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航
空
事
故
と
修
復
的
司
法

藤

原

琢

也

Ⅰ

は
じ
め
に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
司
法
に
よ
る
対
応
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
者
に
当
然

の
ご
と
く
刑
罰
が
科
さ
れ
て
い
る
状
態
を
是
正
す
べ
き
と
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た

（
1
）。

そ
こ
で
の
主
張
は
、
事
故
を
加
害
者
と
被
害
者
（
刑

事
司
法
の
場
で
は
加
害
者
と
国
）
の
間
の
対
立
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
再
発
防
止
に

重
き
を
置
く
べ
き
と
の
考
え
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。

そ
こ
で
、
航
空
事
故
の
刑
罰
に
よ
る
解
決
の
代
替
手
段
と
し
て
、
少
年
司
法
の
場
を
中
心
に
積
極
的
な
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
修
復

的
司
法
を
応
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
航
空
事
故
の
解
決
に
お
け
る
修
復
的
司
法
の
対
応
に
つ
い
て
、
池
内
宏
と
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海
老
池
昭
夫
は
、
被
害
者
の
精
神
的
損
害
回
復
に
重
点
を
お
き
、
被
害
者
と
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
の
関
係
修
復
が
可
能
と
な
る
モ
デ

ル
の
創
設
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る

（
2
）。

し
か
し
、
そ
の
後
の
関
係
修
復
に
関
す
る
議
論
は
低
調
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
再
度
、
修
復
的
司

法
の
議
論
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
刑
法
専
門
家
に
よ
る
議
論
を
概
観
し
、
改
め
て
、
航
空
事
故
の
解
決
に
お
け
る
修
復
的
司
法
の
理
念

の
有
効
性
を
確
認
し
、
航
空
事
故
に
適
応
す
る
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
。

な
お
、
修
復
的
司
法
と
は
restorative
justiceの
訳
語
で
あ
る
が
、
修
復
的
正
義
や
関
係
修
復
的
正
義
な
ど
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
、
こ

れ
に
関
す
る
議
論
も
行
わ
れ
て
い
る

（
3
）。

本
稿
で
は
、
訳
語
に
関
す
る
議
論
は
行
わ
ず
、
広
く
、
そ
の
理
念
を
表
す
も
の
と
し
て
修
復
的
司

法
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ

航
空
事
故
と
修
復
的
司
法
の
親
和
性

一

航
空
事
故
後
の
対
応
の
現
状

不
幸
に
し
て
航
空
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
現
在
の
日
本
で
は
、
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
事
故
調
査
と
と
も
に
、
刑
事
責
任
を
追
及

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
警
察
に
よ
る
捜
査
活
動
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
事
故
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
後
、
刑
事
裁
判
に
お
い

て
当
該
事
故
報
告
書
が
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
、
必
要
と
さ
れ
る
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
航
空
事
故
調
査

報
告
書
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
の
第
十
三
付
属
書
の
規
定

（
4
）に

違
反
す
る

（
5
）、

過
失
に
よ
り
航
空
事
故
を
起
こ
し
た
者
に

対
し
て
刑
罰
を
科
し
て
も
、
刑
罰
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
一
般
予
防
や
特
別
予
防
の
機
能
の
観
点
か
ら
、
事
故
の
再
発
防
止
に
貢
献
で

き
な
い

（
6
）な

ど
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
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更
に
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
や
そ
れ
に
関
与
し
た
者
が
、
事
故
の
後
に
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど
の
精
神
的
不
調
を
来
し
た
り
、
最

悪
、
自
殺
を
遂
げ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
、
刑
事
責
任
と
し
て
の
刑
罰
を
科
さ
れ
た
後
に
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
不
利
益
を
被
る
こ
と
も

報
告
さ
れ
て
い
る

（
7
）。

こ
の
よ
う
に
、
航
空
事
故
後
に
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
対
し
て
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

未
だ
、
そ
の
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
航
空
事
故
後
に
お
け
る
刑
事
司
法
の
対
応
は
、
事
故
を
直
接
引
き
起
こ
し
た
者
と
当
該
事
故
か
ら
直
接
的
な
被
害
を
受
け

た
者
と
の
対
立
関
係
、
つ
ま
り
、
事
故
は
、
事
故
に
関
係
す
る
個
人
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
、
広
く
運
輸
事
業

全
体
の
安
全
性
を
向
上
し
、
そ
の
利
用
者
で
あ
る
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
確
立
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
輸
送
事
業
者

組
織
が
一
体
と
な
っ
て
安
全
施
策
の
実
行
す
る
と
い
う
⽛
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度

（
8
）⽜

が
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
故
を
組
織

の
問
題
と
し
て
捉
え
た
事
故
防
止
活
動
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
制
度
は
、
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
性
の
向
上
に
は
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
個
人
へ
の
対
応
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
事
故
の
背
景

に
あ
る
組
織
的
要
因
に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
、
言
い
換
え
れ
ば
、
単
に
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
個
人
の
問
題
と
し

て
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
所
属
す
る
組
織
の
問
題
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
、
対
応
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
制
度
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
将
来
の
事
故
発
生
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
輸
送
サ
ー
ビ
ス
中
に
お
け
る
事
故
が
発
生
し
た
後
、

組
織
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
の
対
応
が
始
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
航
空
事
故
後
に
行
わ
れ
る
刑
事
司
法
の
場
に
お
け
る
対

応
で
も
、
同
様
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

二

航
空
事
故
に
対
す
る
修
復
的
司
法
の
応
用

従
来
の
刑
事
司
法
は
、
事
故
を
加
害
者
が
被
害
者
の
法
益
を
侵
害
し
た
と
い
う
問
題
と
捉
え
、
そ
の
解
決
に
あ
た
る
と
い
う
考
え
方
に
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基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
航
空
事
故
の
よ
う
に
複
数
の
者
が
組
織
的
に
関
与
す
る
場
合
、
特
定
の
個
人
へ
責
任
追
及
が
集

中
す
る
た
め
、
組
織
の
問
題
が
顕
在
化
し
に
く
い

（
9
）。

そ
も
そ
も
、
過
失
に
よ
る
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
へ
適
用
さ
れ
る
刑
法
は
、
組
織

を
処
罰
の
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
刑
事
司
法
の
場
で
、
直
接
、
組
織
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
刑
事
裁
判
は
、

直
接
、
組
織
の
問
題
の
解
決
に
至
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
事
故
の
再
発
防
止
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
十
分
な
役
割
を
果
た

し
て
い
な
い

（
10
）。

他
方
、
航
空
事
故
の
解
決
に
は
、
事
故
の
再
発
防
止
と
と
も
に
、
そ
こ
で
被
害
を
受
け
た
人
々
に
対
す
る
対
応
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
は
、
被
害
者
が
受
け
た
損
害
に
対
す
る
経
済
的
な
補
償
、
事
故
の
詳
細
に
関
す
る
説
明
及
び
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
ケ
ア

が
、
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
現
在
の
制
度
で
は
、
経
済
的
な
損
失
に
対
し
て
は
民
事
裁
判
、
事
故
の
詳
細
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は

運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
説
明

（
11
）と

い
う
手
段
に
よ
り
、
そ
の
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
的
な
風
潮
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
へ

の
関
心
が
高
ま
り
、
そ
の
対
応
が
進
む
中
で
、
被
害
者
の
精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
か
ら
の
回
復
の
一
助
と
な
る
よ
う
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る

被
害
者
の
心
情
等
に
関
す
る
意
見
陳
述
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
九
二
条
の
二
）
な
ど
の
施
策
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
故
が
す
べ
て
解
決
し
た
と
い
う
よ
う
な
認
識
が
社
会
に
広
く
行

き
渡
っ
て
い
る
現
状
で
は
、
損
害
賠
償
の
実
行
や
事
故
調
査
当
局
担
当
者
ら
の
説
明
の
他
に
、
刑
事
裁
判
に
対
す
る
事
故
の
真
相
解
明
及

