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ソ

ヴ
ェ
ト
刑
法
に
お
け
る
過
失

ム
ゐ男

上

祐

司

　
　
日
　
　
　
次

一
、
犯
罪
的
不
注
意
の
本
質

二
、
犯
罪
的
不
注
意
の
概
念
構
成

三
、
故
意
・
過
失
の
統
一

四
、
む
　
す
　
び

　
ソ
ヴ
ェ
ト
刑
法
理
論
に
お
い
て
過
失
が
い
か
に
取
扱
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
刑
法
理
論
史
上
の
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
次
の
順
序
で
述
べ
よ
う
。
の
犯
罪
的
不
注
意
（
認
識
な
き
過
失
）
の
本
質
、
口
犯
罪
的
不
注
意
の
概
念
構
成
、
口

故
意
。
過
失
の
統
一
の
問
題
、
四
む
す
び
。

説

一
　
犯
罪
的
不
注
意
の
本
質

　
一
　
こ
こ
で
不
注
意
の
本
質
と
い
う
の
は
、
過
失
の
刑
事
答
帯
電
の
基
礎
を
と
う
こ
と
で
あ
る
。
故
意
を
も
含
め
た
刑
事
答
責
性
の
一

般
的
基
礎
を
、
特
に
過
失
と
の
関
係
で
論
ず
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
的
自
己
過
信
（
認
識
あ
る
過
失
）
と
異
り
、
不
注
意
は
結
果
に
対
し

意
志
・
認
撃
欠
く
た
め
特
に
困
讐
問
題
を
ふ
く
む
。
（
勧
誰
鰐
M
勢
謬
礁
翫
皆
野
に
編
傾
薫
製
皇
軍
錆

雑
鰹
コ
据
鷺
ザ
一
）
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説

　
ソ
ヴ
ェ
ト
の
理
論
は
当
然
な
が
ら
弁
証
法
的
唯
物
論
を
前
提
に
す
る
。
意
識
の
存
在
被
拘
束
性
を
出
発
と
し
つ
つ
、
意
識
の
能
動
的
役

割
を
主
張
す
る
．
こ
こ
に
一
切
の
人
間
行
為
の
賞
讃
と
非
難
と
の
も
．
と
も
渠
的
契
機
が
見
出
さ
れ
る
（
ト
ラ
イ
ニ
ン
。
構
成
要
件
論
一
九
五
七
、
一
九
五
頁
）
。

国
家
的
・
法
的
非
難
の
形
式
と
し
て
刑
事
答
責
性
（
刑
罰
を
う
く
べ
き
地
位
）
も
、
窮
極
的
に
、
人
間
意
識
の
能
動
性
に
基
礎
を
求
め
る

以
上
、
ソ
ヴ
エ
あ
責
任
論
は
、
社
会
的
責
任
論
の
途
を
進
む
も
の
で
は
な
い
（
騨
羅
毬
鋸
観
讃
艶
電
畜
講
髄
稽
紫

鵬
罫
諜
瑛
5
2
、
工
硅
詳
エ
哲
鍵
ご
轟
輸
露
礁
い
一
刀
照
離
．
林
）
。

　
し
か
ら
ば
、
不
注
意
と
い
う
責
任
形
式
に
お
い
て
、
刑
事
答
責
性
の
一
般
的
基
礎
と
し
て
の
「
意
識
の
能
動
的
役
割
」
と
い
う
契
機
が

果
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
項
の
問
題
で
あ
る
。

　
二
　
刑
法
総
論
教
科
書
（
一
九
五
二
年
版
）
は
不
注
意
の
本
質
を
い
か
に
理
解
す
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
過
失
に
よ
っ
て
お
か
さ
れ
る
す
べ
て
の
犯
罪
を
特
徴
づ
・
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
行
為
者
の
結
果
に
た
い
す
る
現
実
に
存
在
し
て
い
る
心
理
的
態
度
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
の
行
為
の
実
行
の
具
体
的
条
件
に
つ
い
て
の
行
為
者
の
皮
相
的
な
．
不
注
意
な
判
断
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
一
定
の
行
為
に
表
れ
た
行
為
者
の

　
愚
志
応
ひ
⑳
椿
徴
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
」
（
二
三
八
頁
）
。

　
過
失
の
心
理
構
造
を
「
行
為
事
情
の
不
注
意
な
判
断
と
結
び
つ
い
た
意
志
」
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
「
暇
疵
あ
る
意
志
」
に
不
注
意
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

本
質
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
，
こ
の
意
志
が
行
為
者
の
結
果
に
た
い
す
る
心
理
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
意
志
は
、
さ
き
の
「
意
識
の
能
動
的
役
割
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ね
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
過
失
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
犯
罪
に
お
い
て
そ
の
具
体
的
条
件
の
も
と
で
、
行
為
と
そ
の
結
果
の
性
質
を
理
解
し
て
意
識
的
に
決
意
を
な
す
可
能
性
を
、

　
か
く
し
て
、
国
家
・
社
会
の
利
益
や
個
々
の
市
民
の
利
益
の
侵
害
を
回
避
す
る
可
能
性
を
、
行
為
者
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
二
三
六
頁
）
。

　
つ
ま
り
、
　
「
意
志
決
定
の
可
能
性
が
行
為
者
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
即
ち
、
能
動
的
役
割
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
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過
失
の
本
質
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
こ
で
い
う
「
可
能
性
」
と
は
、
行
為
者
の
能
力
、
即
ち
、
責
任
能
力
に
解
さ
れ
て
い
る
。
過
失
に
よ
っ
て
行
為
し
た
場
合
も
、
行
為

　
者
が
責
任
能
力
者
で
あ
れ
ば
、
結
果
を
予
見
し
、
回
避
す
る
能
力
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
　
「
暇
疵
あ
る
意
志
」
そ
の
も
の
は
、
結
果
を
必

　
然
に
斉
し
た
心
理
的
契
機
で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
を
さ
け
得
た
こ
と
に
、
不
注
意
の
責
任
の
本
質
を
見
る
の
で
あ
っ
た
。
　
「
暇
疵
あ
る
意
…

　
志
」
が
．
入
間
意
識
の
一
場
面
で
あ
る
以
上
、
意
識
の
固
有
の
属
性
た
る
能
動
性
を
も
つ
こ
と
も
当
然
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
暇

　
疵
あ
る
意
志
」
が
、
た
ん
に
宿
命
的
、
機
械
的
、
受
動
的
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
能
動
的
に
」
形
成
さ
れ
た
、
選
択
可
．

