と
い
う
要
件
は
不
要
と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う�
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
通
り
の
少
な
い
道
路
で
負
傷
者
を
発
見
し
た
事
例
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
法
益
が
不
作
為
者
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
だ
け
で
作
為
義
務
を
肯
定
す
る
の
は
、
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
、
妥
当
で
な
い
。
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
堀
内
教

授
は
、
法
益
に
対
す
る
排
他
的
支
配
に
加
え
て
事
実
上
の
引
受
け
を
も
作
為
義
務
の
要
件
と
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
合
理

的
に
限
定
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
事
実
上
の
引
受
け
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
妥
当
で

な
い
結
論
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
�
　

も
っ
と
も
、
法
益
の
排
他
的
支
配
と
い
う
基
準
は
、
そ
の
後
の
見
解
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
、
西
田

典
之
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
西
田
教
授
に
よ
る
と
、
作
為
犯
は
、
行
為
者
が
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
法
益
侵
害
の
結
果
へ
と
向
か
う
因
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果
の
流
れ
を
設
定
す
る
の
に
対
し
、
不
作
為
は
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
に
介
入
せ
ず
、
結
果
を
防
止
し

な
い
と
い
う
消
極
的
態
度
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
作
為
が
作
為
と
同
価
値
で
あ
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の

流
れ
を
掌
中
に
収
め
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
因
果
経
過
を
具
体
的
・
現
実
的
に
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

い
え
る
場
合
に
こ
そ
作
為
義
務
の
発
生
が
認
め
ら
れ
る�
。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
ち
、
西
田
教
授
は
、
因
果
経
過
の
事
実
上
の
支
配
が
存
在
す
る
場
合
を
二
つ
に
分
け
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
第

一
は
、
不
作
為
者
が
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
排
他
的
支
配
を
有
し
、
ま
た
は
設
定
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
無
条
件
に
作
為
義

務
が
認
め
ら
れ
る
。
救
助
意
思
に
基
づ
い
て
保
護
を
引
き
受
け
た
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る�
。
第
二
は
、
因
果
経
過
の
支
配
が
不
作
為

者
の
支
配
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
生
じ
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
不
作
為
者
こ
そ
が
作
為
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
規
範
的

要
素
を
考
慮
し
て
作
為
義
務
の
有
無
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
宅
内
に
捨
て
子
を
さ
れ
た
場
合
に
ま

で
作
為
義
務
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
規
範
的
要
素
と
し
て
は
、
親
子
、
建
物
の
所
有
者
、
賃
貸
人
、
管
理
者
の

よ
う
に
、
そ
の
身
分
関
係
や
社
会
的
地
位
に
基
づ
き
社
会
生
活
上
継
続
的
に
保
護
・
管
理
義
務
を
負
う
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
先
行
行

為
は
こ
れ
に
含
め
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る�
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
因
果
経
過
の
事
実
上
の
支
配
は
作
為
義
務
を
認
め
る
た
め
の
不
可
欠
の
要

件
で
あ
る
か
ら
、
規
範
的
要
素
の
み
を
も
っ
て
作
為
義
務
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
西
田
教
授
は
主
張
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
子
供
が
溺
れ
て
い
て
、
父
親
の
ほ
か
に
救
助
可
能
な
者
が
多
数
い
る
と
き
は
、
親
子
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
子
供
の
生
命
は
事

実
上
父
親
の
み
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
父
親
に
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い�
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
西
田
教
授
の
見
解
に
対
し
て
は
、
不
作
為
者
が
自
己
の
意
思
に
よ
り
排
他
的
支
配
を
設
定
し
た
場
合
と
、
そ
う

で
な
い
場
合
と
を
区
別
し
て
論
ず
る
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
西
田
教
授
は
、
不
作
為
を
作
為
と
等
し
く

扱
う
根
拠
を
因
果
経
過
の
事
実
上
の
支
配
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
因
果
経
過
の
事
実
上
の
支
配
の
み
を
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
と

す
る
と
、
西
田
教
授
自
身
が
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
宅
内
に
捨
て
子
を
さ
れ
た
場
合
に
ま
で
作
為
義
務
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
、
妥
当
で
な
い
。
そ
こ
で
、
西
田
教
授
は
、
因
果
経
過
の
支
配
が
不
作
為
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
規

範
的
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
西
田
教
授
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
不
作
為

者
が
因
果
経
過
を
事
実
上
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
不
作
為
と
作
為
の
同
価
値
性
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
作
為
義
務
を
認
め
る

た
め
に
は
因
果
経
過
の
支
配
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
支
配
が
不
作
為
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
生
じ
た
か
ど

う
か
は
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
教
授
が
最
初
は
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
規
範
的
要
素
を
考
慮
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
は
、
不
作
為
犯
の
本
質
を
因
果
経
過
の
支
配
の
み
に
求
め
る
こ
と
の
不
当
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う�
。

　

実
際
、
因
果
的
支
配
を
不
真
正
不
作
為
犯
成
立
の
不
可
欠
の
要
件
と
解
す
る
と
、
妥
当
で
な
い
結
論
に
至
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
に

述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
教
授
は
、
父
親
の
ほ
か
に
溺
れ
て
い
る
子
供
を
救
助
す
る
こ
と
が
可
能
な
者
が
多
数
い
る
と
き
は
、
因
果
的
支
配

が
な
い
か
ら
父
親
に
は
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
子
供
を
救
助
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
れ
を
放
置
し
た
父
親
を
殺
人
罪
と
し
て
処
罰
で
き
な
い
と
い
う
結
論
は
、
一
般
の
法
感
情
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い�
。
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�
　

西
田
教
授
と
同
じ
く
、
排
他
的
支
配
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
本
質
を
求
め
つ
つ
も
、
規
範
的
要
素
で
は
な
く
危
険
の
創
出
と
い
う

要
件
に
よ
り
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
佐
伯
仁
志
教
授
の
見
解
で
あ
る
。

　

佐
伯
教
授
は
、
①
排
他
的
支
配
、
②
危
険
の
創
出
ま
た
は
危
険
の
増
加
、
の
二
つ
を
も
っ
て
保
障
人
的
地
位
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
第
一

に
、
排
他
的
支
配
が
要
件
と
さ
れ
る
の
は
、
不
作
為
者
が
因
果
の
経
過
を
掌
中
に
収
め
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
作
為
と
不
作
為
の
存
在
構
造

的
同
価
値
性
を
保
障
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
他
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
家
の
中
で
新
生
児
と
二
人
だ
け
で
い
る
親

は
、
新
生
児
の
生
命
に
対
す
る
排
他
的
支
配
を
有
し
て
い
る�
。

　

た
だ
し
、
佐
伯
教
授
に
よ
る
と
、
排
他
的
支
配
の
存
在
は
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
っ
て
十
分
条
件
で
は
な

い
。
堀
内
教
授
や
西
田
教
授
の
見
解
は
、
排
他
的
支
配
を
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
い
る
点
で
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
見

解
に
よ
る
と
、
最
初
か
ら
被
害
者
の
保
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
排
他
的
支
配
が
発
生
せ
ず
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
善
意
で
保
護

を
始
め
る
と
事
実
上
の
引
受
け
を
根
拠
に
作
為
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
不
都
合
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
避
け
る

