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法的因果関係における反事実条件文の法理学的検討（二・完）　
 

論　
　
　

説法
的
因
果
関
係
に
お
け
る
反
事
実
条
件
文
の
法
理
学
的
検
討（
二
・
完
）

山
　
　
本
　
　
展
　
　
彰

は
じ
め
に

第
一
章　

ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論

　

第
一
節　

ル
イ
ス
因
果
関
係
論
の
基
盤
（
一
）
─
─
可
能
世
界
と
様
相
実
在
論

　

第
二
節　

ル
イ
ス
因
果
関
係
論
の
基
盤
（
二
）
─
─
可
能
世
界
に
よ
る
反
事
実
条
件
文
分
析

　

第
三
節　

因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
文
分
析
（
以
上
、
七
一
巻
六
号
）

第
二
章　

ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
へ
の
批
判
と
第
二
の
因
果
関
係
分
析

　

第
一
節　

限
界
事
例
へ
の
対
応

　

第
二
節　

内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判

　

第
三
節　

ル
イ
ス
に
よ
る
第
二
の
因
果
関
係
分
析
─
─
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係

第
三
章　

法
的
因
果
関
係
に
お
け
る
反
事
実
条
件
文
の
検
討

　

第
一
節　

法
的
因
果
関
係
論
に
お
け
る
反
事
実
条
件
説
の
位
置
づ
け

　

第
二
節　

残
さ
れ
た
問
題

　

第
三
節　

反
事
実
条
件
文
を
用
い
た
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
の
成
否

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）
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論　　　説

第
二
章　

ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
へ
の
批
判
と
第
二
の
因
果
関
係
分
析

第
一
節　

限
界
事
例
へ
の
対
応

　

第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ル
イ
ス
は
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
可
能
世
界
の
類

似
性
に
還
元
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お
い
て
は
、
反
事
実
条
件
文
で

は
正
し
く
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
で
き
な
い
限
界
事
例
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
法
的
因
果
関
係
論
に

お
い
て
指
摘
さ
れ
る
限
界
事
例
に
つ
い
て
は
、
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
に
お
い
て
も
対
応
す
る
議
論
が
あ
り
、
ル
イ
ス
も
自
身
の

因
果
関
係
論
に
お
い
て
対
応
を
図
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
ル
イ
ス
の
理
論
が
限
界
事
例
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
り
う
る
か
を
確

認
す
る
。

　

第
一
に
、
仮
定
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
。
仮
定
的
因
果
関
係
と
は
、「
Ａ
の
車
が
Ｃ
を
轢
い
て
し
ま
い
Ｃ
が
死
亡
し
た
が
、
Ａ
が
轢

か
な
か
っ
た
と
し
て
も
別
の
Ｂ
の
車
が
Ｃ
を
轢
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
を
指
す
。
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
で

は
、
仮
定
的
因
果
関
係
の
事
例
は
「
先
取
り
（preem

ption

）」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ル
イ
ス
は
早
い
先
取
り
（early preem

p-

tion

）
と
遅
い
先
取
り
（late preem

ption

）
に
分
け
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

早
い
先
取
り
と
は
、
例
え
ば
、「
Ａ
の
車
と
Ｂ
の
車
は
同
様
に
Ｃ
に
向
か
っ
て
暴
走
し
て
い
た
が
、
Ａ
の
車
に
気
を
取
ら
れ
た
Ｂ
が

ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
た
め
、
Ａ
の
車
の
み
が
Ｃ
を
轢
き
Ｃ
が
怪
我
を
負
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
該
当
す
る
。
こ
の
事
例
に
お
い

て
は
、
Ａ
の
車
の
暴
走
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
Ｂ
の
車
が
Ｃ
を
轢
く
こ
と
で
Ｃ
は
怪
我
を
負
っ
た
だ
ろ
う
し
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
Ａ
の
車
が
Ｃ
を
轢
く
こ
と
で
Ｃ
は
怪
我
を
負
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
原
因
を
正
し
く
判
別
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
は
、
因
果
関
係
を
推
移
的
な
も
の
と
し
、
因
果
的
依
存
関
係

（
51
）
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法的因果関係における反事実条件文の法理学的検討（二・完）　

の
列
と
定
義
す
る
こ
と
で
、
早
い
先
取
り
の
事
例
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、
Ａ
の
車
の

暴
走
か
ら
Ｃ
が
轢
か
れ
た
こ
と
ま
で
の
出
来
事
の
列
を
考
え
る
と
、
隣
り
合
う
出
来
事
間
に
は
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
が
あ
る
。
し

か
し
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
か
ら
（
Ａ
の
車
が
Ｃ
を
轢
か
な
い
場
合
に
あ
り
え
た
）
Ｃ
が
轢
か
れ
る
こ
と
ま
で
の
出
来
事
の
列
で
は
、
因
果

的
依
存
の
連
鎖
が
途
切
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
の
車
の
暴
走
に
よ
っ
て
因
果
的
連
鎖
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
が
あ
る
Ａ
の
車
の
暴
走
が
Ｃ
の
怪
我
の
原
因
で
あ
る
と
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
遅
い
先
取
り
と
は
、
例
え
ば
、「
Ａ
の
車
と
Ｂ
の
車
は
同
様
に
Ｃ
に
向
か
っ
て
暴
走
し
て
い
た
が
、
わ
ず
か
に
Ａ
の
車
の
速

度
が
速
か
っ
た
た
め
Ａ
の
車
の
み
が
Ｃ
を
轢
き
Ｃ
が
怪
我
を
負
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
該
当
す
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、

早
い
先
取
り
と
同
様
に
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
正
し
く
原
因
を
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
対

す
る
一
つ
の
対
応
策
は
、
Ａ
の
車
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
と
Ｂ
の
車
に
よ
る
（
あ
り
え
た
）
Ｃ
の
轢
過
を
別
の
出
来
事
と
捉
え
る
こ
と
で
、

「
も
し
Ａ
の
車
の
暴
走
が
な
け
れ
ば
Ｃ
が
Ａ
の
車
に
轢
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
原
因
を

正
し
く
判
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
し
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
出
来
事
に
な
る
よ
う
な
出
来
事
を
「
も
ろ

い
出
来
事
（fragile event

）」
と
い
う
。
し
か
し
、
ル
イ
ス
は
、
出
来
事
の
「
も
ろ
さ
」
に
着
目
し
た
対
応
策
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
し
の
違
い
に
よ
っ
て
別
の
出
来
事
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
も
わ
ず
か
な
引
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ

っ
て
Ａ
の
車
の
暴
走
に
わ
ず
か
な
が
ら
影
響
を
与
え
て
お
り
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
も
原
因
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点

を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
出
来
事
に
ど
の
程
度
の
違
い
が
あ
れ
ば
別
の
出
来
事
に
な
る
の
か
、
す
な
わ
ち
出
来
事
が
ど
の
程
度
も
ろ
い

の
か
を
判
断
す
る
基
準
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
基
準
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
ル
イ
ス
は
、
あ
る
過
程
の
内
在

的
特
徴
と
法
則
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
が
因
果
的
か
ど
う
か
定
ま
る
と
し
、
内
在
的
特
徴
と
法
則
を
同
じ
く
す
る
過
程
が
通
常
は
因
果
的

過
程
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
過
程
も
因
果
的
過
程
と
み
な
す
「
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
る
解
決
策
を
提
示
す
る
。

（
52
）

（
53
）

（
54
）
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論　　　説

ル
イ
ス
は
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
出
来
事
の
列
が
因
果
的
依
存
関
係
を
も
つ
過
程
と
類
似
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
出
来
事
の
列
は
因
果
的
な
疑
似
依
存
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
遅
い
先
取
り
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ

を
事
例
に
あ
て
は
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
Ａ
の
車
と
Ｂ
の
車
は
同
様
に
Ｃ
に
向
か
っ
て
暴
走
し
て
い
た
が
、
わ
ず
か
に
Ａ
の

車
の
速
度
が
速
か
っ
た
た
め
Ａ
の
車
の
み
が
Ｃ
を
轢
き
Ｃ
が
怪
我
を
負
っ
た
」
と
い
う
元
の
事
例
か
ら
、
Ａ
の
車
の
暴
走
か
ら
Ｃ
が
怪

我
を
負
う
ま
で
の
過
程
だ
け
を
取
り
出
す
と
、
こ
の
過
程
は
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
に
照
ら
し
て
因
果
的
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
取
り
出
さ
れ
た
過
程
は
元
の
事
例
と
内
在
的
特
徴
も
法
則
も
同
じ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
元
の
事
例
に
お
い
て
も
Ａ
の

車
の
暴
走
が
Ｃ
の
怪
我
の
原
因
で
あ
る
と
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
多
重
的
因
果
関
係
（
原
因
競
合
、
択
一
的
競
合
）
に
つ
い
て
。
多
重
的
因
果
関
係
と
は
、「
Ａ
と
Ｂ
が
独
立
し
て
そ
れ
ぞ

れ
致
死
量
の
毒
物
を
Ｃ
に
投
与
し
Ｃ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
を
指
す
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
Ａ
ま
た
は
Ｂ
ど
ち
ら
か

に
よ
る
毒
物
の
投
与
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
他
方
の
毒
物
の
投
与
に
よ
っ
て
Ｃ
は
死
亡
し
た
だ
ろ
う
か
ら
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ

て
原
因
を
正
し
く
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
で
は
、
多
重
的
因
果
関
係
の
事
例
は

「
対
称
的
過
剰
決
定
（sym
m

etrical overdeterm
ination

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
に
対
し
て
、
ル
イ
ス
は
、
因
果
関
係
と
反
事
実
条
件
文
が
時
間
的
に
非
対
称
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
対
応
を
試

み
る
。
原
因
は
結
果
に
対
し
て
時
間
的
に
先
行
し
、
反
事
実
条
件
文
の
前
件
は
後
件
に
対
し
て
時
間
的
に
先
行
す
る
。
こ
の
よ
う
に
因

果
関
係
と
反
事
実
条
件
文
が
時
間
的
に
非
対
称
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
過
去
の
出
来
事
が
複
数
の
未
来
に
影
響
を
与
え
る
場
合

に
比
べ
て
、
多
重
的
因
果
関
係
の
よ
う
に
複
数
の
過
去
の
出
来
事
が
一
つ
の
未
来
の
出
来
事
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
起
こ

ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
ル
イ
ス
は
、
仮
に
多
重
的
因
果
関
係
の
よ
う
な
事
例
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
複
数
の
出
来
事
の
う
ち
ど
れ
が

決
定
的
な
あ
る
い
は
主
要
な
原
因
な
の
か
と
い
う
判
断
は
難
し
く
、
反
事
実
条
件
文
分
析
へ
の
反
例
と
は
な
り
え
な
い
と
主
張
す
る
。

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）
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こ
の
よ
う
な
ル
イ
ス
の
考
え
に
対
し
て
、
Ｐ
・
ホ
リ
ッ
チ
（Paul H

orw
ich

）
は
、
多
重
的
因
果
関
係
の
事
例
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
出
来
事
が
原
因
で
は
な
い
と
明
確
に
回
答
す
る
こ
と
は
ル
イ
ス
の
理
論
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ル
イ
ス
は
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
複
数
の
出
来
事
そ
れ
ぞ
れ
が
結
果
の
原
因
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
お
り
、
ホ
リ
ッ
チ
の
批
判
に
対
す
る
応
答
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
重
畳
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
。
重
畳
的
因
果
関
係
と
は
、「
Ａ
と
Ｂ
が
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
致
死
量
の
半
分
の
毒
物
を
Ｃ

に
投
与
し
Ｃ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
を
指
す
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
反
事
実
条
件
文
に
基
づ
い
て
原
因
を
判
別
し
よ

う
と
す
る
と
、
Ａ
の
毒
物
投
与
も
Ｂ
の
毒
物
投
与
も
と
も
に
原
因
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係

論
で
は
、
重
畳
的
因
果
関
係
の
事
例
は
「
非
対
称
的
過
剰
決
定
（asym

m
etrical overdeterm

ination

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ル
イ
ス
は
重
畳
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
明
確
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
重
畳
的
因
果
関
係
の
事

例
に
お
い
て
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
段
落
冒
頭
の
事
例
に
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
し
て
、
Ａ
の
毒
物

投
与
か
ら
Ｃ
の
死
亡
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
Ｂ
の
毒
物
投
与
か
ら
Ｃ
の
死
亡
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
出
し
て
検
討
す
る

と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
前
者
の
過
程
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
Ａ
が
致
死
量
の
半
分
の
毒
を
Ｃ
に
投
与
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
Ｃ
は

死
亡
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
事
実
条
件
文
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
元
の
事
例
と
は
異
な
る
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の

過
程
は
因
果
的
な
疑
似
依
存
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
後
者
の
過
程
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
た
め
、
Ａ
の
毒
物
投
与
と
Ｂ
の
毒

物
投
与
は
と
も
に
原
因
で
は
な
い
と
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
に
、
当
事
者
や
第
三
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
為
の
介
在
に
つ
い
て
。
例
え
ば
、「
Ａ
に
よ
る
暴
行
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た

Ｂ
が
階
段
を
踏
み
外
し
て
転
落
し
て
負
傷
し
た
」
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、「
も
し
Ａ
に
よ
る
暴
行
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
Ｂ
は
負
傷
し

な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
「
も
し
Ｂ
が
階
段
を
踏
み
外
さ
な
け
れ
ば
Ｂ
は
負
傷
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
二
つ
の
反
事
実
条
件
文
は
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と
も
に
真
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
Ａ
に
よ
る
暴
行
と
Ｂ
が
階
段
を
踏
み
外
し
た
こ
と
の
ど
ち
ら
を
原
因
と
す
る
か

の
判
断
基
準
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
原
因
の
判
別
に
困
難
が
生
じ
う
る
。

　

ル
イ
ス
は
当
事
者
や
第
三
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
為
が
介
在
す
る
事
例
に
つ
い
て
特
段
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
因
果

関
係
の
推
移
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
原
因
を
正
し
く
判
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
行
為
で
あ
る
Ａ
の
暴
行
か

ら
Ｂ
の
負
傷
ま
で
の
出
来
事
の
列
に
お
い
て
、
隣
り
合
う
出
来
事
間
に
因
果
的
依
存
関
係
が
あ
る
か
を
検
討
し
、
因
果
的
依
存
関
係
の

連
鎖
が
認
め
ら
れ
れ
ば
第
一
行
為
が
結
果
の
原
因
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
と
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、「
Ｃ
が
Ｅ
に
暴
行
を
加
え
た
後
に
無
関
係
の
Ｄ
が
Ｅ
に
さ
ら
な
る
暴
行
を
加
え
Ｅ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
事

例
に
お
い
て
も
、
原
因
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
行
為
で
あ
る
Ｃ
の
暴
行
か
ら
Ｅ
が
死
亡
す
る

ま
で
の
過
程
と
第
二
行
為
で
あ
る
Ｄ
の
暴
行
か
ら
Ｅ
が
死
亡
す
る
ま
で
の
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
出
し
、
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
が

あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
原
因
の
判
別
が
可
能
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
反
事
実
条
件
文
の
限
界
事
例
と
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
は
反
事
実
条
件
文
分
析
を
基
本

に
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お
い
て

は
、
限
界
事
例
に
対
し
て
、
行
為
概
念
の
修
正
や
相
当
性
判
断
の
段
階
に
お
け
る
調
整
、
例
外
事
例
と
す
る
こ
と
な
ど
の
対
応
が
模
索

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
対
応
に
比
べ
て
、
複
雑
な
概
念
操
作
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
説
得
力
の
あ
る
理
論
を
提
示
す
る
点
で
、
内
在

性
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
対
応
に
は
優
位
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節　

内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判

　

本
章
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
反
事
実
条
件
文
に
よ
る
事
実
的
因
果
関
係
の
認
定
に
お
い
て
限
界
事
例
と
さ
れ
て
き
た
問
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題
群
に
対
し
て
は
、
ル
イ
ス
の
理
論
を
用
い
た
応
答
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
導
入
さ
れ
る
内
在
性
ア
プ

ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
反
例
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

第
一
に
、「
Ａ
が
た
ば
こ
の
火
を
消
さ
な
い
ま
ま
放
置
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
宅
が
全
焼
し
た
。
Ａ
宅
に
は
自
動
消
火
装
置
が
あ
っ

た
が
、
Ｂ
が
自
動
消
火
装
置
の
電
源
を
切
っ
た
こ
と
で
作
動
し
な
か
っ
た
。
自
動
消
火
装
置
が
作
動
し
て
い
れ
ば
Ａ
宅
が
全
焼
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
事
例
を
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
結
果
を
予
防
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
出
来
事
を
別
の

出
来
事
が
予
防
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
結
果
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
「
二
重
予
防
（double prevention

）」
の
事
例
と
呼
ば

れ
る
。
こ
の
と
き
、
Ｂ
が
Ａ
宅
の
自
動
消
火
装
置
の
電
源
を
切
っ
た
こ
と
は
Ａ
宅
全
焼
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
自
動
消

火
装
置
が
な
け
れ
ば
Ａ
宅
は
全
焼
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
が
装
置
の
電
源
を
切
っ
た
こ
と
と
Ａ
宅
全
焼
と
の
間
の
因
果

的
依
存
関
係
は
自
動
消
火
装
置
の
存
在
と
い
う
外
在
的
な
出
来
事
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
因
果
的
依
存
関
係
は
過
程
の
内
在
的
特
徴

の
み
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
重
予
防
の
事
例
は
、
過
程
の
内
在
的
特
徴
に
注
目
す
る

こ
と
で
因
果
的
な
疑
似
依
存
関
係
を
認
め
る
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
反
例
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
Ａ
が
毒
物
α
を
、
Ｂ
が
毒
物
β
を
、
共
謀
な
く
同
時
に
Ｃ
へ
投
与
し
、
Ｃ
は
死
亡
し
た
。
毒
物
α
と
β
は
そ
れ
ぞ
れ
単

体
で
Ｃ
を
死
に
至
ら
し
め
る
が
、
α
は
β
の
効
果
を
打
ち
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
事
例
を
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
あ