　
三
内
こ
、
自
由
に
形
成
さ
れ
た
。
従
っ
て
結
果
を
そ
の
窮
極
的
原
因
者
と
し
て
の
「
暇
疵
あ
る
意
志
」
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
エ
ト
己
1
こ

　
　
　
こ
の
点
を
マ
ニ
コ
ウ
ス
キ
ー
教
授
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
行
為
者
の
自
己
の
義
務
に
た
い
す
る
相
当
な
態
度
に
お
け
る
人
間
意
識
の
能
動
的
役
割
は
完
全
に
不
注
意
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

　
　
　
る
。
三
」
に
不
注
意
に
お
け
る
刑
事
答
責
性
が
誌
づ
け
ら
れ
る
。
L
（
マ
ニ
コ
ウ
ス
キ
ー
、
責
任
論
、
一
九
四
八
、
六
一
1
六
二
頁
）
。

　
　
彼
は
、
注
意
深
い
態
度
を
と
ろ
う
と
す
る
意
志
形
成
の
可
能
性
に
そ
の
基
礎
を
お
く
。
し
か
し
、
不
注
意
な
意
志
形
成
の
選
択
的
契
機

　
　
と
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
三
　
以
上
み
た
よ
う
に
、
・
ソ
ヴ
ェ
ト
の
理
論
は
、
刑
事
答
責
性
の
基
礎
づ
け
、
不
注
意
の
基
礎
づ
け
を
「
意
識
の
能
動
的
役
割
」
　
（
責

　
任
能
力
）
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
理
論
の
最
も
古
典
的
な
責
任
論
た
る
道
義
的
責
任
論
の
立
場

　
　
に
た
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
、
　
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
　
道
義
的
責
任
論
の
も
つ
過
失
の
本
質
の
説
明
に
つ
い
て
と
同
様
の
問
題
を
含
む
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
い
。
不
注
意
に
お
い
て
果
し
て
結
果
と
の
関
係
で
意
志
的
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
．
「
理
乱
あ
る
意
志
」
と
い
う
と
き
そ
の

論　
　
蝦
疵
あ
る
と
い
う
意
志
の
属
性
は
、
意
志
内
容
と
し
て
心
理
過
程
の
内
容
を
な
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
意
志
内
容
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
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は
、
法
益
侵
害
の
予
見
を
含
ま
な
い
単
純
な
適
法
な
心
理
内
容
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
心
理
内
容
に
対
し
て
法
秩
序
・
国
家
の
側
か
ら
の
判

説　
断
と
し
て
一
定
の
意
志
が
「
暇
疵
あ
り
」
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
意
志
の
自
由
・
選
択
性
に
責
任
の
根
拠
を
求
め
る
道

論　
義
的
責
任
論
で
は
、
不
注
意
を
因
果
的
な
心
理
的
事
実
と
し
て
「
阪
属
」
の
概
念
で
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
こ
こ
に
、
不
注
意

　
　
に
た
い
す
る
法
秩
序
の
側
か
ら
の
価
値
判
断
の
中
に
責
任
の
本
体
を
見
よ
う
と
す
る
規
範
的
責
任
論
が
生
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
過
失
に
よ

　
　
る
結
果
を
行
為
者
の
意
志
に
阪
属
し
う
る
の
は
、
た
ん
に
一
定
の
心
理
的
事
実
が
窮
極
原
因
と
し
て
考
え
う
る
が
ゆ
え
で
は
な
く
、
ま
さ

　
　
に
そ
の
心
理
過
程
が
「
暇
疵
あ
り
」
と
評
価
さ
れ
う
る
が
ゆ
え
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
責
任
の
本
質
は
、
窮
極
原
因
者
と
し

　
　
て
の
意
志
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
意
志
の
非
難
可
能
性
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論
に
お
い
て
も
、
正
に
こ
の
途
を
進

　
も
う
と
す
る
の
が
、
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
の
「
責
任
評
価
の
理
論
」
で
あ
っ
た
。
次
に
彼
の
過
失
の
本
質
論
を
み
よ
う
。

　
　
四
　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
は
、
刑
事
答
責
性
の
一
般
的
な
基
礎
を
「
犯
罪
者
も
社
会
の
発
展
法
則
に
対
応
す
る
決
意
を
選
択
し
得
る

　
可
能
性
を
有
し
」
　
（
前
掲
書
四
一
頁
）
て
い
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
前
述
し
て
き
た
立
場
と
大
き
な
開
き
を
示
し
て
い
る

　
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
彼
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
法
学
に
お
い
て
規
範
的
責
任
論
へ
の
展
開
の
契
機
に
な
っ
た
過
失
の
規
範
的
．
要
素
と
い
う

　
問
題
意
識
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
比
重
の
お
き
方
と
そ
の
処
理
の
仕
方
は

　
必
ず
し
も
規
範
的
責
任
論
と
同
一
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
の
評
価
説
と
規
範
的
責
任
論
と
の
比
較
は
ま
た
別
の
機
会
に
検
討
す

　
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
が
答
責
性
の
基
礎
を
適
法
行
為
の
決
意
の
選
択
の
可
能
性
に
求
め
た
こ
と
と
、
不
注
意
と
い
う
責
任
非

　
難
の
基
礎
を
ど
こ
に
求
め
た
か
、
こ
れ
ら
両
者
の
関
連
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
i
教
授
は
、
不
注
意
の
答

　
耐
性
も
ソ
ヴ
ェ
ト
刑
法
の
基
本
原
則
た
る
主
観
的
答
真
性
と
統
一
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
そ
の
た
め
、
不
注
意
の
心

　
理
過
程
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
　
　
「
…
…
不
注
意
に
お
け
る
有
責
者
の
心
理
活
動
は
完
全
に
受
動
的
な
も
の
、
心
理
体
験
の
不
存
在
と
し
て
特
長
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
過
失
に
お
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い
て
も
、
故
意
の
心
理
過
程
と
類
似
の
心
理
過
程
が
存
在
す
る
。
不
注
意
の
有
責
者
に
も
同
じ
く
一
定
の
欲
求
が
生
じ
て
い
る
（
指
定
の
場
所
に
一
刻
も

　
　
　
早
く
つ
き
た
い
と
か
、
一
刻
も
早
く
課
題
を
完
遂
し
た
い
と
か
、
誰
か
を
か
ら
か
っ
て
や
ろ
う
と
か
）
。
こ
の
欲
求
は
意
識
的
な
意
欲
の
形
を
と
る
。
ま
・