た
め
に
、
佐
伯
教
授
は
、
第
二
の
要
件
と
し
て
、
行
為
者
が
引
受
け
に
よ
っ
て
危
険
を
創
出
ま
た
は
増
大
さ
せ
た
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
交
通
事
故
の
被
害
者
を
車
に
乗
せ
て
走
り
出
し
た
者
に
刑
法
上
の
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
被
害
者
を
そ
の
場
に
放
置

す
れ
ば
第
三
者
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
に
、
自
分
の
車
の
中
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
を
失
く

し
、
被
害
者
を
よ
り
危
険
な
状
態
に
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
あ
ま
り
来
な
い
山
道
で
ハ
イ
カ
ー
を
撥
ね
た
者
が
被
害

者
を
町
中
ま
で
運
ん
で
発
見
さ
れ
や
す
い
場
所
に
放
置
し
た
場
合
は
、
引
受
け
に
よ
っ
て
危
険
を
増
大
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
保

障
人
的
地
位
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
危
険
創
出
行
為
が
必
要
な
の
は
、「
積
極
的
に
法
益
に
危
険
を
与
え
る
行
為
を
し
な
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け
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
刑
法
の
自
由
主
義
的
原
則
か
ら
の
要
請
で
あ
る
と
さ
れ
る�
。

　

佐
伯
教
授
は
、
自
説
を
、
先
行
行
為
説
と
事
実
上
の
引
受
け
説
を
統
合
し
て
再
構
成
し
た
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る�
。
し
か
し
、
佐
伯
教

授
の
い
わ
れ
る
危
険
創
出
行
為
は
、
従
来
の
先
行
行
為
概
念
と
は
内
容
的
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
一
般
に
先
行
行
為
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
他
人
を
池
に
落
と
し
た
と
か
、
通
行
人
を
自
動
車
で
撥
ね
た
と
い
う
よ
う
に
、
法
益
に
対
す
る
現
実
的
危
険
を
直
接
発
生
さ
せ
る

行
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
佐
伯
教
授
は
、
知
人
宅
か
ら
父
親
が
実
の
子
を
引
き
取
る
場
合
や
、
親
が
世
話
を
し
な
く
な
っ
た
子
供
を

隣
人
が
善
意
で
引
き
取
っ
て
他
の
者
に
よ
る
保
護
の
可
能
性
を
失
わ
せ
た
場
合
を
危
険
創
出
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る�
。
つ
ま
り
、
結

果
発
生
の
現
実
的
危
険
を
直
接
に
惹
起
す
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
排
他
的
支
配
を
自
ら
設
定
す
る
行
為
も
危
険
創
出
行
為
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
最
初
か
ら
何
も
し
な
け
れ
ば
作
為
義
務
が
な
い
の
に
、
保
護
を
始
め
る
と
作
為
義
務
を
負
わ
さ

れ
る
の
は
不
都
合
で
あ
る�
」
と
い
う
、
佐
伯
教
授
が
堀
内
教
授
の
見
解
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
批
判
が
、
佐
伯
教
授
自
身
の
見
解
に

も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
佐
伯
教
授
の
見
解
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、
親
に
放
置
さ
れ
た
子
供
に
対
し
て
隣
人
が
最
初
か
ら
全
く

世
話
を
せ
ず
、
子
供
が
三
日
で
死
亡
し
た
場
合
、
隣
人
は
刑
法
上
の
作
為
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
、
隣
人
が
そ
の
子
供
を
自

宅
に
引
き
取
り
一
〇
日
間
食
事
を
与
え
て
い
た
の
に
面
倒
に
な
っ
て
止
め
て
し
ま
い
、
そ
の
三
日
後
、
親
に
放
置
さ
れ
て
一
三
日
後
に
子

供
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
排
他
的
支
配
の
設
定
に
よ
る
危
険
の
増
大
が
あ
っ
た
の
で
不
作
為
の
殺
人
罪
と
な
る
。
し
か
し
、
後
者
の
場
合

の
方
が
子
供
は
一
〇
日
間
長
く
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
論
は
不
均
衡
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
払
拭
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
危
険
創
出
行
為
が
保
障
人
的
地
位
の
要
件
と
さ
れ
る
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
佐
伯
教
授
は
、
そ
の
根
拠
を
「
人
は
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本
来
何
を
し
て
も
自
由
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
他
人
の
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
法
益
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
」
と
い
う
自
由
主
義

原
理
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
自
由
主
義
原
理
の
意
義
を
佐
伯
教
授
の
よ
う
に
解
す
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
他
人
の
法
益
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
先
行
行
為
の
よ
う
に
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
法
益
に
対
す
る
現
実
的
危

険
を
直
接
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
限
ら
れ
、
単
に
引
受
け
に
よ
っ
て
危
険
が
増
大
し
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
自
由
主
義
原

理
の
趣
旨
を
よ
り
厳
格
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
危
険
創
出
行
為
が
な
く
て
も
排
他
的
支
配
が
存
在
す
れ
ば
他
人
の

利
益
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
と
緩
や
か
に
捉
え
る
考
え
方
も
あ
り
え
よ
う
。

　

実
際
上
、
引
受
け
に
よ
る
危
険
の
創
出
を
要
件
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
で
な
い
結
論
に
至
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
佐
伯
教
授
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
母
親
が
出
産
直
後
に
新
生
児
を
放
置
し
て
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
排
他
的
支
配
が
認
め
ら
れ
て
も
危
険
創
出
行
為
が
存
在
し

な
い
の
で
不
作
為
の
殺
人
罪
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
佐
伯
教
授
は
、
当
初
そ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て

い
た�
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
論
は
一
般
の
法
感
情
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
佐
伯
教
授
は
、
そ
の
後
、
他
の
者
の
援
助
を
得

ら
れ
な
い
自
宅
で
出
産
す
る
こ
と
を
新
生
児
に
対
す
る
危
険
創
出
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る�
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
出
産
後
に
母
親
が
家
出
し
、
残
さ
れ
た
父
親
が
新
生
児
を
放
置
し
た
場
合
、
父
親
は
危
険
創
出
行
為
を
し
て

い
な
い
か
ら
保
障
人
的
地
位
に
立
た
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
、
同
じ
く
親
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
出
産
し
た
母
親
と
、
そ
う
で
な

い
父
親
と
で
取
扱
い
が
異
な
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
結
論
も
や
は
り
是
認
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
�
　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
事
実
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
は
、
い
ず
れ
も
十
分
に
は
成
功
し
て
い
な
い

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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右
に
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点
の
第
一
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
不
当

に
広
が
る
の
を
避
け
る
た
め
、
不
作
為
と
は
無
関
係
の
要
素
を
要
件
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
最
近
の
有
力
説
は
、

排
他
的
支
配
を
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
重
視
す
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
い
う
排
他
的
支
配
は
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見

解
と
異
な
り
、
事
実
的
・
物
理
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る�
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
排
他
的
支
配
だ
け
で
作
為
義
務
を
認
め
る
と
す
る

と
、
た
と
え
ば
自
宅
に
捨
て
子
を
さ
れ
た
場
合
や
夜
間
負
傷
者
に
偶
然
出
く
わ
し
た
場
合
に
ま
で
作
為
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
な
ど
、
不
真