る
出
来
事
が
別
の
出
来
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
結
果
を
打
ち
消
す
「
打
ち
負
か
し
（trum

ping

）
の
事
例
」
と
呼
ば
れ

る
。
こ
の
と
き
、
Ａ
に
よ
る
α
の
投
与
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
Ｂ
に
よ
る
β
の
投
与
に
よ
っ
て
Ｃ
は
死
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
Ａ
に
よ
る
α
の
投
与
か
ら
Ｃ
の
死
亡
に
至
る
過
程
と
Ｂ
に
よ
る
β
の
投
与
か
ら
Ｃ
の
死
亡
に
至
る
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
す

と
、
い
ず
れ
も
そ
の
内
在
的
特
徴
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
因
果
的
な
疑
似
依
存
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
在
性
ア
プ

ロ
ー
チ
に
基
づ
け
ば
、
Ａ
に
よ
る
α
の
投
与
と
Ｂ
に
よ
る
β
の
投
与
は
い
ず
れ
も
原
因
と
な
る
。
し
か
し
、
α
は
β
を
打
ち
消
す
の
で
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あ
る
か
ら
、
α
が
Ｃ
死
亡
の
原
因
で
あ
る
一
方
で
、
β
は
Ｃ
死
亡
の
原
因
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
打
ち
負
か
し
の
事
例
に
お
い
て
も
、

内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
原
因
と
結
果
と
の
関
係
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
が
注
目
す
る
、
出
来
事
の
過
程
に
含
ま
れ
る
内
在
的
特
徴
や
法
則
が
何
で
あ
る
か
は
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
。
内
在
的
特
徴
や
法
則
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
因
果
的
な
疑
似
依
存
関
係
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
ず
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
仮
に
個
々
の
事
例
に
応
じ
て
内
在
的
特
徴
や
法
則
を
定
め
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
因
が
何
か
に
つ
い
て
の
予
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
ず
、
因
果
関
係
論
と
し
て
は
不
適
切

な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
節　

ル
イ
ス
に
よ
る
第
二
の
因
果
関
係
分
析
─
─
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係

　

内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判
を
受
け
て
、
ル
イ
ス
は
晩
年
、「
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
（Causation as Influence

）」
と
呼

ば
れ
る
第
二
の
理
論
を
提
示
し
た
。
こ
の
理
論
は
、
出
来
事
の
も
ろ
さ
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
第

一
節
で
見
た
よ
う
に
、
出
来
事
の
も
ろ
さ
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、「
Ａ
の
車
と
Ｂ
の
車
は
同
様
に
Ｃ
に
向
か
っ
て
暴
走
し
て

い
た
が
、
わ
ず
か
に
Ａ
の
車
の
速
度
が
速
か
っ
た
た
め
Ａ
の
車
の
み
が
Ｃ
を
轢
き
Ｃ
が
怪
我
を
負
っ
た
」
と
い
う
遅
い
先
取
り
の
事
例

に
お
い
て
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
が
Ａ
の
車
の
暴
走
に
与
え
る
わ
ず
か
な
引
力
の
影
響
を
除
外
で
き
ず
、
Ｂ
の
車
の
暴
走
も
原
因
と
み
な
す

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
ル
イ
ス
は
、
Ｌ
・
Ａ
・
ポ
ー
ル
（Laurie A

nn Paul

）
の
見
解
を
発
展
さ
せ
、「
Ａ
に
よ
る
轢
過
が
な

け
れ
ば
Ｃ
の
怪
我
は
遅
れ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
事
実
条
件
文
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
に
よ
る
轢
過
と
Ｃ
の
怪

我
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
影
響
関
係
と
し
て
因
果
関
係
を
再
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
例
で
は
出
来
事
間
の
影
響
関
係
と
し
て

時
間
に
着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
に
も
出
来
事
の
起
こ
り
方
な
ど
様
々
な
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
、
原
因
を
操
作
し
て
結
果
を
操
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作
で
き
る
関
係
で
あ
れ
ば
影
響
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
出
来
事
の
も
ろ
さ
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
あ
る
出
来
事
が
ど
の
程
度
も
ろ
い
も
の
か
を
判
断
す
る
基
準
が
不
明

確
で
あ
る
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。
ル
イ
ス
は
、
こ
の
問
題
点
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
出
来
事
の
「
も
ろ
さ
」
に
代
わ
る
、
出
来
事
の

「
代
替
（alteration

）」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
ル
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
出
来
事
Ｅ
の
代
替
と
は
、「
Ｅ
の
非
常
に
も
ろ
い
バ
ー
ジ

ョ
ン
か
、
も
し
く
は
Ｅ
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
Ｅ
と
は
同
一
で
は
な
い
非
常
に
も
ろ
い
代
わ
り
の
出
来
事
の
い
ず
れ
か
」
で
あ

る
。
例
に
即
せ
ば
、
Ｃ
の
怪
我
が
生
じ
た
時
点
や
怪
我
の
態
様
が
異
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
元
の
Ｃ
の
怪
我
の
代
替
と
な
る
。

　

こ
の
出
来
事
の
代
替
と
い
う
概
念
と
反
事
実
条
件
文
を
用
い
れ
ば
、「
影
響
（influence

）」
と
い
う
概
念
を
よ
り
正
確
に
定
義
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
定
義
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

異
な
る
出
来
事
で
あ
る
出
来
事
ｃ
と
出
来
事
ｅ
に
つ
い
て
、
出
来
事
ｃ
が
出
来
事
ｅ
に
影
響
す
る
の
は
、
ｃ
と
あ
ま
り
離
れ
て
い

な
い
様
々
な
代
替
の
集
合c

1 , c
2 ,

…
、
そ
し
て
ｅ
の
代
替
の
集
合e

1 , e
2 ,

…
が
あ
り
、「
c1

が
起
き
た
な
ら
ば
e1

が
起
き
た
だ
ろ

う
」、「
c2

が
起
き
た
な
ら
ば
e2

が
起
き
た
だ
ろ
う
」、
…
と
い
う
諸
々
の
反
事
実
条
件
文
が
成
り
立
つ
と
き
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

と
き
に
限
る
。

　

こ
の
影
響
の
定
義
を
例
に
あ
て
は
め
る
と
、「
Ａ
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
」
と
「
Ｃ
が
轢
か
れ
て
怪
我
を
負
っ
た
こ
と
」
と
い
う
出
来
事

の
代
替
の
集
合
に
つ
い
て
、「
Ａ
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
が
早
け
れ
ば
Ｃ
が
轢
か
れ
て
怪
我
を
負
う
時
点
は
早
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」「
Ａ
に

よ
る
Ｃ
の
轢
過
の
直
前
に
Ａ
が
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
で
い
れ
ば
Ｃ
の
怪
我
は
軽
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
な
ど
の
反
事
実
条
件
文

が
真
で
あ
る
と
き
、「
Ａ
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
」
は
「
Ｃ
が
轢
か
れ
て
怪
我
を
負
っ
た
こ
と
」
に
影
響
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
し
て
、
ル
イ
ス
は
、
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
が
成
り
立
つ
出
来
事
が
因
果
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
影
響
関
係
の

連
鎖
が
成
り
立
つ
出
来
事
は
因
果
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
よ
り
一
般
的
な
分
析
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

出
来
事
ｃ
が
出
来
事
ｅ
の
原
因
で
あ
る
の
は
、
影
響
関
係
で
結
ば
れ
た
出
来
事
の
列c, d

1 , d
2 , 

…, d
n-1 , d

n , e

が
存
在
す
る
と
き

で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
限
る
。

　

し
か
し
、
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
は
、
出
来
事
の
も
ろ
さ
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
に
些
細
な
影
響
を
与
え
る
出
来
事
ま

で
原
因
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ル
イ
ス
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
影
響
の
相
対
的
な
大
き
さ
に

よ
っ
て
対
応
で
き
る
と
応
答
す
る
。
例
え
ば
、
Ａ
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
が
な
か
っ
た
場
合
の
代
替
は
Ｂ
に
よ
る
Ｃ
の
轢
過
が
あ
り
え
な
か

っ
た
場
合
の
代
替
よ
り
も
大
き
く
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
の
相
対
的
な
大
き
さ
に
よ
り
、
Ａ
に
よ
る
Ｃ
の
轢

過
が
原
因
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
の
考
え
に
基
づ
く
こ
と
で
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
二
重
予
防

の
事
例
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
第
二
節
で
示
し
た
例
に
お
い
て
も
、
Ｂ
が
Ａ
宅
の
自
動
消
火
装
置
の
電
源
を
切
っ
た
こ

と
、
Ａ
宅
で
火
災
が
発
生
し
た
際
に
自
動
消
火
装
置
が
作
動
し
な
か
っ
た
こ
と
、
Ａ
宅
が
全
焼
し
た
こ
と
の
順
に
影
響
関
係
が
連
鎖
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
動
消
火
装
置
の
存
在
と
い
う
外
在
的
な
出
来
事
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

Ｂ
が
Ａ
宅
の
自
動
消
火
装
置
の
電
源
を
切
っ
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
は
、
多
重
的
因
果
関
係
や
重
畳
的
因
果
関
係
、
当
事
者
や
第
三
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
為
の

介
在
と
い
っ
た
、
事
実
的
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
で
分
析
し
た
際
の
限
界
事
例
と
さ
れ
る
諸
事
例
に
お
い
て
も
正
し
い
判
断
を
行