　
　
　
た
故
意
と
同
様
に
、
主
体
の
心
理
過
程
の
中
に
は
動
機
の
葛
藤
が
生
ず
る
（
近
づ
い
て
い
る
列
車
の
通
過
を
ま
た
な
い
で
鉄
道
線
路
を
よ
こ
ぎ
ろ
う
と
す

　
　
　
る
意
欲
に
対
し
て
、
列
車
に
つ
き
当
る
危
虞
が
対
立
し
て
い
る
）
。
要
す
る
に
、
故
意
に
お
い
て
と
同
様
に
、
不
注
意
に
お
け
る
有
責
者
に
は
、
行
為
実
行

　
　
　
の
決
意
が
お
こ
り
、
行
為
実
行
の
意
志
が
創
造
さ
れ
実
行
に
移
さ
れ
る
（
鉄
道
線
路
を
よ
ぎ
る
と
か
、
銃
の
引
金
を
ひ
く
と
か
）
。
不
注
意
の
心
理
過
程

　
　
　
と
他
の
具
体
形
式
の
心
理
過
程
と
の
相
異
は
、
結
果
に
対
す
る
予
見
の
不
存
在
で
あ
り
、
こ
の
不
存
在
の
ゆ
え
に
、
結
果
に
対
す
る
態
度
（
意
欲
・
不

　
　
　
意
欲
）
の
問
題
の
提
起
に
と
っ
て
、
材
料
が
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
L
　
（
前
掲
書
、
二
七
九
頁
）
。

　
　
　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
i
教
授
は
、
過
失
行
為
が
、
た
だ
発
生
し
た
結
果
と
の
関
係
で
の
み
、
主
体
の
心
理
過
程
の
空
白
を
生
ず
る
が
、
し
か
．

　
　
し
、
そ
れ
以
外
に
お
い
て
、
欲
求
。
意
志
・
動
機
の
葛
藤
・
決
意
・
実
行
と
い
う
心
的
過
程
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ

　
　
の
不
注
意
の
責
任
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
指
滴
す
る
。

　
　
　
「
予
見
の
不
存
在
の
中
に
、
不
注
意
に
お
け
る
刑
法
的
非
難
の
基
礎
が
あ
る
。
不
注
意
の
有
責
者
は
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
行
為
す
る
人
に
対
す
る
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
実
的
・
義
務
的
な
行
為
規
則
を
無
視
し
た
た
め
に
、
自
己
の
行
為
の
結
果
を
思
い
は
か
る
こ
と
が
必
要
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
意
欲
に
よ
っ

　
　
　
て
、
彼
は
社
会
主
義
国
家
や
他
人
の
利
益
に
対
す
る
無
関
心
な
態
度
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
個
人
的
利
益
ば
か
り
で
な
く
て
、
国
家
や
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

　
　
　
人
の
利
益
に
対
し
て
も
熟
慮
と
注
意
と
慎
重
さ
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
主
義
共
同
生
活
の
規
・
則
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
市
民
と

　
　
　
し
て
の
、
社
会
生
活
の
一
員
と
し
て
の
義
務
を
も
っ
て
、
自
己
の
行
為
を
規
律
せ
ん
と
意
欲
し
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
…

　
　
　
　
…
…
（
不
注
意
の
中
に
）
吾
々
は
単
に
結
果
に
対
す
る
認
識
と
意
志
の
不
存
在
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
人
の
利
益
に
対
す
る
意
識
的
に
不
注
意
な

　
　
　
態
度
、
自
己
の
行
為
を
よ
く
慮
っ
て
そ
の
可
能
的
。
不
可
避
的
な
結
果
を
予
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
不
意
欲
、
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
一
定
の
意
志
と

説　
　
　
認
識
と
の
活
動
を
見
出
す
。
」
（
二
七
九
～
二
八
○
頁
）
。

論　
　
　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
は
、
不
注
意
に
お
け
る
こ
の
「
注
意
手
段
を
．
要
求
し
て
い
る
行
為
規
則
の
意
識
的
な
無
視
」
と
い
う
、
意
志
的
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妥ム
1冊

説

な
積
極
的
な
．
心
理
内
容
を
指
堕
し
、
そ
こ
に
、
責
任
非
難
．
の
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
更
に
次
の
よ
う
に
敷
術
し
て

説
明
し
て
い
る
。

　
「
『
意
識
的
無
視
』
一
こ
れ
は
全
く
確
定
的
な
心
的
体
験
で
あ
る
。
こ
の
心
的
体
験
こ
そ
、
社
会
主
義
の
共
同
生
活
の
上
川
に
対
す
る
行
為
者
の
反
社

　
会
的
態
度
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
ソ
ヴ
ェ
ト
刑
法
と
ソ
ビ
エ
ト
裁
判
所
の
側
か
ら
の
否
定
的
評
価
を
う
け
る
休
験
で
あ
り
、

　
犯
罪
的
、
不
注
意
で
実
行
さ
れ
た
行
為
に
つ
き
刑
事
答
責
性
の
基
礎
と
な
る
と
こ
ろ
の
体
験
で
あ
る
」
　
（
二
八
二
頁
）
。

　
五
　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
は
、
非
難
の
契
機
を
明
確
に
不
注
意
の
心
的
過
程
に
お
け
る
特
長
、
　
「
注
意
手
段
の
意
識
的
無
視
」
と
い

う
契
機
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
積
極
的
な
対
象
的
な
存
在
で
は
あ
る
。
だ
が
、
果
し
て
、
そ
の
契
機
が
．
不
注
意
の
真
の
非
難

の
契
機
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
　
例
を
バ
ス
の
交
通
規
則
違
反
（
踏
切
一
た
ん
停
車
義
務
違
反
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
乗
客
の
過

失
致
死
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ウ
ナ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
、
致
死
の
非
難
の
契
機
は
、
運
転
手
・
車
掌
の
一
た
ん
停
車
と
い

う
交
通
母
川
の
意
識
的
無
視
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
こ
の
交
通
観
則
違
反
そ
の
も
の
の
罪
責
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
、
よ
っ
て
も
っ
て
発
生
し
た
結
果
一
乗
客
の
死
～
に
関
し
て
な
の
で
あ
る
。
交
通
規
則
違
反
と
い
う
警
察
取
締
上
の
違
法
行

為
が
闇
題
で
な
い
以
上
、
そ
の
違
反
そ
れ
じ
た
い
は
、
過
失
の
罪
責
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
契
機
で
は
な
い
。
規
則
違
反
と
い
う
違
法
行