正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
不
当
に
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
事
実
上
の
引
受
け
、
自
己
の
意
思
に
基
づ
く

排
他
的
支
配
の
設
定
、
危
険
創
出
行
為
と
い
っ
た
要
件
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
付
加
的
な
要
件
は
、
い
ず
れ
も
不
作
為
以
前
に
な
さ
れ
た
行
為
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
作
為
そ
の

も
の
の
性
質
と
は
無
関
係
で
あ
る�
。
不
作
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
本
来
、
そ
の
不
作
為
自
体
が
作
為
と
の
同
価

値
性
を
有
す
る
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
佐
伯
教
授
は
、
自
己
の
創
出
し
た
危
険
が
継
続
し
て
お
り
、
そ
の
危
険
の
除
去
の
可
能
性
を
排
他
的
に
支
配
し
て
い
る
と

い
う
現
在
の
事
実
状
態
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
危
険
を
除
去
し
な
い
と
い
う
将
来
に
向
か
っ
た
不
作
為
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
不
作
為
以
前
に
な
さ
れ
た
危
険
創
出
行
為
自
体
を
処
罰
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
反
論
さ
れ
る�
。
し
か
し
、
佐
伯
教
授

は
、「
厳
寒
期
の
山
中
に
夜
間
歩
行
不
能
の
被
害
者
を
置
き
去
り
に
す
る
の
が
、
赤
の
他
人
か
親
密
な
関
係
の
者
か
で
、
被
害
者
の
生
命

に
対
す
る
危
険
の
度
合
い
が
異
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い�
」
と
通
説
を
批
判
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
佐
伯
教
授
の
見
解
に
対
し

て
も
、
事
前
に
自
ら
危
険
を
創
出
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
法
益
に
対
す
る
不
作
為
自
体
の
危
険
の
度
合
い
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
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の
批
判
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

第
二
の
問
題
点
は
、
事
実
的
要
素
の
み
で
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
決
定
す
る
立
場
を
徹
底
す
る
と
、
不
当
な
結
論
に
至
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
西
田
教
授
や
佐
伯
教
授
は
、
事
実
上
の
排
他
的
支
配
を
不
可
欠
の
要
件
と
す
る
立
場
か
ら
、
父
親
の
ほ

か
に
救
助
可
能
な
者
が
多
数
い
る
と
き
は
、
溺
れ
て
い
る
子
供
の
生
命
は
事
実
上
父
親
の
み
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
父

親
に
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
排
他
的
支
配
の
み
を
成
立
要
件
と
し
た
と
き
に
広
が
り
す
ぎ
る
不
真
正
不

作
為
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
、
事
実
上
の
引
受
け
や
危
険
創
出
行
為
を
要
件
に
付
け
加
え
る
と
、
母
親
が
新
生
児
を
放
置
し

た
場
合
や
、
子
供
が
池
で
溺
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
親
が
偶
然
遭
遇
し
た
の
に
救
助
し
な
か
っ
た
場
合
、
排
他
的
支
配
は
あ
っ
て
も
、
作
為

義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る�
。
し
か
し
、
救
助
可
能
な
親
が
近
く
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
供
は
刑
法
上
全
く
保
護
さ
れ
な
い

と
い
う
結
論
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
子
供
の
親
で

あ
る
と
い
う
身
分
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
決
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
不
作
為
者
へ
の
法
益
の
依
存
性
や
客
観
的
な
危
険
の
程
度
な
ど
事
実

的
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
妥
当
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
親
子
関
係
な
ど
の
規
範
的
要
素
を
も

考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る�
。
中
森
喜
彦
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
法
が
社
会
関
係
を
対
象
と
す
る
以
上
、

人
の
社
会
的
役
割
の
違
い
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と�
」
で
あ
り
、「
支
配
の
観
点
自
体
を
規
範
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
厭

う
べ
き
で
は
な
い�
」
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
の
か
を
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
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け
れ
ば
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
る
見
解
は
、
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
た
い
と
き
に
作
為
義
務
を
肯
定
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
道
徳
上

の
義
務
と
刑
法
上
の
義
務
と
を
混
同
し
て
い
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
章
を
改
め
て
、
規
範
的
要
素
が
不
真
正
不

作
為
犯
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

四　

不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性

　
�
　

不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
を
検
討
す
る
際
、
出
発
点
は
、
や
は
り
同
価
値
性
の
原
則
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
真

正
不
作
為
犯
の
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
不
作
為
が
殺
人
罪
や
放
火
罪
な
ど
の
各
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
尽
き
る
。

つ
ま
り
、
不
作
為
が
作
為
の
場
合
と
同
様
に
「
人
を
殺
し
た
」
あ
る
い
は
「
放
火
し
た
」
と
い
え
れ
ば
殺
人
罪
や
放
火
罪
の
構
成
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
そ
の
よ
う
に
い
え
な
け
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い�
。
そ
し
て
、
構
成
要
件

的
結
果
と
因
果
関
係
を
有
す
る
不
作
為
が
す
べ
て
不
作
為
犯
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
行
行
為
性
を
有
す
る
不
作
為
の
み
が
構
成
要
件

に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
不
作
為
が
作
為
と
同
様
の
実
行
行
為
性
を
有
し
て
い
る
か
が
特
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る�
。

　

一
般
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
本
質
は
作
為
義
務
違
反
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
作
為
義
務
と
は
、「
作
為
を
せ
よ
」
と

い
う
命
令
を
与
え
る
決
定
規
範
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、「
何
が
望
ま
し
い
か
望
ま
し
く
な
い
か
」
を
評
価
す
る
評
価
規
範
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
、
当
該
不
作
為
が
作
為
と
同
様
の
実
行
行
為
性
を
有
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
作
為
義
務
の
前
提
と
な
る
評
価
規
範
の
中
核
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る�
。
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�
　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
不
作
為
が
作
為
と
同
様
の
実
行
行
為
性
を
有
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
前

提
と
し
て
、
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
構
造
を
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

実
行
行
為
と
は
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
性
を
有
す
る
行
為
を
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
危
険
性
」
に
は
、
二
つ
の
意
味

が
あ
る
。
一
つ
は
、
当
該
行
為
か
ら
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ピ
ス
ト
ル
を
発

砲
す
る
行
為
は
、
人
の
死
亡
と
い
う
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
行
行
為
の
定
義
に
い
う
「
危
険
性
」
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
瀕
死
の
重
傷
を
負

っ
た
患
者
に
対
し
て
医
師
が
適
切
な
治
療
を
施
し
た
こ
と
に
よ
り
多
少
延
命
し
た
が
、
結
局
は
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
医
師
が
治
療
し

た
た
め
に
患
者
は
そ
の
時
点
で
死
亡
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
医
師
の
治
療
行
為
は
当
該
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
医
師
の
治
療
行
為
を
殺
人
罪
や
過
失
致
死
罪
の
実
行
行
為
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
治
療
行
為

は
、
患
者
の
生
命
に
対
す
る
危
険
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
減
少
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る�
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
実
行

行
為
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
か
ら
当
該
結
果
の
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
危
険
を
増

加
さ
せ
る
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
Ａ
の
頭
の
上
に
鉄
材
が
落
ち
て
き
た
の
を
見