（
73
）

（
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）

（
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）
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う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、「
Ａ
と
Ｂ
が
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
致
死
量
の
毒
物
を
Ｃ
に
投
与
し
Ｃ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
多
重
的
因
果
関
係
に
お

い
て
は
、「
Ａ
が
毒
物
を
投
与
し
た
時
点
が
早
け
れ
ば
、
Ｃ
が
死
亡
す
る
時
点
は
早
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」「
Ａ
が
投
与
し
た
毒
物
の
量

が
少
な
け
れ
ば
、
Ｃ
の
死
亡
の
態
様
は
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
な
ど
の
反
事
実
条
件
文
が
真
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ａ
の
毒
物
投
与
と
Ｃ
の
死
亡
と
の
間
に
は
影
響
関
係
（
の
連
鎖
）
が
見
出
さ
れ
、
因
果
関
係
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
Ｂ
の
毒

物
投
与
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
た
め
、
最
終
的
に
は
、
Ａ
に
よ
る
毒
物
の
投
与
と
Ｂ
に
よ
る
毒
物
の
投
与
は
ど
ち
ら
も
Ｃ
が
死
亡
し

た
こ
と
の
原
因
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　

ま
た
、「
Ａ
と
Ｂ
が
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
致
死
量
の
半
分
の
毒
物
を
Ｃ
に
投
与
し
Ｃ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
重
畳
的
因
果
関

係
に
お
い
て
は
、「
Ａ
が
毒
物
を
投
与
し
た
時
点
が
早
け
れ
ば
、
Ｃ
が
死
亡
す
る
時
点
は
早
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」「
Ａ
が
投
与
し
た
毒

物
の
量
が
少
な
け
れ
ば
、
Ｃ
の
死
亡
の
態
様
は
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
反
事
実
条
件
文
は
偽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
Ａ
の
毒
物
投
与
の
時
点
が
早
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
Ｂ
の
毒
物
投
与
の
時
点
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
Ｃ
死
亡
の
時
点
は
変
わ
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
、
Ａ
が
投
与
し
た
毒
物
の
量
が
少
な
け
れ
ば
Ｃ
は
死
亡
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ

に
よ
る
毒
物
の
投
与
と
Ｃ
の
死
亡
と
の
間
に
は
影
響
関
係
（
の
連
鎖
）
が
見
出
さ
れ
ず
、
因
果
関
係
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、

Ｂ
の
毒
物
投
与
に
つ
い
て
も
同
様
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
Ｃ
が
Ｅ
に
暴
行
を
加
え
た
後
に
無
関
係
の
Ｄ
が
Ｅ
に
さ
ら
な
る
暴
行
を
加
え
Ｅ
が
死
亡
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
第
三
者

の
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
為
の
介
在
が
あ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
第
一
行
為
で
あ
る
Ｃ
の
暴
行
と
第
二
行
為
で
あ
る
Ｄ
の
暴
行
が
そ
れ

ぞ
れ
Ｅ
の
死
亡
と
の
間
に
影
響
関
係
（
の
連
鎖
）
が
見
出
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
個
別
の
事
例
に
応
じ
て
正
確
に
因
果
関
係

の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ル
イ
ス
は
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
に
代
え
て
「
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
」
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
二
重
予
防
の
事

例
と
い
っ
た
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判
に
対
処
し
つ
つ
、
事
実
的
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
文
分
析
の
限
界
事
例
に
も
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
る
。「
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
」
理
論
に
お
い
て
も
、
反
事
実
条
件
文
は
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
枠
組

と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
可
能
世
界
論
に
還
元
す
る
こ
と
で
非
循
環
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
因
果
関

係
論
、
特
に
単
称
因
果
関
係
に
関
す
る
理
論
の
目
的
が
「
原
因
と
は
何
か
」
に
関
す
る
常
識
的
な
判
断
と
一
致
す
る
理
論
を
構
築
す
る

こ
と
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
り
分
析
す
る
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
は
魅
力
的
な
理
論
で
あ
る
と
評

価
で
き
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
の
関
心
は
あ
く
ま
で
法
的
因
果
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
続
く
第
三
章
で
は
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
を
参
照
点
に
、

こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
哲
学
的
な
視
座
か
ら
検
討
す
る
。

第
三
章　

法
的
因
果
関
係
に
お
け
る
反
事
実
条
件
文
の
検
討

第
一
節　

法
的
因
果
関
係
論
に
お
け
る
反
事
実
条
件
説
の
位
置
づ
け

　

従
来
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お
い
て
、
ル
イ
ス
が
当
初
構
想
し
て
い
た
（
す
な
わ
ち
「
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
」
へ
移
行
す
る
以

前
の
）
因
果
関
係
の
第
一
分
析
が
関
係
す
る
立
場
と
し
て
主
た
る
も
の
は
、
条
件
説
、
相
当
因
果
関
係
説
、
客
観
的
帰
属
論
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
件
説
で
は
法
的
因
果
関
係
の
存
否
、
相
当
因
果
関
係
説
及
び
客
観
的
帰
属
論
で
は
事
実
的
因
果
関
係
の

存
否
を
判
断
す
る
際
に
反
事
実
条
件
文
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
る

（
事
実
的
）
因
果
関
係
の
判
断
が
機
能
し
な
い
限
界
事
例
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
様
々
な
対
処
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

他
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
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っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
に
基
づ
け
ば
、
内
在
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
こ
と
で
、
仮
定
的
因
果
関
係
、
多
重

的
因
果
関
係
、
重
畳
的
因
果
関
係
、
当
事
者
や
第
三
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
為
の
介
在
と
い
っ
た
諸
事
例
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
限
界
事
例
が
あ
る
が
故
に
反
事
実
条
件
文
を
用
い
た
事
実
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
が
不
可
能
で
あ
る
と
直
ち

に
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ル
イ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
に
よ
っ
て
、
従
来
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お

い
て
試
み
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
反
事
実
条
件
文
の
修
正
や
相
当
性
判
断
に
よ
る
調
整
を
行
う
こ
と
な
く
、
限
界
事
例
に
対
応
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
反
事
実
条
件
文
を
用
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
再
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
危
険
の
現
実
化
」
説
に
つ
い
て
も
、
ル
イ
ス
に
よ
る
第
二
分
析
で
あ
る
「
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
」
の

考
え
方
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
精
緻
な
判
断
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
的
因
果
関
係
を
規
範
的
な
も
の
と

し
て
捉
え
る
見
解
と
評
価
で
き
る
も
の
と
し
て
、
刑
法
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
「
危
険
の
現
実
化
」
説
は
、
従
来
の
判
例
が
刑
法
上

の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
「
実
行
行
為
の
危
険
性
が
結
果
に
現
実
化
し
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
評
価
が
一
般
的
」

で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
件
決
定
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
が
「
危
険
の
現
実
化
」
と
い
う
表
現
を
明
確

に
使
用
し
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
登
場
し
た
。
現
在
で
は
、
学
説
に
お
い
て
も
「
危
険
の
現
実
化
」
説
が
通
説
的
地
位
を
獲
得
し
た

と
い
う
見
解
も
あ
る
。

　

危
険
の
現
実
化
説
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
に
内
在
し
て
い
る
危
険
性
が
現
実
の
因
果
経
過
及
び
結
果
惹
起
に
よ
っ
て
現
実
化
し
て

い
る
場
合
に
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
認
め
る
と
さ
れ
、
実
行
行
為
に
内
在
し
て
い
る
危
険
性
に
関
す
る
法
に
照
ら
し
た
判
断
を
基
底
と

し
て
い
る
理
論
と
評
価
で
き
る
。
危
険
の
現
実
化
説
に
お
い
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
は
、「
ま
ず
①
実

行
行
為
に
内
在
し
て
い
る
危
険
性
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
②
そ
れ
が
現
実
の
因
果
経
過
お
よ
び
結
果
惹
起
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て

（
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）
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い
る
と
評
価
で
き
る
か
を
検
証
」
す
る
二
段
階
の
構
造
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

　

第
一
段
階
の
実
行
行
為
に
内
在
し
て
い
る
危
険
性
の
内
容
に
は
、
実
行
行
為
か
ら
直
接
的
に
結
果
が
発
生
す
る
危
険
性
だ
け
で
は
な

く
、
現
実
の
因
果
経
過
と
結
果
惹
起
の
態
様
が
想
定
さ
れ
た
危
険
性
の
実
現
過
程
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
実
行
行
為
と
結
果
と
の
間
に

何
ら
か
の
介
在
事
情
が
あ
り
間
接
的
に
結
果
が
発
生
す
る
危
険
性
も
含
ま
れ
る
（
例
え
ば
、
加
害
者
の
暴
行
に
よ
っ
て
被
害
者
が
負
傷

す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
加
害
者
の
暴
行
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
逃
走
中
に
転
倒
し
負
傷
す
る
よ
う
な
場
合
も
危
険
性
に
含
ま
れ
う

る
）。
そ
し
て
第
二
段
階
の
危
険
性
が
現
実
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
の
評
価
は
、
実
行
行
為
と
結
果
惹
起
と
の
間
に
介
在
事
情
が
な
い

場
合
（
直
接
的
実
現
類
型
）
と
介
在
事
情
が
あ
る
場
合
（
間
接
的
実
現
類
型
）
に
類
型
化
さ
れ
る
。
直
接
的
実
現
類
型
で
は
実
行
行
為