為
に
と
っ
て
の
責
任
は
、
過
失
の
罪
責
と
は
別
個
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
心
的
過
程
の
特
長
は
、
問
題
の
過
失
致
死
の
責
任

に
お
け
る
心
的
特
長
と
は
別
箇
の
問
題
で
あ
る
。
規
則
違
反
の
責
任
非
難
の
契
機
を
も
っ
て
、
過
失
致
死
の
非
難
の
契
機
に
す
り
か
え
て

し
ま
う
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
に
一
歩
も
近
づ
い
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
あ
る
い
は
、
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
の
い
わ
れ
る
「
注
意
手
段
」
の
内
容
を
、
　
「
結
果
予
見
の
た
め
の
諸
行
為
規
則
」
と
考
え
て
み
よ

う
。
前
例
で
い
え
ば
、
交
通
規
則
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
乗
客
の
生
命
の
安
全
の
た
め
に
運
転
者
に
か
さ
れ
て
い
る
諸
行
為
規
則
、
い
わ
．

ゆ
る
注
意
義
務
そ
の
も
の
の
意
識
的
蔑
視
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
問
題
は
あ
る
。
具
体
的
場
合
に
結
果
に
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つ
い
て
予
見
の
な
い
者
に
対
し
て
、
そ
の
「
意
識
的
蔑
視
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
運
転
者
の
心
得
と
し
て
、
抽
象
的
．

　
　
に
、
具
体
的
事
件
と
無
関
係
に
、
そ
れ
ら
予
見
義
務
や
事
故
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
因
果
法
則
そ
の
他
の
抽
象
的
知
見
を
行
為
者
が
有
し
．

　
　
て
い
る
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
抽
象
的
知
見
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る
「
注
意
手
段
の

　
　
意
識
的
蔑
視
」
を
必
ず
行
為
者
に
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
れ
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、
忘
却
犯
は
勿
論
の
こ

　
　
と
、
認
識
な
き
過
失
は
す
べ
て
根
拠
を
か
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
六
　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
の
不
注
意
の
非
難
の
基
礎
一
注
意
手
段
の
意
識
的
蔑
視
一
と
い
う
契
機
は
、
前
項
の
よ
う
な
疑
問
点
を
含

　
　
み
、
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
不
注
意
の
本
質
と
し
て
と
ら
え
得
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
く

　
　
と
し
て
、
彼
が
折
角
た
て
た
「
選
択
の
可
能
性
」
と
い
う
責
任
一
般
の
本
質
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

　
　
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
彼
の
引
用
文
の
冒
頭
の
箇
所
は
、
　
「
意
識
的
蔑
視
」
と
い
う
行
為
者
の
心
的
過
程
が
恰
も
行
為
者
の
法
秩
序
に
た
い
す
る
無
関
心
な
態

　
　
度
の
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
行
為
者
の
行
為
に
対
す
る
非
難
の
契
機
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ゆ
う
非
難
は
必
ず
し
も
、

　
　
道
義
的
責
任
（
行
為
者
の
現
実
の
選
択
の
自
由
）
に
基
く
非
難
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
性
格
責
任
の
論
調
さ
え
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
が
あ

　
　
る
。
規
範
的
責
任
論
コ
心
任
と
は
非
難
可
能
性
で
あ
る
」
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
．
責
任

　
　
と
は
心
理
的
事
実
の
問
題
で
な
く
、
非
難
H
否
定
的
価
値
判
断
で
あ
る
と
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
責
任
と
は
非
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に

　
　
選
択
の
可
能
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
責
任
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
も
し
、
規
範
的
責
任
論
を
後
者
の
意
味
に
限
定
す
れ
ば
性
格
責

　
　
任
論
と
は
結
び
つ
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
前
者
で
あ
れ
ば
性
格
責
任
論
と
も
調
和
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
彼
が
「
非

説　
　
難
」
と
い
っ
た
と
し
て
も
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
は
さ
き
に
「
選
択
の
可
能
性
」
を
主
張
し
な
が
ら
、
不
注
意

論　
　
に
お
い
て
、
な
ぜ
そ
の
立
場
を
一
貫
し
な
い
の
か
こ
の
点
で
も
問
題
を
残
す
こ
ど
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
　
「
意
識
的
蔑
視
」
と
い
う
積
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一’ ﾚ、

湘1

二、ノ

祝

極
的
心
理
は
故
．
意
と
同
様
に
確
定
的
内
容
を
も
っ
た
心
的
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
不
注
意
に
お
け
る
選
択
の
可
能
性
の
問
題
は
言
及

す
る
必
要
さ
え
み
と
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
あ
る
な
ら
、
法
秩
序
に
無
関
心
で
あ
．
る
か
ら
非
難
さ
れ
る
と
い
う
全
く
異
質

的
な
評
価
を
責
任
の
中
に
も
ち
こ
む
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
i
教
授
の
評
価
説
の
ソ
ヴ
ェ
ト
で
の
不
評
は
別
と
し
て
、
彼
の
．
不
注
意
の
木
質
規
定
に
は
⊥
述
の
問
顕
を
ふ
く
ん
で
い

る
。
結
局
、
現
在
の
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
道
義
的
責
任
論
に
よ
る
説
明
に
お
ち
つ
い
て
い
る

≒
目
ぞ
よ
い
（
熱
無
難
賭
鷺
琳
㍊
曝
終
縛
喧
博
論
謎
繧
静
聴
瀬
遡
鷺
聡
馬
瀬
猟
葉
辿
る
膨
尊
温
鰭

軸
監
腕
灘
㍍
談
矧
靱
錫
吻
）
。

　
「
暇
疵
あ
る
」
と
い
う
外
か
ら
の
判
断
契
機
は
、
行
為
者
じ
し
ん
の
意
志
内
容
で
な
い
と
い
う
こ
の
決
定
的
悶
題
点
に
つ
い
て
は
、
手

許
の
資
料
か
ら
は
、
答
え
て
い
る
学
者
を
見
な
い
。
た
だ
東
独
理
論
は
こ
の
点
で
も
一
つ
の
回
答
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
故
意
．
過

失
の
統
一
の
間
題
の
項
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
犯
罪
的
不
注
意
の
概
念
構
成

　
一
　
不
注
意
は
「
予
見
す
べ
き
で
あ
る
の
に
予
見
し
な
か
っ
た
」
　
（
ロ
シ
ヤ
刑
法
一
〇
条
）
場
合
と
さ
れ
る
。
結
果
予
見
義
務
と
不
予
見