た
Ｘ
が
助
け
よ
う
と
思
っ
て
Ａ
を
突
き
飛
ば
し
た
と
こ
ろ
、
鉄
材
が
Ａ
の
足
に
当
た
り
、
Ａ
が
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う
場
合
、
Ｘ
が
Ａ
を

突
き
飛
ば
し
た
行
為
は
、
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
危
険
を
増
加
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
傷

害
罪
の
実
行
行
為
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ピ
ス
ト
ル
を
発
砲
す
る
行
為
は
、
人
の
死
亡
と
い
う
結
果
が
発
生

す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、
発
砲
し
な
い
と
き
に
比
べ
て
人
の
生
命
に
対
す
る
危
険
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
行
行
為
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に
当
た
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
�
　

こ
の
よ
う
に
、
作
為
犯
の
場
合
、
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
お
よ
び
危
険
の
増
加
と
い
う
二
つ

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
同
価
値
性
の
原
則
を
前
提
と
す
る
以
上
、
同
じ
こ
と
は
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
に
も

妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
は
、
そ
の
不
作
為
に
よ
っ
て
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
被
害
者
な
い
し
被
害
法
益
に
ど
の
程
度
の
危
険
が
生
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
不
作
為
者
以
外
に
結
果
を

防
止
し
う
る
者
が
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
池
に
落
ち
た
が
、
池
が
浅
く
自
力
で
岸
に
た
ど
り
つ
け
る
場
合

や
、
周
囲
に
子
供
を
救
助
し
う
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
不
救
護
に
よ
り
死
亡
の
結
果
が
生
ず
る
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
、
溺
れ
て
い

る
子
供
の
生
命
に
対
す
る
現
実
的
危
険
が
発
生
し
て
お
り
、
他
に
救
助
す
る
者
が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
発
見
し
た
者
が
子
供
を
放

置
し
て
立
ち
去
る
不
作
為
は
、
死
亡
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
立
ち
去
っ
た
者
が

他
人
で
あ
る
か
親
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
に
違
い
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
結
果
を
防
止
す
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
と
い

う
規
範
的
要
素
は
実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
に
関
し
て
は
考
慮
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
的
な
要
素
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

溺
れ
て
い
る
子
供
を
放
置
し
た
者
が
誰
か
を
問
わ
ず
、
前
記
の
条
件
を
満
た
す
限
り
で
、
殺
人
罪
の
実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
は
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
実
行
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
行
行
為
と
い
う
た
め
に
は
、
第
二
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
不

作
為
に
よ
り
結
果
発
生
の
危
険
が
増
加
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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た
だ
、
こ
こ
で
い
う
危
険
の
増
加
は
、
期
待
さ
れ
た
作
為
を
し
た
場
合
に
比
べ
て
不
作
為
の
場
合
に
危
険
が
増
加
し
た
と
い
う
意
味
に

理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
お
け
る
危
険
の
増
加
も
、
作
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
と
比
較
し
て
作
為
に
よ
り

危
険
が
増
加
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
治
療
行
為
の
例
で
い
え
ば
、
治
療
の
結
果
、
全
く
治
療
し
な
か
っ
た

場
合
よ
り
は
幾
分
死
期
が
遅
く
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
治
療
行
為
は
不
適
切
で
あ
り
、
通
常
期
待
さ
れ
る
治
療
効
果
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ

た
た
め
、
適
切
な
治
療
を
行
っ
た
場
合
に
比
べ
て
死
期
が
早
ま
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
治
療
行
為
は
、
過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
の
実
行
行

為
と
評
価
す
る
余
地
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
為
犯
の
場
合
、
実
行
行
為
性
の
要
件
と
し
て
の
危
険
の
増
加
と
は
、
当
該
具
体
的
事
情
の
下

で
通
常
予
測
さ
れ
る
事
実
経
過
も
し
く
は
社
会
的
に
期
待
さ
れ
る
事
実
経
過
に
比
べ
て
危
険
が
増
加
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。

　

同
じ
こ
と
は
、
不
作
為
犯
の
場
合
に
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
池
で
溺
れ
て
い
る
子
供
を
親
が
発
見
し
、
救
助
す
る
こ
と
が
可
能
な
状

況
で
あ
れ
ば
、
そ
の
親
は
子
供
を
救
助
す
る
で
あ
ろ
う
と
通
常
予
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
が
子
供
を
放
置
す
れ
ば
、
社
会

的
に
期
待
さ
れ
た
事
実
経
過
に
比
べ
て
危
険
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
殺
人
罪
の
実
行
行
為
性
を
肯
定
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、

溺
れ
て
い
る
子
供
を
他
人
が
救
助
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
社
会
も
、
他
人
が
救
助
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
溺
れ
て
い
る
子
供
を
他
人
が
放
置
し
て
立
ち
去
っ
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
の
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
は
高
く
、
実
行

行
為
性
の
第
一
の
要
件
は
充
足
す
る
と
し
て
も
、
社
会
的
な
期
待
に
比
べ
て
危
険
が
増
加
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
第
二
の
要
件
を
満

た
さ
ず
、
そ
の
実
行
行
為
性
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る�
。

　

こ
う
し
て
、
危
険
の
増
加
は
社
会
的
期
待
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
に
作
為
が
期
待
さ
れ
て
い
る
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か
ど
う
か
は
、
親
子
関
係
な
ど
の
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
に
基
づ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
危
険
増
加
の
判
断
に
お
い

て
は
規
範
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
不
作
為
が
結
果
発
生
の
可
能
性
を
有
し

て
い
る
こ
と
、
第
二
に
不
作
為
が
社
会
的
期
待
に
比
し
て
危
険
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る�
。
本
稿
の
見
解
は
、
事

実
上
の
引
受
け
や
危
険
創
出
行
為
な
ど
不
作
為
以
前
に
な
さ
れ
た
行
為
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
不
作
為
そ
れ
自
体
に
お
け
る
構

成
要
件
的
結
果
実
現
の
現
実
的
危
険
性
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
�
　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
谷
教
授
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
、
①
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
が
生
ず
る
こ

と
、
②
作
為
に
よ
っ
て
結
果
防
止
が
確
実
に
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
④
結
果
発
生
防

止
の
た
め
の
作
為
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
結
果
発
生
の
可
能
性
お
よ
び
危
険
の
増
加
と
い
う
実
行
行
為

性
の
二
要
件
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
論
ず
る
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
①
の
要
件
で
あ
る
。
子
供
が
溺
れ
て
い
る
と
か
、
家
屋
が
燃
え
て

い
る
と
い
う
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
危
険
を
除
去
す
る
措
置
を
全
く
講
じ
な

け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
不
作
為
は
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
谷
教
授
が
、
作
為
と
不
作
為
の
同
価
値
性
を
判
断
さ
れ
る
際
に
支
配
領
域
性
な
い
し
排
他
的
支
配
な
ど
を
考
慮
さ
れ
て
い
る

点
も
、
不
作
為
に
よ
る
結
果
発
生
の
可
能
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
溺
れ
て
い
る
子
供
を
発
見
し
た
場
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合
、
他
に
救
助
す
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
子
供
の
生
命
の
安
全
は
発
見
し
た
者
に
事
実
上
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
子
供