び
加
害
者
に
対
す
る
処
罰
へ
の
期
待
が
高
い
た
め
、
刑
事
裁
判
の
判
決
に
対
し
て
、
原
因
解
明
が
不
十
分
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
量
刑
が

軽
い
と
い
っ
た
被
害
者
や
一
般
社
会
の
不
満
が
生
じ
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
不
満
の
結
果
、
日
本
で
は
自
動
車
の
飲
酒
運
転
に
対
す
る
厳

罰
化

（
12
）が

進
む
と
い
っ
た
事
象
が
生
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
厳
罰
化
が
実
現
し
た
後
も
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
が
後
を
絶
た
な
い

状
況
に
鑑
み
る
と
、
刑
罰
に
よ
る
飲
酒
運
転
の
抑
止
効
果
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
航
空
事
故
の
場
合
に
も
、
刑
罰
を
用
い
た
解
決
策
を
選
択
し
て
も
一
般
社
会
か
ら
の
不
満
は
残
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
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る
こ
と
に
加
え
て
、
刑
罰
に
よ
る
事
故
防
止
の
効
果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た

と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
さ
ず
、
そ
れ
以
外
の
方
法
を
航
空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
も
、
十
分
、
検
討
に
値
す
る

も
の
で
あ
る
。

航
空
事
故
に
刑
罰
以
外
の
方
法
で
対
応
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
シ
ド
ニ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
は
、
航
空
事
故
や
医
療
事
故
が
発
生
し
た
後
に

お
け
る
従
来
の
刑
事
司
法
（
以
下
、⽛
応
報
的
司
法
⽜
と
い
う
。）
で
の
対
応
か
ら
生
じ
る
問
題
を
指
摘
し
、
修
復
的
司
法
に
よ
る
解
決
を

提
唱
し
て
い
る

（
13
）。

こ
の
⽛
修
復
的
司
法
⽜
と
は
、
犯
罪
被
害
者
、
一
般
社
会
及
び
加
害
者
と
を
一
体
化
し
て
犯
罪
の
解
決
を
図
る
刑
事
司

法
の
手
段
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

（
14
）。

こ
れ
は
、
応
報
的
司
法
に
お
い
て

被
害
者
へ
の
対
応
が
お
ざ
な
り
に
さ
れ
、
彼
ら
の
ニ
ー
ズ
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
実
践
さ
れ
、
そ
の

後
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ゼ
ア
や
、
そ
の
他
の
者
に
よ
っ
て
理
論
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

（
15
）。

こ
の
修
復
的
司
法
の
場
で
中
心
的
な
活
動
と
な
る
の
は
、
被
害
者
、
加
害
者
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
関
係
修
復
を
い
か
に
図
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
当
事
者
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
航
空
事
故
の
場
合
、
被
害
者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
対
す
る
損
害
が
発
生
す
る
の
み
な
ら
ず
、
加
害
者
も
精
神
疾
患
を
来
す
な
ど
の
被
害

（
16
）が

生
じ
る
た
め
、
事
故
後
の
対
応
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
生
じ
た
被
害
の
回
復
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
航
空
事
故
に
必
要
な
解
決
は
、
被
害
者
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
深
い
関
与
に
立
脚
し
た
被
害
復
旧
及
び
関
係
修
復
を
実
現
す
る
と
い
う
点
で
、
修
復
的
司
法
の
理
念
と
の
共
通
点
を
有
し
て
お
り
、
航

空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
具
体
的
な
施
策
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、
航
空
事
故
の
多
く
が
過
失
に
よ
り
発
生
し
、
そ
こ
で
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
、
強
い
罪
悪
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
被
害
者
へ
の
謝
罪
や
事
故
調
査
活
動
へ
の
積
極
的
な
関
与
と
い
っ
た
行
動
を
取
り
た
い
と
い
う
願
望
を
有
し
て
い
る
。
更
に
、
被
害

者
は
、
加
害
者
か
ら
の
謝
罪
や
事
故
に
至
る
経
緯
の
説
明
な
ど
を
求
め
て
い
る

（
17
）こ

と
も
踏
ま
え
る
と
、
修
復
的
司
法
の
代
表
的
手
法
で
あ
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る
家
族
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
被
害
者
と
加
害
者
が
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
加
害
者
が
自
主
的
に
責
任

を
と
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
や
、
被
害
者
の
説
明
要
求
に
加
害
者
が
応
じ
る
こ
と
が
、
実
現
す
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
こ
の
よ
う
な
理

由
か
ら
、
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
罰
を
用
い
る
こ
と
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
修
復
的
司
法
の
理
念
を
応
用
し

た
対
応
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
航
空
事
故
後
の
対
応
に
お
い
て
修
復
的
司
法
の
理
念
を
応
用
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
及
び
加
害
者
に
と
っ
て

有
益
な
対
応
が
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
際
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
も
の
の
、
そ
の

応
用
を
積
極
的
に
推
進
す
る
に
値
す
る
も
の
と
考
え
る
。
以
降
、
修
復
的
司
法
の
議
論
を
俯
瞰
し
、
そ
の
航
空
事
故
へ
の
応
用
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

Ⅲ

修
復
的
司
法
の
議
論

一

修
復
的
司
法
と
は

修
復
的
司
法
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
こ
の
用
語
は
、
restorative
justiceを
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
修

復
的
正
義
な
ど
、
他
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
使
い
分
け
は
明
確
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
口
に
修
復
的
司

法
と
い
っ
て
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
義
的
な
定
義
づ
け
が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
委
員
会
に
お

い
て
採
択
さ
れ
た
⽛
犯
罪
問
題
に
修
復
的
司
法
を
用
い
る
上
で
の
基
本
原
則
⽜
で
も
、
あ
え
て
、
修
復
的
司
法
の
一
義
的
な
定
義
づ
け
を

避
け
て
い
る

（
18
）。

そ
の
訳
語
に
⽛
修
復
的
司
法
⽜
と
い
う
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、⽛
修
復
的
正
義
⽜
な
ど
、
他
の
訳
が
当
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
復
的
司
法
は
、
現
場
に
お
け
る
実
践
が
先
行
し
て
様
々
な
施
策
が
推
進
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さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
無
理
に
理
論
的
統
合
を
図
る
こ
と
で
、
そ
の
実
践
に
支
障
を
来
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
え
て
、
一

義
的
な
定
義
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
修
復
的
司
法
の
定
義
に
は
一
定
の
曖
昧
さ
が
残
る
も
の
の
、
そ
の
理
念

に
は
、
伝
統
的
な
刑
事
司
法
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
処
遇
を
改
善
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
共
通
し
た
思
想
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
議
論

は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る

（
19
）。

西
村
春
夫
は
、
現
行
の
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
で
被
害
者
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
た
め
、
償
い
を
中
心
に
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
を
再

構
築
す
る
べ
き
と
の
批
判
か
ら
修
復
的
司
法
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
と
し
、
そ
れ
は
⽛
償
い
⽜
と
い
う
手
段
を
用
い
て
事
態
を
健
全
化

す
る
よ
う
な
司
法
の
方
式
で
あ
り
、
そ
の
際
、
被
害
者
・
加
害
者
・
家
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
縁
者
な
ど
の
関
係
当
事
者
が
自
発
的
な
参
加
の

下
に
自
由
に
語
り
、
聴
き
、
各
人
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
が
図
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る

（
20
）。

そ
し
て
、
修
復
的
司
法
の
議
論
に
お
い
て
、⽛
純
粋

モ
デ
ル
⽜
と
⽛
最
大
化
モ
デ
ル
⽜
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
が
主
張
さ
れ
、
前
者
は
、
現
行
の
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
を
修
復
的
司
法
へ
全
面

的
に
転
換
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
刑
事
司
法
と
の
共
存
下
、
補
償
な
ど
を
最
大
限
に
用
い
る
、
あ
る
い
は
、