が
概
念
内
容
を
な
す
。
理
論
土
の
問
題
と
さ
れ
る
点
は
予
見
義
務
の
基
準
の
問
題
、
予
見
可
能
牲
が
概
念
内
容
と
し
て
必
要
か
の
閾
題
で

あ
っ
て
、
　
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
す
る
、
　
注
意
義
務
は
違
法
要
索
か
貢
任
要
素
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
論
ず
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
そ
こ
で
以
去
薦
張
単
籍
介
し
て
銀
魚
点
を
あ
げ
て
ゆ
こ
う
．
（
駿
撫
雄
鶉
審
理
醗
譲
監
副
議
犠
藷
聯

讐
麟
ぬ
①
艶
號
、
％
輩
諏
馨
奮
」

　
予
見
義
務
の
基
準
の
二
丁
及
び
予
見
可
能
性
の
悶
題
に
つ
い
て
次
の
三
点
を
指
服
し
よ
う
。
ピ
オ
ン
ト
コ
ウ
ス
キ
ー
教
授
を
始
め
と
す

る
総
論
教
科
書
が
「
予
見
義
務
の
問
題
は
事
実
上
の
悶
題
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
、
第
二
に
、
予
見
可
能
性
不
要
説
の
見
解
、
第
三
に
、
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予
見
義
務
は
客
観
的
に
、
予
見
可
能
性
は
主
観
的
に
と
す
る
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
の
見
解
、
こ
れ
ら
の
諸
見
解
が
過
失
の
本
質
論
と
し

て
前
項
に
あ
げ
た
理
論
と
い
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
附
言
し
よ
う
。

　
ニ
　
ピ
オ
ン
ト
コ
ウ
ス
キ
ー
教
授
は
い
う
。

　
「
行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
結
果
を
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
事
実
上
の
闘
題
ρ
§
。
ω
¢
。
富
。
江
で
あ
っ
て
、
事
件
の
全
具

体
的
壽
、
つ
ま
り
、
個
人
的
性
情
や
素
的
葎
、
に
依
存
し
て
裁
判
所
で
決
定
さ
れ
る
」
（
ソ
ヴ
ェ
ト
刑
法
、
一
巻
、
総
論
、
一
九
二
九
、
二
四
四
五
ー
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
、
二
九
一
頁
よ
り
）
。

　
こ
こ
で
は
予
見
義
務
は
可
能
性
に
解
消
さ
れ
、
可
能
性
は
更
に
行
為
者
能
力
を
も
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
。
か
か
る
見
解
は
そ
の
ま
ま

五
二
年
版
の
教
科
書
に
も
引
つ
が
れ
た
。

　
「
自
己
の
行
為
の
有
責
な
結
果
を
予
見
．
す
る
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
間
題
は
、
彼
に
自
己
の
行
為
の
結
果
の
発
生
を
予
見
し
、
そ
の
上
で
考

慮
に
入
れ
る
罷
性
が
あ
・
た
か
否
か
崩
ら
か
に
す
る
こ
と
を
蔑
す
る
」
（
ソ
ヴ
ェ
ト
刑
法
、
総
論
教
科
書
、
一
九
五
二
、
二
三
六
頁
）
。

　
第
二
に
、
古
く
ト
ラ
イ
ニ
ン
教
授
は
、

　
「
も
し
行
為
者
が
犯
罪
的
結
果
を
予
見
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
条
件
の
も
と
で
は
彼
は
ま
た
予
見
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
う
た
が
い
の
な

　
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
行
為
者
が
予
見
で
き
た
の
に
予
見
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
は
事
実
と
矛
盾
す
る
」

≡△，

1｛冊 説

か
よ
う
に
論
じ
て
「
そ
の
違
反
が
刑
法
的
不
注
意
と
な
る
よ
う
な
平
均
的
一
般
的
注
意
義
務
」
　
「
刑
法
は
常
に
集
団
の
利
益
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
見
義
務
の
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
カ
シ
ヴ
ィ
ー
リ
。
チ
ェ
レ
ツ
ェ
リ

ー
に
引
つ
が
れ
た
。
彼
ら
は
、
予
見
義
務
の
存
否
は
潜
入
的
性
状
に
左
右
さ
れ
る
不
確
定
的
な
規
準
で
は
な
く
、
信
悪
性
の
あ
る
明
瞭
な

基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
基
準
に
し
て
始
め
て
法
的
性
格
を
も
ち
、
統
一
的
な
社
会
主
義
的
な
合
法
性
の
案
内
者
た
り
う
る
、

（刑
@
総
論
一
九
二
九
、
二
七
四
頁
ー
ウ
ナ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
二
八
五
頁
、
註
似
よ
り
）
。

す
べ
て
の
人
に
霧
的
な
、
若
干
の
平
均
的
規
準
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
L
（
前
掲
書
、
二
七
五
頁
ー
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
i
、
二
九
〇
頁
注
②
よ
り
）
と
し
て
、

観
説
を
主
張
し
た
（
鍔
熟
客
鋸
難
黙
紀
融
鵜
縄
拠
難
聴
醸
る
）
。
こ
の
立
場
は
、
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と
す
る
の
で
あ
る
・
波
ら
は
雪
目
の
根
拠
を
、
刑
法
典
＋
条
二
号
の
過
誘
定
義
の
規
定
一
人
予
見
す
べ
き
で
あ
る
の
に
予
見
0
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
文
言
か
ら
直
捲
出
て
く
る
と
す
る
。
即
ち
、
客
観
的
規
準
は
、
市
民
に
、
あ
れ
こ
れ
の
行
為
に
際
し
て
の

。▽

ﾃ
、
蝿
鍵
工
嬬
る
樋
読
奮
瓢
驚
籍
謄
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飾

三
遷
エ
ヴ
ス
ふ
丁
教
授
は
、
予
見
義
務
の
判
断
規
準
を
め
ゐ
≧
従
来
の
主
観
説
と
蕎
説
と
の
対
立
は
、
実
は
二
つ
の
闇
題
、
予

見
可
能
性
と
予
見
義
務
を
明
瞭
に
分
離
し
な
い
こ
と
に
基
く
、
と
す
る
。

　
フ
ヴ
エ
ト
刑
法
字
と
覇
の
実
際
は
、
置
の
行
為
の
結
果
の
予
見
の
義
務
讐
樂
八
だ
拝
為
者
に
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
、
禦
、
人
が
予
見
出
斐
と