を
放
置
し
て
立
ち
去
れ
ば
、
死
亡
の
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
意
味
で
、
事
実
上
の
支
配
領
域
性
な
い
し
排
他
的
支
配

は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
に
か
か
わ
る
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
排
他
的
支
配
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
性
の
不
可
欠
の
要
件
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
排
他
的
支
配
が
存
在
す
る
場
合
は
、
実
行
行
為
性
を
肯
定
し
や
す
い
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
作
為
犯
の

場
合
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
排
他
的
支
配
が
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い�
。
作
為
犯
に
お
い
て
実
行
行
為
と
い
う
た
め
に

は
、
致
死
量
に
至
ら
な
い
毒
物
を
投
与
す
る
場
合
や
、
警
備
中
の
警
察
官
の
近
く
で
殺
人
を
試
み
る
場
合
の
よ
う
に
、
確
実
に
結
果
を
惹

起
す
る
手
段
で
な
く
て
も
、
被
害
者
の
状
態
や
周
囲
の
状
況
次
第
で
結
果
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不

作
為
犯
の
場
合
も
、
因
果
経
過
を
掌
中
に
収
め
て
い
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
他
に

救
助
す
る
者
が
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
者
が
必
ず
救
助
に
出
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
結
果
発
生
の
可
能
性
は
あ
る
と
い

え
る
。

　

第
二
に
、
危
険
の
増
加
に
関
係
す
る
の
は
、
前
記
の
②
、
③
、
④
の
要
件
で
あ
る
。
ま
ず
、
危
険
を
増
加
さ
せ
た
と
い
う
た
め
に
は
、

②
作
為
に
よ
っ
て
結
果
防
止
が
確
実
に
可
能
と
な
る
と
い
う
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
交
通
事
故
の
被
害
者
に
対
し
て
救

護
措
置
を
講
じ
て
も
助
か
ら
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
救
護
措
置
を
と
ら
な
く
て
も
、
通
常
予
測
さ
れ
る
事
実
経
過
と
比
較
し
て
危
険
が
増

加
し
た
と
は
い
い
が
た
い
か
ら
で
あ
る�
。

　

次
に
、
③
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
危
険
の
増
加
の
要
件
で
あ
る
。
社
会
生
活
上
被
害
者
な
い
し
被
害
法
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益
と
の
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
結
果
防
止
の
た
め
の
作
為
を
行
う
こ
と
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

地
位
に
あ
る
者
が
作
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
通
常
予
測
さ
れ
る
事
実
経
過
に
比
べ
て
危
険
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
典
型
は
、

先
に
述
べ
た
親
子
関
係
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
を
理
由
と
し
て
不
作
為
に
よ
る
危
険
の
増
加
を
肯
定

し
う
る
。
そ
の
ほ
か
、
法
令
上
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
作
為
が
契
約
に
よ
り
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
社
会
生
活
上

の
依
存
関
係
が
あ
る
た
め
に
作
為
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
通
常
、
不
作
為
は
危
険
を
増

加
さ
せ
る
も
の
と
評
価
と
し
て
よ
い
。
問
題
は
、
条
理
が
社
会
生
活
上
の
依
存
関
係
を
認
め
る
た
め
の
根
拠
と
な
り
う
る
か
で
あ
る
が
、

社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
作
為
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
は
、
一
般
の
社
会
通
念
を
基
準
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
条
理
も
危
険
増
加
の
判

断
の
資
料
と
な
り
う
る
と
解
す
る
。
た
と
え
ば
、
自
ら
の
行
為
に
よ
り
危
険
を
惹
起
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
危
険
を
除
去
す
る
こ
と

が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
危
険
の
増
加
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
先
行
行
為
も
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
、
④
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
作
為
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
溺
れ
て
い
る
子
供
を
親
が
発
見
し
、
容
易
に
救
助

し
う
る
場
合
は
、
社
会
は
親
に
救
助
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
、
こ
れ
に
反
し
、
嵐
の
た
め
に
救
助
で
き
な
い
場
合
は
、
社
会
的
に
作
為

が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
親
が
子
供
を
救
助
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
期
待
よ
り
危
険
を
増
加
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
�
　

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
有
無
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最

後
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
事
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
本
稿
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
を
簡
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単
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
母
親
が
新
生
児
を
放
置
し
て
死
亡
さ
せ
る
事
例
は
、
従
来
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
す
る
典
型
例
と
さ
れ
て
き
た�
も
の
で

あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
事
実
的
観
点
か
ら
解
決
し
よ
う
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
こ
の
場
合
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
親
が
放
置
し
た
た
め
に
新
生
児
の
生
命
に
切
迫
し
た
危
険
が
生
じ
、

し
か
も
、
他
に
救
助
し
う
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
作
為
に
よ
り
死
の
結
果
が
生
ず
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
、
結
果
発
生
の
可

能
性
と
い
う
実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
は
肯
定
し
う
る
。
ま
た
、
実
の
親
で
あ
れ
ば
子
供
を
養
育
す
る
で
あ
ろ
う
と
社
会
は
期
待
す
る

か
ら
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
危
険
が
増
加
し
た
と
い
え
、
第
二
の
要
件
も
充
足
す
る
。
こ
こ
で
は
、
親
子
関
係
と
い
う
社
会
生
活
上
の

依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
の
引
受
け
や
危
険
創
出
行
為
が
不
真
正
不
作
為
犯
成
立
の
根
拠
と
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
母
親
が
出
産
直
後
に
家
出
し
、
父
親
だ
け
が
新
生
児
の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
新
生
児
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
父
親
自
身
は
事
実
上
の
引
受
け
や
危
険
創
出
行
為
が
な
く
て
も
殺
人
罪
の
成

立
が
認
め
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
親
が
溺
れ
て
い
る
子
供
を
見
捨
て
て
溺
死
さ
せ
る
事
例
も
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
典
型
例
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
例
は
、

親
以
外
に
子
供
を
救
助
し
う
る
者
が
い
な
い
場
合
と
、
い
る
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
、
排
他
的
支
配
は
存
在
す
る
と
い
え
る

が
、
事
実
上
の
引
受
け
や
危
険
創
出
行
為
を
保
障
人
的
地
位
の
要
件
と
す
る
近
時
の
有
力
説
か
ら
は
、
親
の
行
為
を
原
因
と
し
て
子
供
が

溺
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
な
い
限
り
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
の
不

救
助
に
よ
っ
て
子
供
が
溺
死
す
る
可
能
性
が
高
け
れ
ば
、
実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
は
充
足
す
る
し
、
親
に
対
し
て
社
会
は
救
助
を
期

（　

）
５７

七
三
一

不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
二
一
九
）



待
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
不
作
為
は
危
険
の
増
加
と
い
う
第
二
の
要
件
も
満
た
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
不
作
為
に
よ
る
殺

人
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

一
方
、
後
者
の
場
合
は
、
親
に
は
排
他
的
支
配
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
排
他
的
支
配
を
作
為
義
務
発
生
の
必
要
条
件
と
す
る

立
場
か
ら
は
、
作
為
義
務
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
排
他
的
支
配
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
不
可
欠
の