が
結
果
惹
起
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
れ
ば
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
、
間
接
的
実
現
類
型
で
は
実
行
行
為
が
介
在
事

情
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
（
介
在
事
情
の
介
入
が
実
行
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
通
常
の
事
態
と
評
価
で
き
れ

ば
）
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
危
険
の
現
実
化
説
の
判
断
枠
組
は
、
内
実
と
し
て
第
一
段
階
が
行
為
の
危
険
性
に
関
す
る
法
に
照
ら
し
た
判
断
、
第
二

段
階
が
現
実
の
出
来
事
間
の
関
係
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
二
段
階
で
あ
る
危
険
性
実
現
の
検
証

過
程
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
が
結
果
惹
起
に
与
え
た
影
響
を
判
断
す
る
た
め
に
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
と
同
様
の
仮
定
的
判

断
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
実
現
類
型
に
お
い
て
は
「
実
行
行
為
が
な
か
っ
た
場
合
に
結
果
が
惹
起
さ
れ
て
い
た
か
」
と
い

う
仮
定
的
判
断
、
間
接
的
実
現
類
型
に
お
い
て
は
「
実
行
行
為
が
な
か
っ
た
場
合
に
、
介
在
事
情
の
介
入
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ

た
か
」
と
い
う
仮
定
的
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
危
険
の
現
実
化
説
で
用
い
ら
れ
る
仮
定
的
判
断
は
、
出
来
事
の
代
替
を
用
い
て
出
来
事
間
の
影
響
関
係
を
定
義
し
、
因
果

関
係
を
出
来
事
間
の
影
響
関
係
の
連
鎖
と
す
る
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
理
論
が
用
い
る
反
事
実
条
件
文
と
発
想
を
共
有
す
る
も
の
で
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あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
影
響
と
し
て
の
因
果
関
係
理
論
を
用
い
れ
ば
、
実
行
行
為
を
ｃ
、
介
在
事
情
を
ｄ
、
結
果
を
ｅ
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
代
替c

1 , c
2 ,

…
、d

1 , d
2 ,

…
、e

1 , e
2 ,

…
に
つ
い
て
、
ｃ
の
代
替
と
ｄ
の
代
替
、
ｄ
の
代
替
と
ｅ
の
代
替
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
ペ

ア
の
反
事
実
条
件
文
が
成
り
立
て
ば
、
影
響
関
係
の
連
鎖
が
成
り
立
つ
と
し
て
ｃ
と
ｅ
と
の
間
の
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
危
険
の
現
実
化
説
に
お
け
る
実
行
行
為
が
結
果
惹
起
に
与
え
る
影
響
、
そ
し
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
認

定
す
る
際
の
枠
組
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
介
在
事
情
が
な
い
場
合
に
は
、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
間
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
影
響
関
係

の
連
鎖
が
あ
る
か
否
か
を
同
様
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ル
イ
ス
を
代
表
と
す
る
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
は
、
法
的
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
諸
々
の
立
場
が
抱
え
る
理
論

的
困
難
に
対
応
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
を
適
用
す
る
と
、
相
当
因
果
関
係
説
、
客
観
的
帰
属
論
、
危
険
の

現
実
化
説
の
い
ず
れ
も
諸
々
の
事
例
の
事
実
的
因
果
関
係
を
適
切
に
判
断
で
き
る
枠
組
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
説
は
、
法
的

責
任
の
帰
属
が
適
切
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
関
心
を
持
ち
展
開
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
相
当
因
果
関
係
説
は
相
当
性
概
念

に
よ
っ
て
、
客
観
的
帰
属
論
は
「
許
さ
れ
な
い
危
険
の
創
出
と
実
現
」
と
「
構
成
要
件
の
射
程
範
囲
」
に
よ
っ
て
、
危
険
の
現
実
化
説

は
実
行
行
為
に
内
在
す
る
危
険
性
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
責
任
範
囲
を
限
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
法
的
因
果
関
係
論
に
お
い

て
提
出
さ
れ
て
き
た
諸
説
の
優
劣
は
、
因
果
関
係
判
断
の
枠
組
が
適
切
か
否
か
で
は
な
く
、
責
任
範
囲
を
限
定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る

理
論
の
内
容
と
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
節　

残
さ
れ
た
問
題

　

本
章
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
を
め
ぐ
る
議
論
で

は
な
く
、
責
任
範
囲
の
限
定
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
と
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
採
用
し
た
と
し
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て
も
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
ル
イ
ス
の
理
論
が
決
定
論
的
事
例
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
困
難
を
も
た
ら
す
。

ル
イ
ス
は
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
分
析
す
る
が
、
そ
の
際
に
二
つ
の
出
来
事
が
反
事
実
的
依
存
関
係
や
因
果
的
依
存
関

係
に
あ
る
か
を
反
事
実
条
件
文
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
の
二
値
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ル
イ
ス
の
理
論
は
非
決

定
論
的
な
事
例
に
お
い
て
は
機
能
し
な
い
。
例
え
ば
、
出
来
事
ｃ
が
出
来
事
ｅ
を
起
こ
す
確
率
が
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
か
つ
出

来
事
ｃ
が
な
く
と
も
出
来
事
ｅ
が
起
こ
る
確
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
場
合
、
ｃ
が
起
こ
ら
な
い
場
合
も
確
実
に
ｅ
が
起
こ
ら
な
い

と
は
言
え
な
い
た
め
ｃ
は
ｅ
の
原
因
で
は
な
い
と
判
断
し
て
し
ま
う
。
非
決
定
論
的
な
事
例
に
対
し
て
、
ル
イ
ス
は
、
ｃ
が
ｅ
を
起
こ

す
確
率
と
ｃ
な
し
に
ｅ
が
起
こ
る
確
率
を
比
較
し
後
者
が
前
者
よ
り
も
小
さ
い
場
合
、
前
者
の
確
率
が
高
い
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
ｅ
は

ｃ
に
因
果
的
に
依
存
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
イ
ス
の
立
場
は
、
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
確
率
を
上

昇
さ
せ
る
も
の
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
因
果
関
係
の
確
率
上
昇
説
と
は
異
な
り
、
個
別
の
出
来
事
に
つ
い
て
「
ｃ
が
な
け
れ
ば
ｅ
が
起

こ
る
確
率
は
小
さ
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
事
実
条
件
文
に
基
づ
い
た
分
析
で
あ
る
と
し
て
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
文
分
析
の

範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
訴
訟
に
お
い
て
法
的
因
果
関
係
が
問
題
に
な
る
事
案
を
考
え
る
と
、
大
阪
南
港
事
件
の
よ
う
な
複
雑
な
経
過
を
経
た
事
案

や
公
害
訴
訟
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
因
果
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
明
な
事
案
、
い
わ
ば
「
因
果
関
係
の
難
事

案
」
で
あ
り
、
単
純
な
事
案
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
因
果
関
係
の
存
否
に
関
す
る
判
断
枠
組
に

つ
い
て
理
論
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
因
果
関
係
の
難
事
案
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
事
案
は
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
行
為
が
結
果
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
が
困
難
な
事
例
で
あ
り
、
決
定
論
的
事
例
を
対
象
と
す
る
ル

イ
ス
の
因
果
関
係
論
に
立
脚
し
て
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ル
イ
ス
は
、
非
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決
定
論
的
事
例
に
つ
い
て
も
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
原
因
が
結
果
に
ど
の
程
度

の
影
響
を
与
え
た
の
か
を
正
確
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
非
決
定
論
的
事
例
に
お
い
て
因
果
関
係
の
正
確
な
判
断
を
も
た
ら
す

も
の
で
は
な
い
。

　

加
え
て
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
が
決
定
論
的
事
例
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
限
定
し
た
と
し
て
も
問
題
が
あ
る
。
決
定
論
的

事
例
を
対
象
と
し
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
複
数
の
出
来
事
間
の
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
も
し
く
は
影
響
関
係
の
連

鎖
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
分
析
す
る
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
に
お
い
て
は
、
前
提
と
し
て
反
事
実
条
件
文
が
真
か
偽
か
を
定
め
る
法
則

が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
Ｎ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（N

elson Goodm
an

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
反
事
実
条
件
文
が
真
か
偽
か
を
定
め
る

法
則
が
何
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
仮
に
反
事
実
条
件
文
の
真
偽
を
定
め
る
法
則
が
、
合
法
則
的
条
件
説
が
依
拠
す
る
よ
う

な
自
然
法
則
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
然
法
則
や
そ
の
作
用
が
確
実
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
往
々
に
し
て

自
然
科
学
的
観
点
か
ら
見
た
因
果
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
明
な
因
果
関
係
の
難
事
案
に
お
い
て
は
、
自
然
法
則
を
前
提
と
し
て
法
的

因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
ま
た
、
ハ
ー
ト
＝
オ
ノ
レ
の
よ
う
に
、
複
雑
な
事
案
に
は
対
処
で
き
な
い
と
し

つ
つ
反
事
実
条
件
文
が
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
際
の
有
用
な
テ
ス
ト
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
立
場
も
採
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
、
法
的
責
任
の
帰
属
を
判
断
す
る
基
盤
と
な
る
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
不
確
実
な