刑
罰
に
修
復
的
な
目
的
を
加
味
し
て
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
も
、
刑
法
の
機
能
と
さ
れ
る
公
共
の
秩
序
の
回
復
や
侵
害
法
益
の
回
復
が
第
一
目
標
で
は
な
く
、
会
話
協
議
（
以

下
⽛
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
⽜
と
い
う
。）
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
償
い
に
よ
り
、
事
件
で
打
撃
を
受
け
た
諸
人
間
関
係
の
健
全
化
、
ハ
ー
モ

ニ
ー
の
回
復
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
細
井
洋
子
は
、
社
会
学
的
視
点
か
ら
修
復
的
司
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る

（
21
）。

そ
の
検
討
に
お
い
て
、
細
井
は
、
修
復
的
司
法

は
外
国
で
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
と
し
、
日
本
の
⽛
恥
の
文
化
⽜
が
犯
罪
統
制
に
関
す
る
刑
事
政
策
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
の
ブ
レ
イ

ス
ウ
ェ
イ
ト
の
研
究
や
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
司
法
制
度
の
⽛
微
罪
処
分
⽜
が
日
本
の
低
犯
罪
率
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
ヘ
イ
リ
ー
の

研
究
が
、
こ
の
修
復
的
司
法
の
理
念
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
刑
事
政
策
を
め
ぐ
る
国
連
の
動
向
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の
概
観
を
通
じ
て
修
復
的
司
法
の
考
え
方
を
整
理
し
、
修
復
的
司
法
は
、
犯
罪
と
い
う
出
来
事
に
対
す
る
一
つ
の
考
え
方
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、⽛
犯
罪
は
関
係
す
る
人
々
・
地
域
社
会
に
対
す
る
害
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
⽝
害
を
も
っ
て
害
に
応
え
る
⽞
の
で
は
な
く
、⽝
害

は
人
々
に
傷
（
不
幸
）
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
放
置
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
人
々
に
癒
し
を
与
え
る
よ
う
に
応
え
る
⽞
こ

と
、⽝
害
の
反
復
・
再
生
産
を
阻
止
す
る
⽞
こ
と
を
目
指
す
⽜

（
22
）と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
⽛
癒
し
へ
の
プ
ロ

セ
ス
⽜
と
⽛
癒
し
の
結
果
⽜
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
、
諸
説
あ
る
修
復
的
司
法
の
概
念
を
整
理
し
、
当
該
犯
罪
に
関
わ
る
す
べ
て

の
当
事
者
が
集
ま
り
、
犯
罪
に
よ
っ
て
受
け
た
影
響
・
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
、
皆
で
話
し
合
う
プ
ロ
セ
ス
に
基
礎
を
置
く
⽛
純
粋
モ
デ

ル
⽜
と
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
を
修
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
義
の
実
現
を
目
指
す
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
基
礎
を
置
く
⽛
最
大
化
モ

デ
ル
⽜
と
い
う
、
二
つ
の
考
え
方
が
軸
に
な
る
と
し
て
い
る
。
前
者
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
力
点
を
置
き
、
主
体
的
な
関

わ
り
が
求
め
ら
れ
対
面
関
係
を
重
視
す
る
も
の
に
対
し
、
後
者
は
、
害
の
修
復
及
び
そ
の
結
果
を
重
視
し
、
半
強
制
的
・
強
制
的
な
手
続

き
を
容
認
し
、
当
事
者
の
双
方
若
し
く
は
一
部
が
対
面
し
な
い
で
手
続
き
を
進
め
る
間
接
的
な
関
係
も
容
認
す
る
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る

と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
修
復
的
司
法
の
理
論
は
、
犯
罪
が
他
人
に
多
く
の
物
的
・
精
神
的
損
害
を
与
え
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
損
失
の
応
答
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
犯
罪
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
人
た
ち
の
相
互
ケ
ア
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
犯
罪
で
破
壊
さ
れ
た

人
間
関
係
の
回
復
に
は
、⽛
社
会
の
規
範
を
侵
害
し
た
こ
と
を
厳
し
く
示
し
、
こ
と
の
重
大
性
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
上
で
社
会
の
規
範
を
自

主
的
に
守
る
よ
う
⽝
監
督
・
指
導
⽞
を
し
、
同
時
に
そ
れ
が
無
駄
に
な
ら
な
い
で
、
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
対
象
者
を
十
分
に

支
援
し
て
い
く
方
法
⽜

（
23
）と

い
う
⽛
強
い
指
導
と
豊
か
な
支
援
⽜
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
被
害
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

加
害
者
や
そ
の
家
族
、
地
域
な
ど
の
人
々
と
い
う
犯
罪
の
当
事
者
が
、
そ
の
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を

抱
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
も
回
復
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
過
程
で
、
加
害
者
は
、
自
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ら
の
回
復
へ
の
道
筋
を
示
し
、
地
域
の
人
た
ち
の
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
に
よ
れ
ば

（
24
）、

修
復
的
司
法
と
は
、
被
害
者
の
回
復
、
加
害
者
の
更
正
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
修
復

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
最
も
重
要
な
の
は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
実
践
例
と
し
て
、

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と
い
う
当
事
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
会
議
を
紹
介
し
、
犯
罪
に
対
す
る
考
え
方
を
、
加
害

者
と
被
害
者
の
一
対
一
の
関
係
か
ら
、
彼
ら
を
支
え
る
人
の
関
係
を
含
め
た
広
い
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
加

害
者
や
被
害
者
を
支
え
る
人
（
家
族
な
ど
）
に
も
参
加
を
求
め
る
こ
と
が
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
加
害
者
と
被
害
者
の
そ
れ
ぞ
れ
を
支
え
る
人
々
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
自
ら
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
恥
ず
か
し
さ
を
中
和
さ
せ
よ
う

と
し
て
加
害
者
が
持
つ
心
の
壁
を
作
る
こ
と
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
被
害
者
が
い
か
に
傷
つ
け
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の
理
解
を
加
害
者
に

促
す
効
果
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、修
復
的
司
法
に
お
け
る
重
要
な
価
値
は
、カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加
す
る
人
々

が
相
手
の
話
に
敬
意
を
払
う
こ
と
、
赦
し
、
慈
悲
や
良
心
の
呵
責
を
表
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
際
、
被
害
者
に
赦

し
を
強
制
す
る
こ
と
や
、
良
心
の
呵
責
を
加
害
者
に
強
制
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
の
再

犯
防
止
に
対
し
て
、
修
復
的
司
法
、
特
に
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
大
き
な
影
響
を
与
え
、
被
害
者
も
加
害
者
も
そ
の
結
果
に
満
足
し
て
い
る

と
い
う
近
年
の
研
究
結
果
か
ら
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
自
主
的
な
修
復
的
司
法
の
成
果
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
犯
罪
を
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
、
刑
法
に
お
い
て
国
と
い
う
支
配
的
な
第
三
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
責

任
で
あ
る
受
動
的
責
任
と
、
自
ら
責
任
を
取
る
と
い
う
意
識
か
ら
生
じ
る
能
動
的
責
任
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

の
結
果
を
通
じ
て
加
害
者
が
自
ら
進
ん
で
自
分
自
身
の
行
い
に
対
し
て
責
任
を
取
る
こ
と
が
一
番
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
犯
罪
の
予
防

に
も
つ
な
が
る
能
動
的
責
任
の
考
え
方
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

更
に
、
従
来
の
犯
罪
抑
止
策
は
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
合
理
的
な
判
断
を
す
る
行
為
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
モ
デ
ル
に
基
礎
を
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置
く
だ
け
で
は
十
分
な
犯
罪
防
止
策
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
行
為
者
が
自
主
的
に
責
任
を
取
る
と
と
も
に
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
な
ど
が

関
係
者
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
て
参
加
を
促
す
と
い
っ
た
、
動
態
的
か
つ
能
動
的
な
犯
罪
防
止
策
が
必
要
で
あ
る
と
す
る

（
25
）。

そ
し
て
、
企

業
犯
罪
や
学
校
の
い
じ
め
問
題
の
検
討
を
通
じ
、
能
動
的
責
任
と
受
動
的
責
任
が
、
実
際
の
司
法
を
考
察
す
る
上
で
、
最
も
根
源
的
な
問