要
件
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
親
以
外
に
救
助
可
能
な
者
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
が
子
供
を
救
助
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
親
が

溺
れ
て
い
る
子
供
を
放
置
す
る
行
為
は
、
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
り
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
成
立
を

認
め
る
余
地
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
子
供
の
生
命
は
、
事
実
上
親
の
み
に
依
存
し
て
い
る
と
い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
生

活
上
は
親
に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
轢
き
逃
げ
の
場
合
は
ど
う
か
。
問
題
と
な
る
の
は
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
お
よ
び
保
護
責
任
者
遺
棄
（
致
死
）
罪
の
成
否

で
あ
る
。
殺
人
罪
の
実
行
行
為
と
い
う
た
め
に
は
、
不
作
為
が
生
命
侵
害
の
具
体
的
危
険
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
に
対
し
て
、
遺
棄

罪
は
（
準
）
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
が
生
命
侵
害
の
抽
象
的
危
険
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
保
護
責
任
者
遺
棄

罪
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
危
険
す
ら
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
罪
も
成
立
せ
ず
、
道
路
交
通
法
上
の
救
護

義
務
違
反
の
罪
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
危
険
の
程
度
の
違
い
は
、
主
と
し
て
実
行
行
為
性
の
第
一
の
要
件
に
関
係
す
る
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
の
被
害
者
が
重
傷

を
負
っ
て
死
の
危
険
が
切
迫
し
て
お
り
、
か
つ
、
他
に
救
助
す
る
者
が
い
な
い
場
合
、
そ
の
事
故
を
起
こ
し
た
運
転
者
が
被
害
者
を
放
置

し
て
逃
走
す
る
不
作
為
は
、
死
亡
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
の
高
い
行
為
で
あ
り
、
具
体
的
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
え
る
か
ら
、
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殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
被
害
者
を
自
己
の
自
動
車
に
乗
せ
た
後
に
救
助
の
意
思
を
放
棄
し
、
走
行
中
に
死
亡
さ

せ
た
場
合�
は
、
こ
れ
に
当
た
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
引
受
け
行
為
が
な
く
て
も
、
夜
間
に
人
通
り
の
少
な
い
道
路
上
に
瀕
死
の
重
傷
を

負
っ
た
被
害
者
を
放
置
し
て
逃
走
し
た
場
合
は
、
そ
の
不
作
為
は
、
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る

か
ら
、
殺
人
罪
の
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
余
地
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
被
害
者
の
負
傷
の
程
度
が
重
く
な
い
場
合
や
、
他
に

救
助
す
る
者
が
存
在
す
る
場
合
は
、
被
害
者
を
放
置
し
て
逃
走
し
て
も
、
死
亡
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、

抽
象
的
な
危
険
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
保
護
責
任
者
遺
棄
（
致
死
）
罪
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
一
の
要
件
を
満
た
し
た
と
す
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
通
常
予
測
さ
れ
る
事
実
経
過
と
比
べ
て
危
険
を

増
加
さ
せ
た
と
い
え
る
か
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
行
為
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自

ら
の
行
為
に
よ
り
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
以
上
は
、
被
害
者
を
救
助
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
救
助
せ
ず
に
立
ち
去
れ
ば
、
危
険
増
加
と
い
う
第
二
の
要
件
も
充
足
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

五　

む　

す　

び

　

以
上
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
事
実
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
決
定
す

る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
規
範
的
要
素
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
規
範
的
要
素
が
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
の
判
断
に
際

し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、「
不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
た
い
と
き
に
作
為
義
務
を
認
め
る
」
と
い

う
恣
意
的
な
判
断
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
通
説
に
お
い
て
多
元
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
作
為
義
務

（　
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の
発
生
根
拠
を
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
と
い
う
実
行
行
為
性
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
捉
え
直
し
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
不
真
正
不
作
為

犯
の
問
題
の
核
心
は
、
当
該
不
作
為
が
作
為
と
同
様
の
実
行
行
為
性
を
有
す
る
と
い
え
る
か
と
い
う
、
作
為
と
不
作
為
と
の
同
価
値
性
に

あ
る
。
そ
し
て
、
作
為
犯
の
場
合
、
実
行
行
為
の
要
件
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
社
会
的
に
期
待
さ
れ

た
事
実
経
過
に
比
し
て
危
険
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
不
作
為
犯
の
場
合
も
、
こ
の
二
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
と

き
に
実
行
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
危
険
増
加
の
判
断
は
社
会
的
な
期
待
を
基
準
と
す
る
か
ら
、
規
範
的
要
素

は
、
危
険
増
加
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
社
会
的
期
待
と
い
う
基
準
は
曖
昧
で
あ
る
と
の
批
判
は
依
然
と
し
て
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う�
。
確
か
に
、
規
範
的
要
素
を
考

慮
す
る
と
き
に
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
不
明
確
な
部
分
が
残
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
不

明
確
さ
は
、
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
の
判
断
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
批
判
は
決
定
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
は
い
え
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
性
の
判
断
構
造
を
可
能
な
限
り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
今
後
は
、
本
稿
で
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
判
例
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
社
会
的
な
期

待
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
、
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
ど
の
程
度
の
危
険
の
増
加
が
必
要
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
検
討

を
深
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
１
）　

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
一
九
七
五
年
）
一
三
四
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』（
一
九
九
〇
年
）
一
四
九
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法

総
論
〔
第
三
版
〕』（
一
九
九
六
年
）
一
六
〇
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
三
版
〕』（
一
九
九
七
年
）
一
四
八
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
『
刑
法

（　
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総
論
﹇
第
三
版
﹈』（
二
〇
〇
〇
年
）
二
二
七
頁
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
増
補
〕』（
二
〇
〇
一
年
）
九
二
―
九
三
頁
な
ど
。

（
２
）　

西
田
典
之
「
不
作
為
犯
論
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開　

総
論
Ⅰ
』（
一
九
八
八
年
）
八
五
頁
、
町
野
朔
『
刑
法
総
論
講
義
案
Ⅰ

〔
第
二
版
〕』（
一
九
九
五
年
）
一
三
二
―
一
三
三
頁
、
山
口
厚
『
問
題
探
求
刑
法
総
論
』（
一
九
九
八
年
）
三
五
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
﹇
第
三

版
﹈（
一
九
九
八
年
）
一
三
七
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
〇
頁
、
佐
伯
仁
志
「
不
作
為
犯
論
」
法
学
教
室
二
八
八
号
（
二
〇
〇
四

年
）
五
六
頁
。

（
３
）　

堀
内
捷
三
『
不
作
為
犯
論
―
―
作
為
義
務
論
の
再
構
成
―
―
』（
一
九
七
八
年
）
二
五
〇
頁
、
佐
伯
仁
志
「
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
つ
い
て
」

『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望　

香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀
』（
一
九
九
六
年
）
九
八
頁
、
林
・
前
掲
注
（
２
）
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。

（
４
）　

堀
内
・
前
掲
注
（
３
）
二
四
九
頁
以
下
、
西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
九
頁
以
下
、
山
口
・
前
掲
注
（
２
）
四
二
頁
以
下
、
林
・
前
掲
注
（
２
）
一
六
一
頁