状
況
下
で
判
断
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
、
訴
訟
に
お
け
る
事
実
認
定
の
正
確
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
は
、
因
果
関
係
の
推
移
性
に
は
反
例
が
あ
る
と
い
う
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え

ば
、「
自
動
車
販
売
店
に
勤
め
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
Ａ
は
、
顧
客
の
Ｂ
に
新
車
の
購
入
を
勧
め
、
Ｂ
は
新
車
を
購
入
し
た
。
一
週
間
後
、
Ｂ

が
新
車
を
運
転
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｃ
を
轢
き
怪
我
を
負
わ
せ
た
」
と
い
う
事
例
を
考
え
る
。
こ
の
事
例
に
因
果
関
係
の
推
移
性
を
適

用
す
る
と
、
Ａ
が
Ｂ
に
新
車
購
入
を
勧
め
た
こ
と
も
原
因
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
判
断
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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因
果
関
係
の
推
移
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
原
因
と
な
る
出
来
事
が
増
え
て
し
ま
い
、
明
ら
か
に
因
果
関
係
が
な
い
出
来
事
間
に
も

因
果
関
係
が
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
イ
ス
の
理
論
に
お
い
て
は
因
果
関
係
の
推
移
性
を
認

め
な
け
れ
ば
早
い
先
取
り
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
因
果
関
係
の
推
移
性
を
放
棄
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
の
推
移
性
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
は
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
を
継
承
す
る
論
者
が
、
因
果
関
係
を

原
因
と
結
果
の
二
項
で
は
な
く
「
反
事
実
的
な
対
比
」
に
相
対
的
に
成
立
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
で
、
反
事
実
条
件
文
分
析
を
因
果

関
係
の
対
比
性
に
着
目
し
た
も
の
に
修
正
す
る
と
い
う
対
応
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
も
し
ｃ
で
は
な
く
’ｃ

が
起
こ

っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ｅ
で
は
な
く
’ｅ

が
起
こ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
事
実
条
件
文
が
真
で
あ
る
と
き
に
因
果
的
依
存
を
認
め

る
こ
と
に
な
る
。
先
ほ
ど
の
例
に
あ
て
は
め
る
と
、
Ａ
が
新
車
購
入
を
勧
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
は
、
Ｂ
の
運
転
す
る
車
が

古
い
車
で
は
な
く
新
車
と
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
Ｃ
が
轢
か
れ
て
怪
我
を
し
た
原
因
は
車
が
古
い
か
新
し
い
か
に
拘
わ
ら
ず
Ｂ
が
車
を
運

転
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
項
と
な
る
出
来
事
が
一
致
せ
ず
、
因
果
関
係
の
推
移
性
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
反
事
実
的
な
対
比
に
よ
っ
て
因
果
的
依
存
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
に
は
、
反
事
実
条
件
文
の
変
更
と
い
う
大
幅
な
理
論

の
変
更
が
必
要
に
な
る
。
加
え
て
、
反
事
実
的
な
対
比
に
着
目
し
て
も
な
お
因
果
関
係
の
推
移
性
が
不
適
切
な
結
論
を
も
た
ら
す
反
例

が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
新
車
購
入
を
勧
め
た
例
を
改
変
し
、「
自
動
車
販
売
店
に
勤
め
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
Ａ
は
、
鉄

道
で
通
勤
し
て
い
る
顧
客
の
Ｂ
に
新
車
の
購
入
を
勧
め
、
Ｂ
は
新
車
を
購
入
し
た
。
一
週
間
後
、
Ｂ
が
新
車
で
通
勤
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

Ｃ
を
轢
き
怪
我
を
負
わ
せ
た
」
と
い
う
事
例
で
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
Ａ
が
新
車
購
入
を
勧
め
た
こ
と
が

原
因
で
Ｂ
の
通
勤
手
段
が
鉄
道
か
ら
自
家
用
車
に
変
わ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
て
お
り
、
Ｂ
の
通
勤
手
段
が
自
家
用
車
で
な
く
鉄
道
だ

っ
た
な
ら
ば
Ｃ
が
Ｂ
の
車
に
轢
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
反
事
実
的
な
対
比
に
注
目
し
て
反
事
実
条
件
説
の

理
論
を
改
訂
し
た
と
し
て
も
、
因
果
関
係
の
推
移
性
は
不
適
切
な
結
論
を
も
た
ら
し
う
る
。

（
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以
上
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
に
は
、
反
事
実
条
件
文
の
真
偽
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
法
則
、
そ
し
て
因
果
関
係

の
推
移
性
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。
法
的
因
果
関
係
論
が
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
判
断
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
へ
の
対
処
が
必
要
と
な
る
。

第
三
節　

反
事
実
条
件
文
を
用
い
た
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
の
成
否

　

本
章
第
二
節
で
指
摘
し
た
二
つ
の
問
題
は
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
に
内
在
す
る
問
題
で
あ
り
、
理
論
そ
の
も
の
の
改
訂
に
よ

る
解
決
が
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
的
因
果
関
係
に
お
い
て
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
枠
組
と
し
て
採
用
す
る
限
り
に

お
い
て
は
、
法
的
評
価
と
い
う
外
在
的
な
補
助
理
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
事
実
条
件
説
を
擁
護
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
法
に
照
ら
し
て
原
因
と
結
果
に
あ
た
る
出
来
事
を
法
的
な
側
面
か
ら
措
定
し
、
第
二
に
原
因
と
結
果
と
の

結
び
つ
き
が
法
的
な
観
点
か
ら
因
果
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
と
い
う

枠
組
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
則
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
因
果
関
係
の
推
移
性
が
無
限
に
広
が
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
事
実
的
因
果
関
係
の
問
題
は
事
実
の
正
確
な
理
解
で
あ
る
と
す
る
、
条
件
説
か
ら
危
険
の
現
実
化

説
ま
で
と
ら
れ
て
き
た
立
場
を
放
棄
し
、
法
的
因
果
関
係
そ
れ
自
体
が
法
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
枠
組
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
法
的
評
価
の
内
実
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
法
的
評
価
の
内
実
を
示
す
際
に
参
照
す
べ
き
は
、
法
的
因
果
関
係
が
法
的
責
任
の
帰
属
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
点
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
法
的
因
果
関
係
を
行
為
者
へ
法
的
責
任
を
帰
属
す
る
に
値
す
る
出
来
事
の
結
び
つ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、

法
的
因
果
関
係
と
法
的
責
任
を
循
環
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
的
因
果
関
係
と
は
何
か
と
い
う
定
義
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。

（
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仮
に
こ
の
困
難
な
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
的
因
果
関
係
と
は
何
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
法
的
評

価
に
よ
っ
て
存
否
が
判
断
さ
れ
る
法
的
因
果
関
係
は
、
も
は
や
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
に
基
づ
く
理
論
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
に
基
づ
い
て
法
的
因
果
関
係
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
は
我
々
の
直
感
的
な
因
果
関
係
の
理
解
に
即
し
て
お
り
、
非
循
環
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
説
得
的
な
因
果
関
係
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
還
元
し
、
反
事
実
条
件
文
を
可
能
世
界
論
に
還

元
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
元
々
、
反
事
実
条
件
文
の
分
析
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
我
々
が
反
事
実
条

件
文
を
真
ま
た
は
偽
で
あ
る
と
判
断
す
る
条
件
の
探
究
で
あ
る
。
ル
イ
ス
に
よ
る
、
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
還
元
し
最
終
的
に

は
可
能
世
界
論
に
還
元
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
元
々
の
反
事
実
条
件
文
分
析
の
目
的
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と

し
て
補
助
理
論
に
よ
る
調
整
を
余
儀
な
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
補
助
理
論
を
導
入
し
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
を
理
論
的

に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
論
の
シ
ン
プ
ル
さ
や
我
々
の
直
感
的
な
理
解
と
の
合
致
と
い
う
因
果
関
係
の
反
事

実
条
件
説
の
長
所
を
失
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ル
イ
ス
が
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
分
析
し
た
理
由
は
、
哲
学
の
因
果
関
係
論
に
通
底
す
る
問
い
と
関
連
が
あ
る
。
ル

イ
ス
が
反
事
実
条
件
説
を
通
じ
て
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
問
い
は
「
因
果
関
係
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
ル
イ
ス
の
理
論

は
因
果
関
係
の
定
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
、
哲
学
の
因
果
関
係
論
に
お
い
て
は
、「
因
果
関
係

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
な
規
則
性
説
や
ル
イ
ス
が
確
立
し
た
反
事
実
条
件
説
な
ど
の
立
場
が
登
場
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
因
果
関
係
と
は
因
果
的
依
存
関
係
の
連
鎖
、
も
し
く
は
影
響

関
係
の
連
鎖
で
あ
る
と
い
う
解
答
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
答
は
反
事
実
条
件
文
の
真
偽
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
法
則
、
そ
し

て
因
果
関
係
の
推
移
性
が
も
た
ら
す
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
因
果
関
係
の
還
元
的
定
義
に
失
敗
す
る
。

（
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そ
し
て
、
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
と
同
様
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
論
も
ま
た
「
法
的
因
果
関
係
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い

へ
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
法
的
因
果
関
係
論
は
、
反
事
実
条
件
文
で
判
断
さ
れ
る
事
実

的
因
果
関
係
を
前
提
と
し
て
帰
責
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
限
定
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
り
、
最
終
的
に
限
定
さ
れ
た
因
果
関
係
を