い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
修
復
的
司
法
が
問
い
か
け
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
犯
罪
防
止
に
お
い
て
、
能

動
的
責
任
と
受
動
的
責
任
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
修
復
的
司
法
と
は
、
受
動
的
な
も
の
か
ら
能
動
的
な
も
の
へ
と
、
責
任
の
重

心
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
修
復
的
司
法
は
、
伝
統
的
刑
事
司
法
が
用
い
て
き
た
刑
罰
に
よ
る
犯
罪
の
解
決
の
限
界
を
意
識
し
、
被
害
者
、
加
害

者
及
び
地
域
社
会
と
い
う
三
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
負
っ
た
犯
罪
に
よ
る
害
か
ら
回
復
を
目
指
す
こ
と
を
基
本
的
な
理
念
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
基
本
的
な
理
念
の
対
立
と
し
て
、
当
事
者
の
話
し
合
い
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
⽛
純
粋
モ
デ
ル
⽜
と
、
社
会
に
お
け
る
正
義
の

実
現
を
重
視
す
る
⽛
最
大
モ
デ
ル
⽜
と
い
う
二
つ
の
理
念
の
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
に
加
え
、
刑
事
司
法
で
問
題
と
な
る
責
任
に
つ
い
て
、

伝
統
的
刑
事
司
法
の
場
に
お
け
る
責
任
に
関
す
る
従
来
の
理
解
を
離
れ
、
新
た
な
責
任
の
理
解
が
必
要
と
な
る
こ
と
な
ど
、
今
後
、
修
復

的
司
法
の
実
践
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
発
展
途
上
の
理
念
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二

修
復
的
司
法
と
刑
法

航
空
事
故
と
修
復
的
司
法
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
航
空
事
故
発
生
後
に
用
い
ら
れ
る
刑
法
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
刑
法
専
門
家
に
よ
る
修
復
的
司
法
に
関
す
る
議
論
を
俯
瞰
す
る
。

吉
田
敏
雄
は
、
刑
法
の
任
務
の
分
析
を
通
じ
て
、
新
し
い
刑
事
司
法
に
修
復
的
司
法
の
理
念
が
組
み
込
ま
れ
る
と
の
主
張
を
行
っ
て

い
る

（
26
）。

そ
こ
で
は
、
刑
法
が
形
式
的
な
法
益
保
護
領
域
を
定
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
な
社
会
倫
理
的
価
値
結
合
を
表
現
し
て
い
る

北研 51 (4・218) 638

論 説



と
す
る
。
そ
の
結
果
、
犯
罪
は
、
国
対
犯
罪
者
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
被
害
者
及
び
一
般
の
人
々
と
法
違
反
者
と
の
社
会
的
・
具

体
的
利
益
紛
争
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
責
任
の
一
形
態
で
あ
る
刑
罰
に
関
す
る
議
論

を
通
じ
て
、⽛
社
会
的
倫
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
刑
法
の
責
任
が
、
刑
罰
を
必
然
的
に
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い

（
27
）⽜

と
し
、
刑
法
を
用
い
て

法
的
平
和
を
恢
復
す
る
た
め
に
、
法
違
反
者
が
自
主
的
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
修
復
的
司
法
を
⽛
犯
罪
者
が
自
己
の
行
為
に
対
す
る
答
責
を
自
発
的
且
つ
自
律
的
に
引
き
受
け
、
犯
罪
の
結
果
を
社
会
・
建

設
的
方
法
で
元
に
戻
し
、
よ
っ
て
平
和
的
に
宥
和
を
実
現
す
る
手
続
き

（
28
）⽜

と
し
、
そ
の
実
践
例
と
し
て
欧
米
諸
国
で
修
復
的
司
法
の
実
践

と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
⽛
行
為
者
―
被
害
者
―
和
解
⽜
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
⽛
公
共
に
役
立
つ
労
働
⽜
を
検
証
す
る
。
前
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

一
般
予
防
及
び
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
犯
罪
防
止
に
十
分
な
効
果
が
あ
り
、
刑
罰
の
目
的
と
同
等
性
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、

⽛
行
為
者
が
行
為
、
そ
の
結
果
、
被
害
者
の
苦
し
み
に
真
摯
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
関
係
者
が
他
者
の
状
況
を
理
解
し
、
さ
ら
に
法
違
反

者
、
被
害
者
及
び
社
会
が
全
体
と
し
て
、
行
為
者
の
社
会
答
責
的
積
極
的
行
い
に
よ
っ
て
相
互
に
宥
和
す
る

（
29
）⽜

こ
と
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、⽛
犯
罪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
社
会
的
撹
乱
の
縮
減
、
除
去
そ
し
て
法
的
平
和
の
恢
復

に
刑
罰
に
依
る
よ
り
も
行
為
者
―
被
害
者
―
和
解
に
よ
っ
て
は
る
か
に
よ
く
達
成
で
き
る

（
30
）⽜

と
述
べ
、
犯
罪
へ
の
対
応
に
刑
罰
を
当
然
の

ご
と
く
用
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
刑
法
の
任
務
は
犯
罪
行
為
の
統
制
に
あ
る

（
31
）と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
田
の
主
張
す
る
修
復
的
司

法
と
刑
法
の
関
係
は
、
従
来
の
応
報
的
司
法
に
よ
る
刑
罰
中
心
の
対
応
か
ら
脱
却
し
、
法
違
反
者
が
自
主
的
に
責
任
を
負
う
姿
勢
を
有
し

て
い
る
場
合
は
、
応
報
的
思
想
を
排
除
し
た
対
応
と
し
て
修
復
的
司
法
の
理
念
の
展
開
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
高
橋
則
夫
は
、
修
復
的
司
法
の
概
念
を
⽛⽝
害
⽞
を
中
核
と
し
て
、
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
加
害
者
、
さ
ら
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
修
復
・
回
復
も
考
え
る
も
の

（
32
）⽜

と
し
、
そ
の
役
割
は
刑
事
司
法
の
補
充
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

（
33
）。

そ
し
て
、
修
復
的
司
法
を
基

礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
被
害
者
・
加
害
者
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
修
復
す
る
責
任
形
式
と
し
て
の
⽛
修
復
責
任

（
34
）⽜

と
い
う
概
念
を
用
い
て
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修
復
的
責
任
と
刑
法
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
修
復
的
司
法
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
責
任
が
、
加
害
者
が
被
害
者
に
対
し
て
負
う
責
任
で

あ
り
、
こ
の
履
行
に
よ
っ
て
、
特
別
予
防
や
一
般
予
防
と
い
う
刑
罰
の
目
的
を
充
足
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る

（
35
）。

高
橋
は
、
修
復
的
司
法
と
刑
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
応
答
責
任
論
に
関
す
る
議
論
か
ら
出
発
し
、
修
復
的
司
法
は
応
答
責
任
論
の
考
え

方
に
極
め
て
近
い

（
36
）も

の
で
あ
り
、
応
答
責
任
論
か
ら
刑
罰
を
再
構
成
す
る
考
え
で
あ
る
象
徴
表
現
的
刑
罰
論
の
議
論
を
通
じ
て
、
責
任
の

理
解
、
す
な
わ
ち
刑
罰
を
科
す
る
根
拠
と
し
て
非
難
可
能
性
と
い
う
概
念
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

（
37
）し

て
い
る
。
そ
し
て
、
刑
罰

に
は
非
難
と
い
う
責
任
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
従
来
の
応
報
的
司
法
に
お
け
る
責
任
（
負
担
責

任
及
び
受
動
責
任
）
を
前
提
と
し
て
、
修
復
的
司
法
の
責
任
（
応
答
責
任
及
び
能
動
責
任
）
の
問
題
が
あ
る