以
下
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
２
）
五
九
頁
以
下
、
島
田
聡
一
郎
「
不
作
為
犯
」
法
学
教
室
二
六
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）

一
一
六
頁
以
下
な
ど
。

（
５
）　

大
谷
實
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
﹇
追
補
版
﹈』（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
三
頁
。

（
６
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
四
―
一
五
五
頁
。

（
７
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
六
頁
。

（
８
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
七
頁
。

（
９
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
七
頁
以
下
。

（　

）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
六
〇
頁
。

１０
（　

）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
六
三
―
一
六
四
頁
。

１１
（　

）　

藤
木
・
前
掲
注
（
１
）
一
三
五
頁
、
荘
子
・
前
掲
注
（
１
）
一
六
七
―
一
六
八
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
１
）
一
五
一
―
一
五
二
頁
、
曽
根
・
前
掲
注

１２
（
１
）
二
二
七
頁
以
下
、
福
田
・
前
掲
注
（
１
）
九
三
頁
以
下
。
神
山
敏
雄
「
保
障
人
義
務
の
理
論
的
根
拠
」『
変
動
期
の
刑
事
法
学　

森
下
忠
先
生
古
稀

祝
賀　

上
巻
』（
一
九
九
五
年
）
二
一
三
頁
以
下
は
、
法
益
の
依
存
関
係
を
、
法
益
侵
害
の
危
険
が
存
し
、
そ
の
保
護
が
開
始
さ
れ
て
い
る
「
顕
在
的
依
存

関
係
」
と
、
具
体
的
に
法
益
保
護
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
が
、
非
常
事
態
が
起
き
る
と
き
に
は
法
益
の
保
全
が
一
定
の
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
潜
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在
的
依
存
関
係
」
に
分
け
、
前
者
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
被
依
存
者
の
不
保
護
が
直
ち
に
不
作
為
犯
と
な
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
は
、
①
不
作
為

者
と
被
害
者
等
と
の
間
に
特
別
の
事
実
関
係
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
、
②
不
作
為
者
に
法
令
上
の
義
務
等
の
法
的
義
務
が
あ
る
こ
と
、
③
不
作
為
者

が
法
益
の
存
否
に
つ
い
て
事
実
上
支
配
し
て
い
る
地
位
に
あ
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
条
件
の
下
で
保
障
人
義
務
が
生
ず
る
と
説
く
。

（　

）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
三
頁
以
下
。

１３
（　

）　

井
田
良
「
不
真
正
不
作
為
犯
」
現
代
刑
事
法
三
号
（
一
九
九
九
年
）
九
四
頁
が
、「
溺
れ
か
け
て
い
る
子
を
、
そ
の
親
の
ほ
か
一
〇
人
が
助
け
る
気
な
く

１４
見
て
い
る
場
合
で
も
、
子
の
生
命
は
親
の
作
為
に
具
体
的
・
排
他
的
に
依
存
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
の
も
、
依
存
関
係
の
概
念
を
規
範
的
に
捉
え
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
九
七
―
九
八
頁
、
同
・
前
掲
注
（
２
）
五
六
頁
。

１５
（　

）　

日�
義
博
『
不
真
正
不
作
為
犯
の
理
論
』（
一
九
七
九
年
）
一
二
八
頁
。

１６
（　

）　

日�
・
前
掲
注
（　

）
一
四
八
頁
。

１７

１６

（　

）　

神
山
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
五
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
〇
頁
、
林
・
前
掲
注
（
２
）
一
六
一
頁
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇

１８

１２

〇
四
年
）
六
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
、�
山
佳
奈
子
「
不
真
正
不
作
為
犯
」
山
口
厚
編
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
三
年
）
五
八
頁
以
下
は
、

通
説
の
よ
う
に
条
理
を
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
と
す
る
と
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲
が
無
限
定
に
な
る
と
し
て
、
刑
法
上
の
作
為
義
務
の
発
生
根
拠

を
民
法
そ
の
他
の
法
規
範
に
限
定
す
る
。

（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
七
頁
。

１９
（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
七
頁
、
神
山
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
五
頁
、
堀
内
・
前
掲
注
（　

）
六
〇
頁
。
も
っ
と
も
、
日�
教
授
は
、
母
親
が
故
意
に

２０

１２

１８

授
乳
せ
ず
に
嬰
児
を
餓
死
さ
せ
る
場
合
、
自
己
の
力
に
よ
っ
て
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
嬰
児
に
対
し
て
そ
の
者
を
養
育
す
べ
き
義
務
を
有
し

か
つ
養
育
に
関
し
て
支
配
的
・
独
占
的
地
位
に
あ
る
者
が
授
乳
し
な
い
と
い
う
不
作
為
は
、
故
意
に
法
益
侵
害
に
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
設
定
し
て
い
る

と
し
て
、
殺
人
罪
の
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
日�
・
前
掲
注
（　

）
一
五
七
頁
。
し
か
し
、
日�
教
授
は
、
も
と
も
と
不
作
為

１６

自
体
に
原
因
力
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
不
作
為
以
前
の
原
因
設
定
行
為
の
存
在
を
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
授

乳
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
原
因
設
定
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
日�
教
授
の
立
論
の
前
提
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
〇
頁
。

２１
（　

）　

岩
間
康
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
構
成
要
件
的
同
価
値
性
論
―
―
不
真
正
不
作
為
犯
の
補
足
的
成
立
要
件
に
関
す
る
一
考
察
―
―
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一

２２
八
巻
三
号
（
一
九
九
一
年
）
九
四
頁
、
中
森
喜
彦
「
保
障
人
説
―
―
そ
の
推
移
と
意
義
―
―
」
現
代
刑
事
法
四
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
頁
、
佐
伯
・
前

掲
注
（
３
）
一
〇
〇
頁
。

（　

）　

堀
内
・
前
掲
注
（
３
）
二
四
九
頁
。

２３
（　

）　

堀
内
・
前
掲
注
（
３
）
二
五
四
頁
以
下
。

２４
（　

）　

堀
内
・
前
掲
注
（
３
）
二
五
五
頁
以
下
。

２５
（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
九
頁
、
神
山
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
六
頁
、
中
森
・
前
掲
注
（　

）
六
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
三
頁
。
さ
ら
に
、

２６

１２

２２

�
山
・
前
掲
注
（　

）
六
六
頁
参
照
。

１８

（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
九
頁
、
中
森
・
前
掲
注
（　

）
六
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
二
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
２
）
五
八
頁
。

２７

２２

（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
八
九
―
九
〇
頁
。

２８
（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
九
〇
頁
。

２９
（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
九
一
頁
。
な
お
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
一
年
）
八
四
頁
以
下
は
、
西
田
教
授
の
見
解
と
同
様
に
、
排
他
的
支
配
が
存

３０
在
す
る
こ
と
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
つ
つ
も
、
自
己
の
先
行
行
為
に
よ
る
危
険
創
出
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
被
害
者
と
の
間
の
特
別
な
関
係
に
よ
り
保

護
が
特
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
付
加
的
な
要
件
と
す
る
。

（　

）　

西
田
・
前
掲
注
（
２
）
九
二
頁
。

３１
（　

）　

中
森
・
前
掲
注
（　

）
六
頁
。

３２

２２

（　

）　

神
山
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
九
頁
、
塩
見
淳
「
不
作
為
犯
論
」
西
田
典
之
＝
山
口
厚
編
『
刑
法
の
争
点
﹇
第
三
版
﹈』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
頁
。