法
的
因
果
関
係
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
条
件
説
と
客
観
的
帰
属
論
は
事
実
的
因
果
関
係
を
、
相
当
因
果
関
係
説
は
相
当
性
概
念
に

よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
事
実
的
因
果
関
係
を
、
危
険
の
現
実
化
説
は
実
行
行
為
に
内
在
す
る
危
険
性
の
範
囲
内
の
事
実
的
因
果
関
係
を
法

的
因
果
関
係
で
あ
る
と
定
義
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
説
は
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て

事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
と
い
う
点
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
説
も
「
法
的
因
果
関
係
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
へ
の
解
答
に
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え

れ
ば
法
的
因
果
関
係
の
還
元
的
定
義
の
中
に
反
事
実
条
件
文
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
反
事
実
条
件
説
が
抱
え
る
反

事
実
条
件
文
の
真
偽
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
法
則
と
因
果
関
係
の
推
移
性
が
抱
え
る
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
反
事
実
条
件
文

を
用
い
て
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
と
い
う
枠
組
を
放
棄
す
る
ほ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
事
実
的

因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
法
的
因
果
関
係
論
は
、
法
的
因
果
関
係
の
還
元
的
定
義
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
可
能
世
界
論
に
立
脚
し
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
分
析
し
た
ル
イ
ス
の
因
果
関
係
論
を
参
照
点
に
、
因
果

関
係
の
反
事
実
条
件
説
が
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
反
事
実
条
件
文
を
用
い
た
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
の
成
否

を
検
討
し
た
。
本
稿
の
結
論
は
、
反
事
実
条
件
文
の
真
偽
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
法
則
、
そ
し
て
因
果
関
係
の
推
移
性
が
も
た
ら
す

問
題
に
よ
っ
て
、
反
事
実
条
件
文
を
用
い
た
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
は
成
立
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 （
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）
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因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
説
は
、
我
々
の
日
常
的
直
感
的
な
因
果
関
係
判
断
と
合
致
す
る
点
で
優
れ
た
理
論
で
あ
る
。
反
事
実
条
件

文
を
用
い
た
法
的
因
果
関
係
存
否
の
判
断
も
、
我
々
の
日
常
的
直
感
的
判
断
と
の
合
致
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際

に
因
果
関
係
や
法
的
因
果
関
係
が
解
決
す
べ
き
問
題
と
な
る
の
は
、
日
常
的
直
感
的
な
因
果
関
係
判
断
が
機
能
し
な
い
、
因
果
関
係
の

難
事
案
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
難
事
案
に
お
い
て
反
事
実
条
件
文
が
正
し
い
判
断
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
因
果
関
係
論
は
、

難
事
案
に
も
対
処
し
う
る
別
の
立
場
を
と
る
か
、
難
事
案
で
正
し
い
判
断
を
も
た
ら
す
別
の
立
場
を
併
用
す
る
か
の
い
ず
れ
か
を
選
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
果
関
係
論
の
目
標
が
我
々
の
常
識
的
な
判
断
と
一
致
し
つ
つ
可
能
な
限
り
シ
ン
プ
ル
な
理
論
を
構
築
す
る
こ

と
で
あ
る
な
ら
ば
、
因
果
関
係
の
難
事
案
に
も
対
応
可
能
な
理
論
の
構
築
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
的
因
果
関

係
論
も
同
様
に
、
因
果
関
係
の
難
事
案
に
対
応
で
き
る
理
論
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
介
入
主
義
を
応
用
し
た
法
的
因
果
関
係
の
構
造
の
解
明
」（
課
題
番
号
：21K

01112

）
の
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

限
界
事
例
に
対
す
る
法
解
釈
学
に
お
け
る
理
論
的
対
応
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
10
）
を
参
照
。

Lew
is, Supra note (41), p.567.

D
avid Lew

is, 

“Postscripts to ʻCausationʼ,

” in D
avid Lew

is, Philosophical Papers V
olum

e II, O
xford U

niversity Press, 
1986, p.196.

Lew
is, Supra note (53), pp.196-199.

Lew
is, Supra note (53), pp.205-207.

例
え
ば
、
Ｃ
が
毒
殺
さ
れ
る
こ
と
は
、
Ｃ
と
関
わ
る
多
く
の
人
々
の
未
来
に
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

（
51
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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Lew

is, Supra note (39), pp.473-475.
Lew

is, Supra note (53), p.194.

Ｐ
・
ホ
リ
ッ
チ
（
一
九
四
七
─
）
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
立
大
学
を
経
て
、
現
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
で
教
鞭
を
執
る
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
哲
学
者
。
研
究
領
域
は
言
語
哲
学
、
形
而
上
学
、
科
学
哲

学
な
ど
。

Paul H
orw

ich, A
sym

m
etries in T

im
e: Problem

s in T
he Philosophy of Science, T

he M
IT

 Press, 1987, p.169.

［
丹
治
信

春
（
訳
）『
時
間
に
向
き
は
あ
る
か
』（
丸
善
、
一
九
九
二
年
）
二
六
九
─
二
七
〇
頁
］
な
お
、
ホ
リ
ッ
チ
は
、
複
数
の
出
来
事
に
つ
い
て
因
果

的
に
独
立
な
も
の
と
し
て
多
重
的
因
果
関
係
を
捉
え
る
こ
と
で
、
両
方
の
出
来
事
を
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

Lew
is, Supra note (53), pp.211-212.

こ
の
例
は
い
わ
ゆ
る
大
阪
南
港
事
件
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

Laurie A
nn Paul and N

ed H
all, Causation: A

 U
serʼs G

uide, O
xford U

niversity Press, 2013, p.175; D
avid Lew

is, 

“Causation as Influence,

” in John Collins, N
ed H

all and Laurie A
nn Paul (ed.), Causation and Counterfactuals, T

he M
IT

 
Press, 2004, pp.83-85.

Jonathan Schaffer, 

“Trum
ping Preem

ption,

” The Journal of Philosophy, V
ol. 97, N

o. 4, 2000, pp.165-181.
Lew

is, Supra note (63), p.83;

野
上
・
前
掲
註
（
12
）・
一
二
八
─
一
二
九
頁
。

影
響
と
し
て
の
因
果
に
つ
い
て
はLew

is, Supra note (63)

を
参
照
。

Ｌ
・
Ａ
・
ポ
ー
ル
（
一
九
六
六
─
）
は
、
ア
リ
ゾ
ナ
大
学
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
チ
ャ
ペ
ル
ヒ
ル
校
を
経
て
、
現
在
イ
ェ
ー
ル
大
学

で
教
鞭
を
執
る
哲
学
者
。
研
究
領
域
は
形
而
上
学
、
心
の
哲
学
、
認
知
科
学
、
科
学
哲
学
な
ど
。
な
お
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
提
出
し
た
博

士
論
文
（
“Essays on Causation

”）
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
ル
イ
ス
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。

Laurie A
nn Paul, 

“Keeping T
rack of the T

im
e: Em

ending the Counterfactual A
nalysis of Causation,

” Analysis, V
ol. 

58, N
o. 3, 1998, pp.191-198.
Lew

is, Supra note (63), pp.85-88.
Lew

is, Supra note (63), p.91.
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論　　　説
Lew

is, Supra note (63), p.88.

な
お
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
野
上
・
前
掲
註
（
12
）・
一
三
二
頁
も
参
考
に
し
た
。

Lew
is, Supra note (63), p.91;

野
上
・
前
掲
註
（
12
）・
一
三
三
頁
。

Lew
is, Supra note (63), p.91.

野
上
・
前
掲
註
（
12
）・
一
三
三
─
一
三
四
頁
。

Lew
is, Supra note (63), pp.89-90.

橋
爪
隆
「
危
険
の
現
実
化
と
し
て
の
因
果
関
係
⑴
」
法
学
教
室
四
〇
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
四
頁
。

最
決
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
刑
集
六
四
巻
七
号
一
〇
一
九
頁
。

橋
爪
・
前
掲
註
（
76
）・
八
四
頁
。

橋
爪
・
前
掲
註
（
76
）・
九
一
頁
。
な
お
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
い
て
法
的
因
果
関
係
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
、
現
実
の
因
果
経

過
や
結
果
惹
起
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
（
橋
爪
・
前
掲
註
（
76
）・
九
二
頁
）。
し
か
し
、
後
述
す
る
「
因
果
関
係
の
難

事
案
」
の
よ
う
に
、
危
険
の
現
実
化
説
に
お
け
る
第
二
段
階
の
判
断
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。

橋
爪
・
前
掲
註
（
76
）・
九
一
─
九
二
頁
。

橋
爪
隆
「
危
険
の
現
実
化
と
し
て
の
因
果
関
係
⑵
」
法
学
教
室
四
〇
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
六
頁
。

橋
爪
・
前
掲
註
（
81
）・
九
三
頁
は
、
介
在
事
情
の
介
入
を
考
慮
し
な
く
と
も
よ
い
直
接
的
実
現
類
型
に
お
い
て
、「
実
行
行
為
の
影
響
力

の
程
度
を
具
体
的
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
現
実
の
結
果
と
、
か
り
に
介
在
事
情
が
介
入
し
な
け
れ
ば
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
仮
定
上
の
結
果
と

を
比
較
し
て
、
両
者
の
間
に
実
質
的
な
変
更
が
あ
っ
た
か
否
か
を
問
題
に
す
る
べ
き
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
判
断
基
準
か
ら
も
、
危
険
の
現

実
化
説
に
お
い
て
反
事
実
的
条
件
文
を
用
い
た
仮
定
的
判
断
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

K
utach, Supra note (40), pp.76-77.