（
38
）、

つ
ま
り
、
修
復
的
司
法
は

応
報
的
司
法
の
補
完
的
機
能
を
果
た
す
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
刑
法
の
視
点
か
ら
の
修
復
的
司
法
に
関
す
る
議
論
は
、
責
任
の
概
念
及
び
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
の
意
義
が
主
な
論
点
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
議
論
で
は
、
修
復
的
司
法
を
、
吉
田
が
主
張
す
る
よ
う
に
刑
事
司
法
の
中
核
と
し
て
据
え
る
か
、
高
橋
の
指
摘
す
る

よ
う
に
刑
事
司
法
の
補
完
的
機
能
に
止
め
る
か
と
い
う
対
立
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
対
立
は
、先
に
述
べ
た
、修
復
的
司
法
に
お
け
る⽛
純

粋
モ
デ
ル
⽜
と
⽛
最
大
化
モ
デ
ル
⽜
と
の
対
立
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
刑
事
司
法
の
中
核
に
修
復
的
司
法

を
据
え
る
考
え
方
は
⽛
純
粋
モ
デ
ル
⽜
に
、
刑
事
司
法
の
補
完
的
機
能
に
限
定
す
る
考
え
方
は
⽛
最
大
化
モ
デ
ル
⽜
に
立
脚
す
る
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
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Ⅳ

航
空
事
故
と
修
復
的
司
法

一

社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

西
村
春
夫
は
、
修
復
的
司
法
に
つ
い
て
、
理
念
、
実
態
、
正
当
性
と
い
う
視
点
か
ら
考
証
し
て
い
る
。
そ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
従
来
の
刑
事
司
法
制
度
は
、
犯
罪
を
国
と
加
害
者
の
関
係
と
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
被
害
者
を
疎
外
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
犯
罪
の
当
事
者
は
、
加
害
者
、
被
害
者
及
び
地
域
社
会
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
犯
罪
に
よ
っ
て
受
け
た
被
害
の
修
復
が
そ

の
目
標
で
あ
る
と
す
る

（
39
）。

航
空
事
故
の
場
合
、
事
故
発
生
後
に
警
察
に
よ
る
捜
査
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
社
会
の
事
故
の
捉
え
方
も
、
事
故
を
引

き
起
こ
し
た
者
に
対
す
る
処
罰
に
関
心
が
集
ま
り
、
被
害
者
の
状
況
や
、
加
害
者
が
新
た
に
被
る
不
利
益
、
事
故
原
因
の
解
明
に
対
す
る

関
心
が
低
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
近
年
、
事
故
の
被
害
者
か
ら
の
発
信
が
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

被
害
者
処
遇
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
事
故
調
査
担
当
官
署
や
捜
査
当
局
が
、
事
故
に
関
す
る
説
明
を
被
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
の
現
状
は
、
事
故
の
責
任
の
大
半
を
刑
事
責
任
に
応
じ
た
刑
罰
に
頼
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
被
害
者
に
対

し
て
、
事
故
原
因
解
明
の
不
十
分
さ
及
び
加
害
者
か
ら
の
説
明
不
足
と
い
う
認
識
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
点
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
修
復
的
司
法
の
考
え
方
に
基
づ
く
加
害
者
や
被
害
者
な
ど
、事
故
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
て
行
う
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、

そ
の
よ
う
な
改
善
要
望
を
具
体
的
に
実
現
す
る
手
段
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
は
、
加
害
者

側
と
し
て
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
及
び
そ
の
家
族
、
並
び
に
当
該
人
が
所
属
す
る
組
織
の
代
表
者
、
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
が
参
加
し
、
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調
整
推
進
役
と
し
て
、
航
空
、
司
法
及
び
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
の
参
加
が
望
ま
し
い
。
航
空
事
故
の
場
合
、
地
域

社
会
に
相
当
す
る
者
は
、
公
共
交
通
機
関
の
航
空
の
利
用
者
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
利
用
者
は
、
不
特
定
多
数
で
あ
り
、
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
へ
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
非
常
な
困
難
が
伴
う
。
従
っ
て
、
航
空
事
故
に
関
す
る
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
は
、
事
故
当
事
者

と
調
整
推
進
役
の
参
加
が
現
実
的
で
あ
る
。

一
方
、
犯
罪
を
社
会
全
体
の
問
題
と
捉
え
る
と
い
う
社
会
学
的
な
視
点
は
、
筆
者
が
従
来
か
ら
主
張
す
る
⽛
事
故
を
社
会
の
問
題
と
し

て
捉
え
る
⽜
と
い
う
こ
と
に
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る

（
40
）。

法
学
者
の
検
討
と
異
な
り
、⽛
責
任
⽜
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
で
は
な
く
、
人

間
関
係
の
回
復
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
点
に
、
過
失
に
よ
っ
て
期
せ
ず
し
て
加
害
者
と
な
っ
た
者
と
被
害
者
の
関
係
修

復
を
考
え
る
上
で
、
当
事
者
は
害
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
る

こ
と
が
回
復
に
つ
な
が
る

（
41
）と

の
指
摘
は
、
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

航
空
事
故
が
発
生
し
た
後
、
現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
細
井
洋
子
が
指
摘
す
る
よ
う
な
事
故
当
事
者
が
事
故
後
の
思
い
を
表
明
す
る
機

会
は
な
く
、
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
被
害
者
が
事
故
後
の
対
応
に
お
い
て
様
々
な
不
満
を
生
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
加
害
者
の
被
害

者
化

（
42
）と

い
う
事
態
を
生
起
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
事
故
後
の
対
応
と
し
て
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態

を
解
消
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
修
復
的
司
法
の
理
念
に
基
づ
く
対
応
、
特
に
、
当
事
者
が
一
堂
に
会
し
て
、
そ
の
思
い
を
伝
え
る
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
活
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
航
空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
応
用
す
る
に
あ
た
り
、①
修
復
的
司
法
が⽛
伝

統
的
司
法
に
代
わ
る
新
し
い
も
の
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
）
で
は
な
く
、
伝
統
的
司
法
で
埋
め
ら
れ
な
い
間
隙
を
埋
め
る
補
完
的
な
も
の
⽜

と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
航
空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
刑
罰
を
用
い
る
こ
と
を
局
限
す
る
こ
と
に
反
す
る
、
②
修
復
的
司
法
に
関
す

る
議
論
で
は
、
純
粋
モ
デ
ル
と
最
大
化
モ
デ
ル
の
比
較
が
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
細
井
が
提
示
し
て
い
る
双
方
の
モ
デ
ル
の
具
体
例

の
一
方
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
両
者
の
折
衷
的
な
モ
デ
ル
の
提
言
が
航
空
事
故
に
は
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
当
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事
者
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
必
要
性
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
社
会
が
持
つ
処
罰
感
情
へ
の
対
応
を
い
か
に
行
う

か
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
修
復
的
司
法
が
、
受
動
的
な
責
任
か
ら
能
動
的
な
責
任
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
に

よ
る
指
摘

（
43
）は

、
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
航
空
事
故
の
解
決
に
と
っ
て
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
航
空
事
故
の
解
決
に
と
っ
て
、
発
生
し

た
被
害
の
修
復
と
将
来
の
同
種
事
故
の
発
生
の
防
止
が
そ
の
要
素
と
な
る
。
そ
こ
で
、従
来
の
よ
う
に
刑
事
責
任
の
追
及
を
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。

特
に
、
近
年
の
日
本
の
厳
罰
化
傾
向
を
容
認
す
る
社
会
的
風
潮
を
踏
ま
え
る
と
、
刑
事
責
任
の
追
及
は
、
被
害
者
の
復
讐
的
な
心
情
を

満
た
す
こ
と
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
を
助
長
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
航
空
事
故
に
お
け
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
は
、

こ
の
よ
う
な
心
情
を
満
足
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
故
原
因
の
解
明
な
ど
の
ニ
ー
ズ
も
あ
る

（
44
）。

ま
た
、
加
害
者
に
と
っ
て
、
事
故

を
起
こ
し
た
自
責
の
念
か
ら
被
害
者
に
対
す
る
謝
罪
や
事
故
原
因
解
明
作
業
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
の
、
日
本
で
は
刑
事
責
任
追
及