３３

１２

（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
〇
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
２
）
五
九
頁
。

３４
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
八
頁
以
下
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
２
）
五
九
頁
。

３５
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
２
）
六
〇
頁
。

３６
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（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
九
頁
以
下
。

３７
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
八
頁
。

３８
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
四
頁
。

３９
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
２
）
六
一
頁
。

４０
（　

）　

島
田
・
前
掲
注
（
２
）
一
一
四
頁
以
下
は
、
排
他
的
支
配
を
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
で
は
な
く
作
為
犯
と
不
作
為
犯
に
共
通
の
単
独
正
犯
性
の
問

４１
題
と
解
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
有
力
説
が
保
障
人
的
地
位
の
付
加
的
要
件
と
し
て
き
た
物
理
的
危
険
創
出
行
為
や
法
益
・
危
険
源
に
対
す
る
意
識
的
引
受

け
こ
そ
が
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
が
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
も
、
本
文
で
述
べ
た
批
判
が
妥
当
す
る
。

（　

）　�
山
・
前
掲
注
（　

）
六
五
頁
は
、
危
険
創
出
行
為
を
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
不
作
為
以
前
に
な
さ
れ
た
危
険
創
出
行
為
と
事
後
の

４２

１８

不
作
為
の
時
点
で
の
故
意
と
を
合
わ
せ
て
故
意
犯
と
す
る
に
等
し
く
、「
行
為
と
責
任
と
の
同
時
存
在
の
原
則
」
に
反
す
る
と
批
判
す
る
。

（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
二
頁
。

４３
（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
四
頁
。

４４
（　

）　

井
田
・
前
掲
注
（　

）
九
四
頁
。

４５

１４

（　

）　

中
森
・
前
掲
注
（　

）
六
―
七
頁
、
塩
見
・
前
掲
注
（　

）
一
九
頁
。
内
田
文
昭
「
保
障
人
的
地
位
の
根
拠
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第

４６

２２

３３

二
巻
』（
一
九
九
四
年
）
一
〇
〇
頁
参
照
。

（　

）　

中
森
・
前
掲
注
（　

）
六
頁
。

４７

２２

（　

）　

中
森
・
前
掲
注
（　

）
七
頁
。

４８

２２

（　

）　

こ
の
こ
と
は
、
特
に
不
真
正
身
分
犯
に
関
す
る
総
則
規
定
の
存
在
し
な
い
わ
が
国
の
刑
法
の
下
で
は
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

４９
（　

）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
二
―
一
五
三
頁
。

５０
（　

）　

こ
れ
に
対
し
、
松
宮
孝
明
「『
不
真
正
不
作
為
犯
』
に
つ
い
て
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』（
一
九
九
八
年
）
一
六
二
頁
以
下
は
、
不

５１
作
為
に
因
果
力
が
な
い
以
上
、
す
べ
て
の
不
作
為
を
作
為
と
同
質
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
作
為
に
準
じ
る
性
質
の
不
作
為
を

探
し
出
し
、
こ
れ
を
不
真
正
不
作
為
犯
と
す
る
ほ
か
な
い
と
す
る
。

七
三
八

不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
二
二
六
）



（　

）　

大
谷
・
前
掲
注
（
５
）
二
七
九
頁
は
、
医
学
的
適
応
性
を
有
し
、
か
つ
医
療
技
術
上
正
当
な
行
為
で
あ
る
限
り
、
治
療
行
為
は
傷
害
罪
の
実
行
行
為
に
当

５２
た
ら
な
い
と
し
、
治
療
行
為
非
傷
害
罪
説
を
採
用
す
る
が
、
本
文
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
適
切
な
治
療
行
為
は
健
康
状
態
を
回
復
・
維
持
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
身
体
の
安
全
に
対
す
る
危
険
の
増
加
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
傷
害
罪
の
実
行
行
為
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
治
療
行
為
非
傷
害
罪
説
が
支
持

さ
れ
る
。

（　

）　�
山
・
前
掲
注
（　

）
五
七
―
五
八
頁
も
、「『
事
実
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
法
益
状
態
が
悪
化
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
法
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、

５３

１８

作
為
義
務
の
あ
る
者
が
法
益
を
保
護
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
法
益
状
態
は
悪
化
に
向
か
っ
て
い
な
い
』
と
い
え
る
と
き
、
不
保
護
が
可
罰
的
評
価
の
対

象
と
な
る
」
の
で
あ
り
、「
不
作
為
犯
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、『
法
的
に
見
れ
ば
』
事
実
経
過
が
結
果
発
生
へ
と
向
か
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
を
結
果
発
生
へ
と
向
け
た
こ
と
に
よ
る
」
と
す
る
。

（　

）　

松
澤
伸
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
と
未
遂
に
つ
い
て
―
―
作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
の
機
能
―
―
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
七

５４
四
号
（
一
九
九
五
年
）
二
七
八
頁
以
下
は
、
実
行
行
為
性
を
広
義
の
相
当
性
と
同
義
と
解
し
、
結
果
回
避
可
能
性
を
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
す

な
わ
ち
広
義
の
相
当
性
の
問
題
と
す
る
。

（　

）　�
山
・
前
掲
注
（　

）
五
五
―
五
六
頁
。

５５

１８

（　

）　

も
っ
と
も
、
作
為
に
よ
る
結
果
防
止
の
確
実
性
ま
で
必
要
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
不
能
犯
に
関
す
る
具
体
的
危
険
説
に
よ
る
と
、
作
為

５６
犯
の
場
合
、
事
後
的
に
見
て
結
果
発
生
の
危
険
性
が
全
く
な
く
て
も
、
行
為
の
時
点
に
お
い
て
一
般
人
が
危
険
性
を
感
じ
る
と
き
に
は
実
行
行
為
と
い
え

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
作
為
犯
の
場
合
も
、
事
後
的
に
見
れ
ば
、
作
為
に
よ
っ
て
「
確
実
に
」
結
果
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

行
為
の
時
点
に
お
い
て
「
す
ぐ
に
救
助
す
れ
ば
結
果
を
防
止
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
期
待
さ
れ
た
作
為
を
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
一
般
人
は
そ
の
不
作
為
を
危
険
な
行
為
で
あ
る
と
感
じ
る
か
ら
実
行
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
作
為
に
よ
る
結
果
防
止
の
確
実
性
で
は
な
く
、
結
果
防
止
の
可
能
性
で
足
り
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
疑
問
を
提
示

す
る
に
と
ど
め
る
。

（　

）　

福
岡
地
久
留
米
支
判
昭
和
四
六
年
三
月
八
日
判
タ
二
六
四
号
四
〇
三
頁
。

５７
（　

）　

東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
九
月
三
〇
日
下
刑
集
七
巻
九
号
一
八
二
八
頁
。
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
三
四
年
七
月
二
四
日
刑
集
一
三
巻
八
号
一
一
六
三
頁
。

５８

七
三
九

不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
二
二
七
）



（　

）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
一
頁
。

５９

七
四
○

不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
二
二
八
）
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