［
邦
訳
八
六
─
八
八
頁
］

Lew
is, Supra note (53), p.176.

Lew
is, Supra note (53), pp.177-179.

そ
も
そ
も
ル
イ
ス
は
、
自
身
の
提
示
す
る
因
果
関
係
の
反
事
実
条
件
文
分
析
が
決
定
論
的
事
例
に
お
い
て
機
能
す
れ
ば
満
足
で
き
る
と
し

て
お
り
、
非
決
定
論
的
事
例
を
処
理
す
る
た
め
に
は
確
率
を
め
ぐ
る
諸
議
論
を
含
め
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
（Lew

is, Supra note (41), pp.162-163

）。
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法的因果関係における反事実条件文の法理学的検討（二・完）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
新
潟
水
俣
病
事
件
（
新
潟
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
二
九
日
判
時
六
四
二
号
九
六
頁
）
に
お
い
て
、
法

的
因
果
関
係
の
存
否
が
争
わ
れ
た
。

た
だ
し
、
法
的
因
果
関
係
で
影
響
を
定
量
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
公
害
訴
訟
に

お
い
て
、
法
的
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
い
わ
ゆ
る
疫
学
的
因
果
関
係
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
原
因
が
結
果
に
与
え
た
影
響
を
定

量
的
に
評
価
す
る
因
果
関
係
の
確
率
上
昇
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
判
決
に
お
い
て
は
疫
学
的
因
果
関
係
を
根
拠
に
法
的
因

果
関
係
の
存
否
を
決
定
論
的
に
判
断
し
て
い
る
た
め
、
非
決
定
論
的
事
例
に
対
す
る
ル
イ
ス
の
立
場
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

実
際
に
、
そ
の
後
の
訴
訟
に
お
い
て
も
確
率
上
昇
説
の
立
場
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｎ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
一
九
〇
六
─
一
九
九
八
）
は
、
タ
フ
ツ
大
学
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

で
教
鞭
を
執
っ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
生
ま
れ
の
哲
学
者
。
研
究
領
域
は
形
式
論
理
学
、
科
学
哲
学
、
美
学
な
ど
。
い
わ
ゆ
る
「
グ
ル
ー
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
の
提
唱
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

N
elson Goodm

an, Fact, Fiction, and Forecast, Fourth E
dition, H

arvard U
niversity Press, 1983, pp.17-27.

［
雨
宮
民
雄

（
訳
）『
事
実
・
虚
構
・
予
言
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
）
四
八
─
五
九
頁
］

合
法
則
的
条
件
説
に
対
し
て
も
同
様
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

H
art and H

onoré, Supra note (2), pp.110-114.

［
邦
訳
二
五
七
─
二
六
三
頁
］

Cei M
aslen, 

“Causes, Contrasts, and the N
ontransitivity of Causation,

” in John Collins, N
ed H

all, and Laurie A
nn 

Paul ed., Causation and Counterfactuals, T
he M

IT
 Press, 2004, pp.349-351.

K
utach, Supra note (40), p.79.

［
邦
訳
九
〇
頁
］
た
だ
し
、
因
果
関
係
の
推
移
性
は
ル
イ
ス
以
外
に
も
多
く
の
論
者
が
認
め
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、Jonathan Schaffer, 

“Contrastive Causation,
” The Philosophical R

eview
, V

ol. 114, N
o. 3, 2005, pp.327-358

を
参

照
。
加
え
て
、
反
事
実
的
な
対
比
を
法
的
因
果
関
係
に
導
入
し
た
論
稿
と
し
て
、Jonathan Schaffer, 

“Contrastive Causation in the 
Law

,

” Legal T
heory, V

ol. 16, N
o. 4, 2010, pp.259-297

を
参
照
。

K
utach, Supra note (40), p.79.

［
邦
訳
九
〇
頁
］

こ
の
枠
組
は
、
原
因
と
結
果
と
の
結
び
つ
き
を
法
的
に
評
価
す
る
と
い
う
点
で
危
険
の
現
実
化
説
と
は
異
な
る
。
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論　　　説
K

utach, Supra note (40), p.77.

［
邦
訳
八
八
頁
］

H
orw

ich, Supra note (60), p.171.

［
邦
訳
二
七
三
頁
］
な
お
、
ホ
リ
ッ
チ
は
、
因
果
関
係
を
反
事
実
条
件
文
に
よ
っ
て
分
析
す
る
ル
イ

ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
誤
り
で
あ
り
、
反
事
実
条
件
文
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（H

orw
ich, Supra note 

(60), pp.158-161

［
邦
訳
二
五
二
─
二
五
六
頁
］）。
ホ
リ
ッ
チ
自
身
は
、
因
果
関
係
を
法
則
的
結
合
、
因
果
的
連
続
性
、
時
間
順
序
に
よ
っ
て

特
徴
付
け
る
規
則
性
説
に
近
い
立
場
を
と
る
（H

orw
ich, Supra note (60), pp.129-145.

［
邦
訳
二
〇
三
─
二
二
九
頁
］）。

本
稿
の
結
論
が
示
唆
す
る
、
法
的
因
果
関
係
論
が
採
り
う
る
二
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
お
く
。

一
つ
の
方
向
性
は
、
法
的
因
果
関
係
が
事
実
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
立
場
と
法
的
因
果
関
係
に
還
元
的
定
義
を
与
え
る
と
い
う
目
的

を
維
持
し
つ
つ
、
非
決
定
論
的
事
例
に
対
応
で
き
る
理
論
に
基
づ
い
た
法
的
因
果
関
係
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
出
来
事
間

の
確
率
関
係
に
基
づ
い
た
因
果
関
係
論
で
あ
る
確
率
上
昇
説
に
基
づ
く
法
的
因
果
関
係
論
が
有
力
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
法
的

因
果
関
係
が
最
終
的
に
そ
の
存
否
と
い
う
二
値
的
な
結
論
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
因
果
関
係
を
定
量
的
に
表
す
必
要
性
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
確
率
上
昇
説
に
は
確
か
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
確
率
上
昇
説
は
決
定
論
的
事
例
と
非
決
定
論
的
事

例
の
双
方
に
お
い
て
正
確
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
非
決
定
論
的
事
例
を
う
ま
く
扱
う
事
が
で
き
な
い
と
い
う
反

事
実
条
件
説
の
問
題
点
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
確
率
関
係
に
基
づ
く
因
果
関
係
の
把
握
は
自
然
科
学
に
お
い
て
一
般
的
な
因

果
関
係
の
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
公
害
や
薬
害
、
医
療
過
誤
と
い
っ
た
自
然
科
学
が
関
わ
る
因
果
関
係
の
難
事
案
に
お
い
て
も
法

的
な
因
果
関
係
の
捉
え
方
と
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
の
捉
え
方
を
統
一
的
な
視
座
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
確
率
上
昇
説
の
立
場
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
因
果
関
係
の
推
移
性
が
も
た
ら
す
問
題
に
は
対
処
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
方
向
性
は
、
法
的
因
果
関
係
の
還
元
的
定
義
を
放
棄
し
、
因
果
モ
デ
ル
の
構
築
と
そ
の
外
的
な
操
作
に
よ
っ
て
因
果
関
係
の
構

造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
、
介
入
主
義
の
立
場
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
介
入
主
義
は
、
科
学
研
究
に
お
け
る
一
般
的
な
因
果
関
係
の
法
則

を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
、
今
日
で
は
個
別
具
体
的
な
出
来
事
間
の
因
果
関
係
の
探
究
に
も
応
用
可
能
な
理
論
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お

り
、
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
で
注
目
を
集
め
て
い
る
。
介
入
主
義
を
応
用
し
た
法
的
因
果
関
係
の
構
造
解
明
は
、
法
的
因
果
関
係
に
関
す

る
判
断
の
あ
り
方
を
理
論
的
に
示
す
こ
と
に
つ
な
が
り
う
る
。
介
入
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
介
入
主
義
は

因
果
関
係
の
定
義
を
求
め
る
従
来
の
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
と
は
異
な
り
、
因
果
関
係
を
い
か
に
発
見
す
る
か
と
い
う
認
識
論
的
な
立
場

か
ら
因
果
関
係
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
哲
学
に
お
け
る
因
果
関
係
論
と
法
的
因
果
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法的因果関係における反事実条件文の法理学的検討（二・完）　

関
係
論
が
共
に
直
面
す
る
因
果
関
係
の
定
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
難
問
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
認
識
論
的
立
場
か
ら
因

果
関
係
の
構
造
を
記
述
す
る
介
入
主
義
は
、
法
的
因
果
関
係
と
自
然
科
学
的
因
果
関
係
双
方
の
理
論
的
基
盤
で
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

確
率
上
昇
説
と
同
様
に
、
法
的
因
果
関
係
と
自
然
科
学
的
因
果
関
係
の
統
一
的
な
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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