手
続
き
が
行
わ
れ
る
た
め
に
、
こ
れ
が
実
現
し
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
が
言
う
受
動
的
な
責
任
を
取
る
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
将
来
の
事
故
防
止
に
向
け
た
責
任
を
取
る
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
修
復
的

司
法
の
考
え
を
適
用
す
る
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
修
復
的
司
法
に
被
害
者
や
加
害
者
を
支
え
る
人
々
を
参
加
さ
せ
る
と
の
指
摘

（
45
）は

、
航
空
事
故
を
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

そ
の
解
決
を
図
る
た
め
に
、
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
解
決
は
、
刑
事
責
任
の
追
及
に
力
点
が
置
か
れ
、
事
故
の

解
決
は
被
害
者
と
加
害
者
の
一
対
一
の
関
係
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
事
故
が
社
会
全
体
に
与
え
る
影
響
が
顕
在
化
し
に
く
い
状
態

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
修
復
的
司
法
の
理
念
に
基
づ
く
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
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具
体
的
に
は
、
加
害
者
や
被
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
事
故
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
加
害
者
が
事
故
に
つ
い
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
率

直
に
発
言
し
、
被
害
者
が
事
故
の
影
響
を
語
る
場
を
設
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
事
故
で
生
じ
た
問
題
を
解

決
す
る
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
際
、
こ
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
進
行
す
る
者
は
、
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
見

識
を
有
し
、
事
故
調
査
や
捜
査
活
動
に
影
響
を
与
え
な
い
者
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
話
し
合
い
を
通
じ
て
、
加
害
者
の
謝
罪
、

被
害
者
の
赦
し
な
ど
、
被
害
者
と
加
害
者
双
方
の
心
情
的
な
回
復
あ
る
い
は
修
復
が
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
事
故
後
の
対
応
に
つ

い
て
、
こ
の
話
し
合
い
の
結
果
を
踏
ま
え
、
被
害
者
の
要
望
を
反
映
し
た
対
策
の
構
築
も
可
能
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
修
復
的
司
法
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
は
、
航
空
事
故
を
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
解
決
を
図
る
と
い
う
意

味
で
、
こ
れ
ま
で
の
刑
事
責
任
追
及
を
主
と
す
る
手
続
き
よ
り
も
優
れ
た
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

刑
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
刑
法
の
視
点
か
ら
の
議
論
は
、
責
任
の
概
念
及
び
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
の
意
義
が
主
な
論
点
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
議
論
で
は
、
修
復
的
司
法
を
、
吉
田
敏
雄
が
主
張
す
る
よ
う
に
刑
事
司
法
の
中
核
と
し
て
据
え
る
か
、
高
橋
則
夫
の
指
摘
す
る

よ
う
に
刑
事
司
法
の
補
完
的
機
能
に
止
め
る
か
と
い
う
対
立
で
あ
る
。

航
空
事
故
の
場
合
、
当
該
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
際
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た

者
は
、
当
該
事
故
を
発
生
さ
せ
る
意
図
を
有
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
事
故
発
生
後
に
は
、
そ
の
多
く
が
何
ら
か
の
形
で
事
故
を
引

き
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
感
じ
、
そ
れ
に
応
じ
た
い
と
考
え
て
い
る

（
46
）。

ま
た
、
刑
罰
の
機
能
や
目
的
か
ら
考
え
て
、
こ
の
よ
う

な
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
必
要
性
は
、
極
め
て
低
く
、
航
空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
、
一
義
的
に
刑
罰
を
用
い
る
こ
と
は
適
切
な
対
応

で
は
な
い

（
47
）。
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修
復
的
司
法
を
刑
事
司
法
の
補
完
的
機
能
に
止
め
る
と
い
う
考
え
方
は
、
従
来
の
応
報
的
刑
事
司
法
が
要
求
す
る
刑
罰
を
受
け
る
こ
と

が
、
そ
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
修
復
的
司
法
に
よ
る
対
応
を
行
っ
た
場
合
、
航
空
事
故
を
引

き
起
こ
し
た
者
へ
刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、現
状
と
変
わ
り
の
な
い
対
応
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
自
主
的
に
責
任
に
応
じ
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
修
復
的
司
法
の
理
念
に
基
づ
く

対
策
は
、
刑
罰
を
科
さ
な
く
と
も
、
加
害
者
が
所
要
の
責
任
を
果
た
し
、
被
害
修
復
や
事
故
の
真
相
を
知
る
と
い
う
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
、
社
会
的
な
損
害
の
修
復
を
図
る
と
い
う
事
故
の
解
決
に
至
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
航
空
事
故
後
の
対
応
に
は
、
修
復
的

司
法
を
従
来
の
刑
事
司
法
に
代
わ
る
も
の
と
考
え
る
主
張
の
方
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
際
、
責
任
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
刑
罰
を
科
す
意
義
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
責
任
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
刑
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
へ
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
刑
法
上
の
責
任
は
、
一
般
的
に
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為

に
対
す
る
非
難
可
能
性
に
あ
る
と
さ
れ
、
行
為
者
に
自
由
意
思
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
失
犯
の
場
合

に
は
、
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
を
行
う
決
定
の
際
、
当
該
意
思
決
定
は
犯
罪
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
故
意
犯
と
比
較
し
て
非

難
す
べ
き
程
度
が
低
い
。
従
っ
て
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
対
し
て
刑
罰
に
頼
ら
ず
、
そ
の
他
の
手
段
で
解
決
す
る
余
地
が
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る

（
48
）。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
航
空
事
故
の
解
決
に
あ
た
り
、
従
来
の
刑
事
司
法
が
担
っ
て
い
た
応
報
的
思
想
に
基
づ

く
問
題
解
決
に
お
け
る
役
割
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
修
復
的
司
法
の
理
念
は
積
極
的
に
そ
の
展
開
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

三

航
空
事
故
に
お
け
る
修
復
的
司
法
モ
デ
ル

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
航
空
事
故
の
解
決
に
、
修
復
的
司
法
の
理
念
に
基
づ
く
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
用
い
る
こ
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と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
モ
デ
ル
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。

現
行
の
日
本
に
お
け
る
刑
事
司
法
制
度
下
で
は
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
後
、
警
察
に
よ
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
疑
い
で
捜
査
が

開
始
さ
れ
、
検
察
官
に
捜
査
が
引
き
継
が
れ
る
。
そ
し
て
、
公
訴
手
続
き
を
取
る
か
否
か
は
、
検
察
官
が
判
断
す
る
。
こ
の
現
状
を
踏
ま

え
る
と
、
航
空
事
故
後
の
対
応
と
し
て
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
移
行
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
検
察
官
が
行
う
こ
と
が
妥
当
と
考
え
る
。
そ

し
て
、
そ
の
判
断
は
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
さ
れ
る
行
為
が
過
失
で
あ
る
と
の
検
察
官
の
判
断
を
前
提
と
し
て
、
事
故
を

引
き
起
こ
し
た
者
が
自
主
的
に
責
任
を
取
る
意
思
の
有
無
及
び
被
害
者
の
同
意
の
有
無
な
ど
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。こ

の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
被
害
者
及
び
そ
の
関
係
者
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
、
問
題
と
な
っ
た
航
空
事
故
の
調
査
を
行
う
運
輸

安
全
委
員
会
の
担
当
者
及
び
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
で
構
成
さ
れ
、
事
故
概
要
の
説
明
に
運
輸
安
全
委
員
会
が
作
成
す
る
航
空
事
故
調
査
書

の
利
用
を
認
め
る
こ
と
を
想
定
す
る（
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
具
体
的
な
構
成
は
、別
表
参
照
の
こ
と
）。
こ
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
特
徴
は
、

①
修
復
的
司
法
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
者
を
含
ま
な
い
こ
と
、
②
航
空
事
故
調
査
報
告
書
の
利
用
を
認
め
る