い
う
条
件
の
上
で
生
ず
る
の
で
あ
る
Q
ゾ
て
れ
ゆ
え
、
主
観
累
準
か
、
客
観
的
基
澄
．
か
と
い
う
問
檬
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
即
ち
、
芳
に
お
い

　
て
・
予
見
義
務
に
対
し
て
、
他
方
に
お
い
て
予
見
可
能
性
に
対
し
て
、
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
二
九
二
頁
）
。

　
か
く
し
て
・
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
は
、
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
準
の
問
題
を
た
て
、
予
見
義
務
に
つ
い
て
は
客
観
的
基
準

が
・
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
主
観
的
蕊
が
一
こ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
（
彰
W
菊
沖
配
餅
が
砦
羅
鷲
駕
冷
熱
翌
鍛

応
磁
ヂ
瑚
至
親
姻
離
畷
縦
杯
燵
砒
む
饒
撫
轟
轟
羅
磁
驚
歎
欝
醗
乱
匠
球
戯
磐
講
留
掛
比
曝
媚

贈
鵬
漁
弾
堵
は
卿
野
襯
舳
献
嚇
⑰
恒
砒
馳
輌
馳
散
癒
ユ
是
旙
勲
鴨
）
。

　
四
問
題
は
・
過
失
概
念
の
こ
れ
ら
の
諸
説
が
過
失
の
本
質
、
更
に
責
任
一
般
の
本
質
と
ど
の
よ
，
つ
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
・
如
何
な
る
意
味
で
義
務
と
可
能
性
と
が
過
失
概
念
に
要
求
さ
れ
る
の
か
と
り
つ
占
｛
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
予
見
可
能
性
が
必
要

だ
と
い
う
論
者
は
・
た
だ
「
個
人
的
讐
性
の
原
則
・
個
別
讐
任
の
原
則
の
徹
底
≒
鋤
鍬
煽
砂
滑
磁
健
諾
燐
．
礎



壬△陶

百冊 説
誹
）
「
ソ
ヴ
干
刑
法
の
民
主
義
」
（
ウ
チ
ェ
ブ
ス
キ
ー
、
前
掲
書
、
二
九
四
頁
）
を
の
べ
乏
す
ぎ
な
い
．
セ
ル
午
ワ
の
個
別
責
任
の
徹
底
と
い
う
論
拠

は
、
平
均
人
思
想
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
平
均
人
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
が
直
ち
に
「
予
見
可
能
性
」
の
必
要
を
理
由
あ
ら
し

め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
教
授
の
論
拠
は
も
◎
と
漠
と
し
て
い
る
。

　
予
見
可
能
性
は
規
範
的
責
任
論
に
お
い
て
、
可
能
な
義
務
を
尽
さ
な
い
と
こ
ろ
に
非
難
の
可
能
性
1
1
責
任
が
生
ず
る
、
と
い
う
立
場
に

お
い
て
乏
そ
の
地
墨
保
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
過
失
概
念
に
つ
い
て
、
予
見
可
能
性
と
い
う
契
機
を
と
り
あ
げ
た
ρ
は
規
範
的
責
任
論
以
後
で
は
な
い
、
、
井
上
正
治
・
過
失
の
実
証
的
研
究
、
玉
三
頁
∪
下
）
．
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論

で
は
・
非
難
可
能
性
を
責
任
の
本
質
と
し
な
い
以
上
、
予
見
可
能
性
と
い
う
契
機
は
、
不
注
意
の
構
造
に
内
在
的
必
然
性
を
も
っ
た
場
所

を
も
ち
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
五
　
こ
こ
で
・
再
び
不
注
意
の
本
質
1
1
そ
の
責
任
の
根
拠
に
た
ち
か
え
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
注
意
に
お
い
て
は
結
果
を
予
見
し
て
い

な
い
が
・
そ
の
際
の
意
志
は
具
体
的
条
件
の
下
で
は
、
正
に
、
蝦
疵
の
あ
る
、
犯
罪
的
意
志
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
志
が
責
任
能
力
者
に
お

い
て
は
さ
け
得
た
・
選
択
の
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
結
果
を
そ
の
意
志
に
窮
極
原
因
と
し
て
阪
属
し
得
る
と

し
た
。
こ
れ
が
道
義
的
責
任
論
で
あ
る
・
も
っ
と
も
、
刑
事
罰
母
性
（
刑
罰
を
う
く
べ
き
地
位
）
、
民
事
答
責
性
（
損
害
賠
償
を
な
す
べ

き
地
位
）
な
ど
答
弾
性
一
般
が
国
家
と
違
反
行
為
者
と
の
法
律
関
係
一
国
家
に
た
い
す
る
責
務
！
を
前
提
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
責
務

違
反
に
対
す
る
国
家
的
非
難
柴
是
的
評
価
の
形
式
．
形
態
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
（
脚
羅
鱗
腸
姥
．
讐
瞬
彊
．
工

幣
掴
翠
憲
懸
）
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
責
任
も
ま
た
非
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
道
義
的
責
任
論
に
よ
っ
て
責
任
の
根
拠
を
み
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
「
非
難
」
を
前
提
と
せ
ず
、
た
ん
に
窮
極

的
原
因
を
確
定
す
れ
ば
足
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
心
理
過
程
が
非
難
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
始
め
て
非
難
す
べ
き
行
為
、
結
果
を
そ
の
心

的
過
程
に
阪
属
さ
せ
う
る
、
と
い
う
命
題
は
規
範
的
責
任
論
の
立
場
で
あ
る
。
道
義
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
は
そ
う
い
う
理
論
を
と
る
こ

と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
や
は
り
、
予
見
可
能
性
と
い
う
概
念
内
容
は
、
た
ん
に
政
策
的
な
外
部
か
ら
の
要
請
に
と
ど
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ま
る
べ
き
か
。

　
不
注
意
の
本
質
が
蝦
疵
あ
る
意
思
形
成
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
思
形
成
が
予
見
義
務
さ
え
尽
し
て
い
れ
ば
、
他
の
も
の
（
適
法
な
る
、

理
疵
の
な
い
意
思
形
成
）
た
り
得
た
こ
と
（
意
識
の
能
動
的
役
割
）
、
こ
れ
ま
で
が
道
義
的
責
任
の
命
題
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
選
択

の
契
機
は
、
窮
極
原
因
者
を
確
定
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
選
択
の
契
機
が
、
不
注
意
の
概
念
構
成
と
し
て
心
然
的

に
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
予
見
義
務
違
反
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
選
択
の
契
機
を
現
実
に