た
め
、
そ
の
説
明
の
た
め
に
運
輸
安
全
委
員
会
の
調
査
担
当
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
、
③
航
空
事
故
の
被
害
者
が
、
旅
客
機
の
事
故
の
場

合
に
は
百
名
を
越
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
者
を
含
ま
な
い
こ
と
と
す
る
の
は
、
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
航
空
機
が
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、
そ
の
受
益

者
と
し
て
多
く
の
国
民
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
と
な
る
た
め
、
出
席
す
る
者
の
選
考
が
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
航
空
事

故
調
査
報
告
書
の
利
用
を
認
め
る
理
由
は
、
事
故
の
経
緯
及
び
そ
の
原
因
を
公
に
す
る
文
書
で
あ
り
、
事
故
の
状
況
を
客
観
的
に
説
明
で

き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
49
）。

そ
し
て
、
被
害
者
が
多
数
に
な
る
場
合
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
が
全
員
参
加
し
て
行
う

こ
と
が
理
想
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
や
そ
の
関
係
者
が
被
害
者
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
場
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
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従
っ
て
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
複
数
回
開
催
し
、
被
害
者
を
分
割
す
る
な
ど
の
対
応
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
際
、

被
害
者
の
間
で
、
説
明
内
容
な
ど
に
対
す
る
不
公
平
感
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
結
果
に
つ
い
て
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
刑
罰
を
科
さ
ず
、
そ
の
他
の
手
段
で
の
対
応
に
よ

る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
合
意
に
基
づ
き
、
検
察
官
は
起
訴
猶
予
処
分
と
す
る
。
な
お
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
合
意
に
至

ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
従
来
の
刑
事
裁
判
に
よ
る
対
応
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
航
空
事
故
後
に
お
け
る
修
復
的
司
法
の
モ
デ
ル
は
、
関
係
者
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
重
視
す
る
⽛
純
粋
モ
デ
ル
⽜
を
基

礎
と
す
る
も
の
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
参
加
を
省
略
す
る
点
で
⽛
最
大
化
モ
デ
ル
⽜
の
概
念
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅴ

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
航
空
事
故
後
の
対
応
に
修
復
的
司
法
の
理
念
を
応
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
検

証
し
た
。
別
稿

（
50
）で

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
航
空
事
故
の
解
決
に
お
い
て
、
刑
罰
を
用
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
対
応
に
は
、
多
く
の
問

題
が
あ
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
問
題
は
、
今
回
の
検
証
を
通
じ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
修
復
的
司
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る

可
能
性
が
認
め
ら
れ
、
特
に
、
将
来
の
事
故
防
止
に
と
ど
ま
ら
ず
、
被
害
者
や
社
会
が
受
け
た
損
害
の
修
復
が
実
現
す
る
。
加
え
て
、
加

害
者
が
刑
罰
以
外
に
被
る
不
利
益
の
防
止
に
と
っ
て
必
要
な
周
囲
か
ら
の
援
助
を
受
け
や
す
い
環
境
を
作
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
こ
の

点
に
お
い
て
、
加
害
者
に
対
す
る
修
復
も
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、
航
空
事
故
の
解
決
に
修
復
的
司
法
の
理
念
を
実
践
す
る
場
と
し
て
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
そ
の
出
席

者
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
特
に
、
被
害
者
が
多
数
生
じ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と

な
ど
、
今
後
、
更
に
議
論
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
多
々
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
航
空
事
故
へ
修
復
的
司
法
の
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理
念
を
展
開
す
る
た
め
の
議
論
の
出
発
点
と
し
て
活
用
し
て
頂
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
回
の
検
証
で
改
め
て
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
修
復
的
司
法
は
、
個
々
の
事
案
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た
対
応

が
必
要
で
あ
り
、
普
遍
的
な
手
法
を
設
定
す
る
の
は
困
難
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
学
的
に
は
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
法
学
的
見
地
か
ら
は
、
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
後
の
航
空
事
故
の
対
応
や
、
医
療
事
故
、

延
い
て
は
一
般
的
な
過
失
犯
の
処
罰
に
お
い
て
、
個
々
の
事
案
の
状
況
を
踏
ま
え
た
解
決
を
図
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

観
点
か
ら
、
法
的
に
も
、
個
々
の
事
例
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
修
復
的
司
法
が
積
極
的

に
推
進
さ
れ
る
環
境
が
整
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
施
策
の
推
進
を
通
じ
て
、
航
空
事
故
の
再
発
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
を
願
う
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
筆
者
が
長
年
に
わ
た
り
師
事
し
て
い
た
吉
田
敏
雄
先
生
が
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
勇
退
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の

学
恩
に
対
し
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
今
後
の
吉
田
先
生
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
祈
念
し
て
、
小
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）
藤
原
琢
也
⽛
航
空
事
故
の
防
止
と
刑
事
法
（
一
）
～
（
四
・
完
）⽜（
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
四
九
巻
一
～
四
号
、
二
〇
一
三
～
二
〇
一
四
）、
同
⽛
航

空
機
の
事
故
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
⽜（⽝
O
pen
Forum
第
七
号
⽞
放
送
大
学
二
〇
一
一
）。

（
2
）
池
内
宏
、
海
老
池
昭
夫
⽝
航
空
事
故
の
過
失
論
（
改
訂
版
）⽞（
成
山
堂
書
店
二
〇
〇
八
）
一
八
四
頁
以
下
。

（
3
）
高
橋
貞
彦
⽛⽝
修
復
的
司
法
⽞
か
⽝
関
係
修
復
的
正
義
⽞
か
⽜（⽝
犯
罪
の
被
害
と
そ
の
修
復
―
西
村
春
夫
先
生
古
希
祝
賀
―
⽞（
敬
文
堂
二
〇
〇
二
）
二

九
一
～
三
〇
二
頁
）。

（
4
）
§5.4.1

（
5
）
池
田
良
彦
⽛
シ
カ
ゴ
条
約
第
13
付
属
書
（
航
空
事
故
調
査
）
と
刑
事
責
任
を
求
め
る
こ
と
の
矛
盾
⽜（
東
海
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
二
四
号
（
二

〇
〇
四
）
五
九
―
六
七
頁
）
な
ど
。

（
6
）
藤
原
琢
也
⽛
航
空
事
故
の
防
止
と
刑
事
法
（
二
）：
刑
罰
優
先
主
義
か
ら
の
脱
却
⽜（
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
四
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
））
四
四
〇
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区分

被
害
者
側

加
害
者
側

運
輸
安
全
委
員
会

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

細部

一
．
被
害
者

二
．
被
害
者
家
族

一
．
加
害
者

二
．
加
害
者
家
族

三
．
加
害
者
が
所
属
す
る
組
織
代
表

（
上
司
及
び
同
僚
、
並
び
に
事

故
原
因
に
関
係
す
る
部
門
の
者

な
ど
）

調
査
を
担
当
し
た
事
故
調
査
委
員
あ

る
い
は
事
故
調
査
官

一
．
被
害
者
及
び
加
害
者
と
接
点
の
な

い
航
空
専
門
家
（
加
害
者
と
同
じ

職
種
の
者
及
び
事
故
原
因
に
関
係

す
る
分
野
を
専
門
と
す
る
者
）

二
．
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
な
ど
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
能
を
有
す
る

心
理
専
門
家

三
．
弁
護
士
（
主
に
刑
事
及
び
民
事
を

専
門
と
す
る
者
）

別
表

航
空
事
故
後
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
構
成



頁
以
下
参
照
。

（
7
）
Sidney
D
ekker,SE
CO
N
D
V
ICT
IM
E
rror,G
uilt,T
raum
a,and
R
esilience,CRC
Press,2013.（
本
文
献
の
要
訳
と
し
て
、
藤
原
琢
也
⽛
文
献
紹

介
：
シ
ド
ニ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
著
⽝
第
二
の
被
害
者
⽞⽜（
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
五
〇
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
五
）
六
四
一
～
六
八
五
頁
）
が
あ
る
。）

（
8
）
制
度
の
概
要
は
、
http://w
w
w
.m
lit.go.jp/unyuanzen/outline.htm
l（
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
）
参
照
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
五

日
ア
ク
セ
ス
）。

（
9
）
シ
ド
ニ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
は
、
事
故
の
直
接
の
被
害
者
が
、
加
害
者
の
こ
と
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
み
な
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
詳
細

は
、
デ
ッ
カ
ー
・
前
掲
書
（
注
7
）
第
五
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）
藤
原
・
前
掲
書
（
注
6
）
四
百
二
五
頁
以
下
。

（
11
）
運
輸
安
全
委
員
会
行
動
指
針
（
http://w
w
w
.m
lit.go.jp/jtsb/m
ission-shishin.htm
l）
参
照
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
五
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
12
）
平
成
二
六
年
五
月
二
六
日
に
施
行
さ
れ
た
⽛
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
⽜
の
制
定
な
ど
。

（
13
）
D
ekker,op.cit.Chapter
5.

（
14
）
詳
細
は
、
次
章
参
照
。

（
15
）
ハ
ワ
ー
ド
・
ゼ
ア
⽝
修
復
的
司
法
と
は
何
か

応
報
か
ら
関
係
修
復
へ
⽞（
新
泉
社
二
〇
〇
三
）
三
頁
。

（
16
）
D
ekker,op.cit.Chapter
2.

（
17
）
美
谷
島
邦
子
⽝
御
巣
鷹
山
と
生
き
る

日
航
機
墜
落
事
故
遺
族
の
25
年
⽞（
新
潮
社
二
〇
一
〇
）、
後
藤
章
文
⽛
公
共
交
通
事
故
に
お
け
る
被
害
者
支
援

―
事
故
調
査
と
の
狭
間
で
⽜（
被
害
者
学
研
究
第
二
四
号
（
二
〇
一
四
）
一
〇
〇
～
一
〇
九
頁
）
な
ど
。

（
18
）
細
井
洋
子
⽛
修
復
的
司
法
の
社
会
学
的
理
解
⽜（⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
第
三
章
、
三
五
～
五
七
頁
）
三
七
頁
。

（
19
）
日
本
に
お
け
る
修
復
的
司
法
に
関
す
る
議
論
の
流
れ
は
、
西
村
春
夫
⽛
研
究
ノ
ー
ト

日
本
に
お
け
る
修
復
的
司
法
の
源
流
を
尋
ね
て
⽜（⽝
修
復
的
正
義

の
諸
相

細
井
洋
子
先
生
古
希
祝
賀
⽞（
成
文
堂
二
〇
一
五
）
一
～
一
一
三
頁
）
に
詳
し
い
。

（
20
）
西
村
春
夫
⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
序

（
21
）
細
井
・
前
掲
書
（
注
18
）。

（
22
）
細
井
・
前
掲
書
（
注
18
）
三
九
頁
。

（
23
）
細
井
・
前
掲
書
（
注
18
）
四
九
頁
。

（
24
）
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
⽛
修
復
的
司
法
の
思
想
⽜（⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
第
二
章
、
二
四
～
三
四
頁
）。
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（
25
）
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
・
前
掲
書
（
注
24
）
三
〇
頁
。

（
26
）
吉
田
敏
雄
⽛
リ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
刑
事
司
法
⽜（⽝
犯
罪
司
法
に
お
け
る
修
復
的
正
義
⽞（
成
文
堂
二
〇
〇
六
）
一
～
一
五
頁
）
一
頁
。

（
27
）
吉
田
・
前
掲
書
、
三
頁
。

（
28
）
吉
田
・
前
掲
書
、
九
頁
。

（
29
）
吉
田
・
前
掲
書
、
六
頁
。

（
30
）
吉
田
・
前
掲
書
、
六
頁
。

（
31
）
吉
田
・
前
掲
書
、
十
一
頁
。

（
32
）
高
橋
則
夫
⽝
対
話
に
よ
る
犯
罪
解
決
⽞（
成
文
堂
二
〇
〇
七
）
一
六
頁
。

（
33
）
高
橋
・
前
掲
書
、
二
八
頁
。

（
34
）
高
橋
に
よ
る
と
、⽛
修
復
的
責
任
⽜
と
は
、
応
答
責
任
、
能
動
責
任
及
び
説
明
責
任
が
そ
の
内
容
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
書
、
五
六
頁
）。
そ

の
他
、
高
橋
則
夫
⽛
修
復
責
任
・
再
考
⽜（⽝
修
復
的
正
義
の
諸
相
⽞（
成
文
堂
二
〇
一
五
）
一
七
七
～
一
八
八
頁
）
で
詳
細
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

（
35
）
高
橋
則
夫
⽝
修
復
的
司
法
の
探
求
⽞（
成
文
堂
二
〇
〇
三
）
四
八
頁
。

（
36
）
高
橋
則
夫
⽛
修
復
責
任
・
再
考
⽜（⽝
修
復
的
正
義
の
諸
相
⽞（
成
文
堂
二
〇
一
五
）
一
七
七
～
一
八
八
頁
）
一
七
八
頁
。

（
37
）
高
橋
・
前
掲
書
（
注
36
）、
一
八
〇
頁
以
下
。

（
38
）
高
橋
・
前
掲
書
（
注
36
）、
一
八
七
頁
。

（
39
）
西
村
春
夫
⽛⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞
序
⽜（⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
序
、
ⅰ
―
ⅵ
）
及
び
同
⽛
修
復
的
司
法
の

理
念
、
実
態
、
正
当
性
⽜（⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
第
一
章
、
三
～
二
三
頁
）

（
40
）
藤
原
琢
也
⽛
航
空
事
故
の
防
止
と
刑
事
法
（
四
・
完
）⽜（
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
四
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
））
九
二
八
頁
以
下
。

（
41
）
細
井
洋
子
⽛
修
復
的
司
法
の
社
会
学
的
理
解
⽜（⽝
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
二
〇
〇
六
）
第
三
章
、
三
五
～
五
七
頁
）
四
九
頁
。

（
42
）
詳
し
く
は
、
藤
原
琢
也
⽛
過
失
事
故
加
害
者
の
被
害
者
化
⽜（
被
害
者
学
研
究
第
二
六
号
（
二
〇
一
六
）
印
刷
中
）
参
照
。

（
43
）
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
・
前
掲
書
（
注
24
）
三
四
頁
。

（
44
）
美
谷
島
邦
子
⽝
御
巣
鷹
山
と
生
き
る

日
航
機
墜
落
事
故
遺
族
の
25
年
⽞（
新
潮
社
二
〇
一
〇
）
三
七
頁
、
後
藤
章
文
⽛
公
共
交
通
事
故
に
お
け
る
被
害
者

支
援
―
事
故
調
査
と
犯
罪
捜
査
の
狭
間
で
⽜（
被
害
者
学
研
究
第
二
四
号
（
二
〇
一
四
）
一
〇
〇
～
一
〇
九
頁
）
一
〇
二
頁
な
ど
。

（
45
）
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
・
前
掲
書
（
注
24
）
二
六
頁
。
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（
46
）
D
ekker,op.cit.Chapter
3
&
4

（
47
）
藤
原
・
前
掲
書
（
注
6
）、
四
四
〇
頁
以
下
。

（
48
）
吉
田
敏
雄
⽛
リ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
刑
事
司
法
⽜（⽝
犯
罪
司
法
に
お
け
る
修
復
的
正
義
⽞（
成
文
堂
二
〇
〇
六
）
一
～
一
五
頁
）
九
頁
以
下
。

（
49
）
現
在
で
も
、
被
害
規
模
の
大
き
い
事
故
の
場
合
、
事
故
調
査
の
経
過
や
結
果
な
ど
が
、
運
輸
安
全
委
員
会
か
ら
被
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
場
で
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
利
用
す
る
こ
と
は
支
障
が
な
い
と
考
え
る
。

（
50
）
藤
原
・
前
掲
書
（
注
1
）
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