行
為
者
に
担
保
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
非
難
を
前
提
に
せ
ず
と
も
、
予
見
．
可
能
性
は
、
不
注
意
の
構
造
に
お
い
て
必
然
性
を
も

つ
地
位
を
受
取
る
こ
と
に
な
る
。

25　（2一一4㊥304）　404

三
故
意
・
過
失
の
統
一

　
一
　
心
理
的
責
任
論
・
道
義
責
任
論
が
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論
を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
当
然
に
我
々
に
、
本
項

の
問
題
を
提
起
せ
し
め
る
。
こ
の
間
題
が
実
は
心
理
的
責
任
論
を
し
て
、
規
範
的
責
任
論
へ
と
展
開
せ
し
め
た
一
つ
の
踏
面
点
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
。
故
意
が
単
純
な
心
理
過
程
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
過
失
は
予
見
可
能
な
の
に
予
見
義
務
に
違
反
し
て
予
見
し
な
か
っ
た

と
い
う
複
雑
な
構
造
を
も
つ
。
責
任
を
故
意
・
過
失
の
類
概
念
と
す
る
と
、
こ
の
両
者
が
心
的
過
程
と
し
て
の
責
任
と
い
う
種
的
概
念
の

も
と
に
ど
う
し
て
な
ら
び
う
る
か
、
と
い
う
間
．
題
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
手
許
の
資
料
か
ら
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

べ
た
論
者
を
見
な
い
。
た
だ
教
科
書
に
次
の
論
述
を
見
る
。

　
「
貢
任
は
二
つ
の
形
式
で
現
れ
る
。
故
意
と
過
失
で
あ
る
。
故
意
と
過
失
は
、
行
為
者
と
彼
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
社
会
的
危
険
行
為
と
の
特
定
の
種
類

　
の
心
理
関
係
を
表
象
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
責
任
は
単
な
る
心
理
的
概
念
で
な
い
。
責
任
は
社
会
的
・
政
治
的
概
念
で
あ
る
。
…
…
責
任
は
行
為
の

　
主
観
的
側
面
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
た
る
や
社
会
主
義
国
家
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の
基
礎
－
叉
は
社
会
主
義
法
秩
序
に
と
っ
て
危
険
な



払口田」 説

　
行
為
と
し
て
刑
法
的
に
非
難
さ
れ
、
か
く
し
て
ま
た
、
共
産
黒
馬
道
徳
に
よ
っ
て
も
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
行
為
の
社
会
的
危
険
性
と
い

　
う
こ
の
国
家
的
評
価
を
除
け
ば
、
責
任
は
存
在
し
な
い
…
…
L
　
（
二
六
一
頁
．
）
。

　
こ
て
で
「
非
難
」
　
「
評
価
」
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
責
任
が
非
難
目
評
価
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
故
意
・
過
失
が
共
に
心
理
関
係
で
あ
る
と
断
言
す
る
の
み
で
、
い
わ
ゆ
る
過
失
の
規
範
的
構
造
に
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
二
　
東
独
の
学
者
は
、
責
任
を
心
理
関
係
と
す
る
こ
と
、
故
意
・
過
失
を
責
任
形
式
と
ず
る
こ
と
、
そ
れ
を
犯
罪
の
主
観
的
側
面
を
特

徴
づ
け
て
い
る
震
要
件
繁
と
す
る
こ
と
、
に
お
い
て
汐
干
理
論
を
う
け
つ
い
で
い
る
（
至
聖
難
騰
落
測
禦
攣
弊

誤
踏
攣
口
禰
避
妊
娼
家
撒
緋
鯉
濃
駿
翻
継
螺
難
腰
嵩
醐
難
物
難
船
）
。
し
か
し
、
既
に
弊
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
曳
体
的
犯
罪
概
念
（
犯
罪
行
為
の
社
会
的
危
険
性
・
刑
事
違
法
性
・
道
徳
的
政
治
的
非
難
性
・
可
罰
性
）
と
構
成
要
件
難
と
の
、
犯
罪
論
体
系
に
お
け
る
二
重
讐
竈
確
に

う
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
項
の
問
題
点
に
つ
い
て
一
つ
の
回
答
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
レ
ク
シ
ャ
ス
は
い
う
。

　
「
責
任
と
は
、
故
意
．
・
・
過
失
の
形
式
で
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
、
犯
罪
者
を
犯
罪
行
為
へ
と
決
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
わ
が
労
農
権
力
に
と
っ
て
危
険

な
、
労
働
者
・
餐
の
道
徳
的
・
政
治
的
立
場
に
よ
・
て
非
讐
れ
る
、
違
法
に
し
て
、
可
罰
的
な
、
内
心
的
態
度
で
あ
る
」
（
器
〕
①
輸
諺
傷
ω
署

窮
墨
筆
鐘
、
鮨
『
蛎
昌
）
「
饗
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
は
特
定
の
犯
罪
峯
記
し
よ
至
」
す
る
目
的
憲
識
し
な
い
で
毒
す
る
遍
失
犯
に

　
お
い
て
は
、
行
為
者
は
彼
の
意
識
さ
れ
た
目
的
設
定
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
結
果
を
導
く
。
　
行
為
者
の
具
体
的
な
個
人
的
な
目
的
設
定
に

　
は
、
そ
れ
で
も
尚
、
こ
の
個
人
的
目
的
に
犯
罪
的
と
い
う
烙
印
を
お
す
と
こ
ろ
の
一
つ
の
磯
疵
が
と
り
つ
い
て
い
る
。
」
（
9
。
・
鋤
・
O
こ
Q
り
二
〇
）

　
つ
ま
り
、
故
意
も
過
失
も
、
と
も
に
構
成
要
件
要
素
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
体
的
特
徴
が
、
共
に
犯
罪
的
載
量
を
も
っ
た
心
理
態
度
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説
・
で
あ
る
と
い
・
つ
。
冥
加
が
強
塑
ご
塾
⊂
い
る
．
責
任
〉
〕
は
内
心
的
態
度
の
犯
罪
性
（
奨
ム
的
危
険
性
．
刑
雛
楼
．
道
徳
的
政
仏
舶
的
非
糠
．
可
…
訓

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
性
）
の
存
在
を
確
定
す
る
構
成
要
件
要
素
で
あ
っ
て
、
　
評
価
で
も
な
け
れ
ば
、
評
価
の
対
象
で
も
な
い
。
故
意
・
過
失
1
1
貢
任
の
存
在

　
　
（
構
成
福
田
該
当
的
心
理
態
度
の
難
戦
）
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
そ
の
内
心
的
態
度
．
の
犯
罪
性
が
確
定
さ
れ
る
。
　
こ
れ
は
、
犯
罪

　
　
の
客
観
的
側
面
を
特
徴
づ
け
る
構
成
要
件
要
索
は
勿
論
、
す
べ
て
の
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
共
通
に
妥
当
す
る
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
こ

　
　
で
・
故
意
・
過
失
も
、
共
に
犯
罪
性
を
も
っ
た
心
理
態
度
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
共
通
の
契
機
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三
　
こ
の
東
独
の
理
論
は
本
項
の
問
題
点
を
解
決
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
点
は
、
故
意
は
結
果
の
．
了
見
と
い
う
単
純
な

　　

S
理
過
程
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
過
失
は
心
黒
黒
と
は
い
え
、
外
部
か
ら
握
の
あ
る
（
膨
灘
繊
美
嚢
」
と
い
う
判
断
を
加

　
　
え
ら
れ
た
心
的
過
程
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
造
に
質
的
区
別
が
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
両
者
を
共
に
責
任
概
念
と
し
て
統
一
し
て
理
解
す

　
　
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
、
　
故
意
を
も
規
鞄
的
構
造
を
も
た
し
め
ん
と
し
た
も
の
が
規
範
的
責
任
論
で
あ
っ
た
．
　
つ
ま
り
、
　
故
意
と

　
　
は
単
純
な
結
果
の
予
見
に
は
つ
き
ず
、
　
違
法
性
の
認
識
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
敢
て
決
意
を
な
し
た
と
い
う
策
三
者
の
評
価
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

　
　
加
え
ら
れ
た
心
的
過
程
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
　
故
意
・
過
失
は
、
　
共
に
非
難
可
能
な
心
的
過
程
と
し
て
統
一
さ
れ
得
た
の
で

　
　
あ
っ
た
。
統
一
の
契
機
と
し
て
の
こ
の
結
論
だ
け
を
み
れ
ば
、
東
独
の
理
論
と
の
間
に
実
質
的
開
き
は
な
い
。
た
だ
規
範
的
責
任
論
は
、

　
　
責
任
の
実
質
が
第
三
者
の
非
難
可
能
性
に
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
能
力
と
故
意
・
過
失
と
い
う
法
定
の
形
式
的
要
件
を
相
対

　
　
的
な
も
の
と
し
て
、
超
法
規
化
の
途
を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
学
が
一
た
ん
法
規
ヒ
の
諸
要
件
の
意
味
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
実

　
　
体
を
つ
き
と
め
れ
ば
、
今
度
は
そ
の
実
体
こ
そ
が
絶
対
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
故
意
。
過
失
は
、
非
難
可
能
性
と
い
う
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壬ム
面冊 説

評
価
の
た
め
に
単
に
法
規
に
明
記
さ
れ
た
条
件
の
一
つ
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
　
今
や
責
任
は
価
値
判
断
と
し
て
、
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
事
件
に
つ
い
て
の
、
裁
判
官
の
個
別
的
評
価
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
否
が
左
右
さ
れ
る
。
　
責
任
の
本
質
（
法
理
）
が
責
任
の
概
念
（
実

定
法
規
）
に
ま
で
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
こ
の
点
ま
で
な
れ
ば
、
最
早
、
東
独
の
理
論
と
は
完
全
に
別
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
・
東
独
の
さ
き
の
解
決
は
、
た
ん
に
責
任
の
本
質
論
と
し
て
の
法
理
上
の
竺
で
あ
っ
て
、
責
任
概
念
（
難
霧
麟

惣
）
と
し
て
の
故
意
・
過
失
の
竺
と
い
う
問
題
に
ま
で
徹
底
さ
れ
て
と
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
・
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
し
、
故
意
・
過
失
の
統
一
の
問
題
は
も
と
も
と
責
任
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
に
法
理
上
の
統
一
を
主
張
し
た
だ
け

で
は
解
決
に
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
東
独
の
解
決
は
、
実
は
問
題
を
そ
ら
し
た
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
規
範
的
責
任
論

の
解
決
は
、
成
程
、
そ
の
主
張
を
責
任
法
理
と
責
任
概
念
に
徹
底
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
意
・
過
失
の
統
一
の
問
題
を
終
局
的
に
解
決

し
た
こ
と
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
他
方
に
お
い
て
、
法
規
と
解
釈
理
論
と
の
限
界
の
あ
い
ま
い
さ
を
も
同
時
に
も
っ
こ
と
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
四
　
故
意
・
過
失
の
統
二
の
問
題
は
、
東
独
に
お
い
て
は
、
た
だ
構
成
要
件
該
当
的
心
理
態
度
の
犯
罪
的
性
質
と
い
う
点
に
の
み
求
め

ら
れ
、
主
観
的
構
成
要
件
要
素
の
構
造
と
し
て
の
同
質
性
と
し
て
は
何
ら
の
解
決
を
も
な
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
。
　
そ
こ

で
・
こ
こ
で
再
び
、
不
注
意
の
概
念
構
成
に
つ
い
て
の
ピ
オ
ン
ト
コ
ウ
ス
キ
ー
教
授
ら
の
視
認
、
つ
ま
り
、
予
見
義
務
を
予
見
可
能
性
に

解
消
す
る
見
解
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
注
意
の
心
理
構
成
は
「
予
見
で
き
た
の
に
予
見
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
構
造
は
と
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
本
項
の
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

25　（2・一・4◎307）　407



四
　
　
む

す

ひ

　
以
上
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論
に
お
け
る
犯
罪
的
．
不
注
意
を
め
ぐ
る
諸
見
解
を
紹
介
し
た
。
　
わ
れ
わ
れ
の
理
論
史
．
に
お
け
る
位
置
づ
け
も
試
み

た
。
つ
ま
り
、
道
義
的
資
任
論
に
よ
る
心
理
主
義
一
こ
れ
が
過
失
に
お
い
て
も
つ
ら
ぬ
か
れ
た
。
た
だ
問
題
は
、
注
意
義
務
違
反
と
い
う

規
範
的
構
造
に
つ
い
て
の
反
省
が
充
分
で
な
い
。
ま
た
⊃
買
弁
可
能
性
F
と
い
う
契
機
も
必
ず
し
も
責
任
の
本
質
論
と
関
係
ず
け
ら
れ
て

い
な
い
。
規
範
的
責
任
論
を
意
識
的
に
さ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
ソ
ヴ
ェ
ー
理
論
に
よ
っ
て
深
く
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
八
．
十
二
．
八
）
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