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な
い
想
定
外
の
事
態
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
時

に
は
、
事
態
の
本
質
を
見
抜
き
、
解
決
方
法
を

考
案
す
る
創
造
的
な
力
が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
こ
そ
が
実
学
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ
る
能
力

で
す
。

　
そ
し
て
、
実
学
の
実
践
に
当
た
っ
て
、
福
澤

が
重
視
し
た
の
は
専
門
的
な
職
業
教
育
で
は
な

く
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
的
な
全
人
格
教
育
で
し

た
。

　
１
５
０
年
前
、
明
治
元
年
（
慶
応
４
年
）
に

そ
れ
ま
で
の
福
澤
塾
が
慶
應
義
塾
と
命
名
さ
れ
、

近
代
的
な
学
校
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
ま
し
た

が
、
明
治
２
年
の
「
慶
應
義
塾
之
記
」
に
よ
る

と
、
開
講
科
目
は
経
済
学
、
歴
史
学
、
地
理
学
、

窮
理
学
、
算
術
、
文
典
、
修
身
論
で
す
。
こ
の

中
で
修
身
論
が
開
設
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
す
。

　
修
身
論
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の

モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
を
翻
訳
し
た
テ
キ
ス
ト
で

す
が
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
と
い
え
ば
上
野
の
彰
義

隊
戦
争
の
時
に
福
澤
が
世
の
中
の
騒
ぎ
を
よ
そ

に
塾
生
を
励
ま
し
て
授
業
を
続
け
、
講
述
し
た

の
が
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
書
で
し
た
。
福
澤

は
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
際
に
そ
の
有
形
の

学
術
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
文
明
の
精
神
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

論
語
に
代
わ
る
西
洋
の
文
明
を
背
景
と
す
る
倫

理
の
書
と
し
て
修
身
論
を
採
用
し
た
と
い
っ
て

福
澤
諭
吉
25
歳
の
時
で
す
。
若
さ
の
も
つ
柔
軟

さ
、
失
敗
を
恐
れ
な
い
勇
気
の
な
せ
る
わ
ざ
だ

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　

　　
こ
の
目
の
前
に
あ
る
現
象
の
本
質
を
見
抜
く

知
恵
、
想
定
外
の
事
態
に
対
応
で
き
る
柔
軟
さ

は
、
学
問
研
究
に
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
幕
末
の
段
階
か
ら
一
貫
し
て
、
福
澤
諭
吉
は

著
書
で
あ
る
『
西
洋
事
情
』
や
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
な
ど
で
実
学
の
必
要
性
を
強
調
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
庶
民
は
読
み
書
き
算
盤
を
一
通

り
覚
え
れ
ば
商
家
に
雇
っ
て
も
ら
い
、
一
生
食

べ
て
い
け
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
当

時
、
福
澤
の
い
う
「
実
学
」
も
生
活
に
役
立
つ

実
用
の
学
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
福
澤
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　『
福
翁
百
話
』
の
中
で
、
福
澤
は
実
学
に
つ

い
て
、「
唯
事
物
の
真
理
原
則
を
明
あ
き
ら
かに
し
て
そ

の
応
用
の
法
を
説
く
の
み
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

人
文
学
で
あ
れ
、
社
会
・
自
然
科
学
で
あ
れ
、

事
実
を
丹
念
に
分
析
し
、
根
拠
と
な
る
証
拠
に

基
づ
い
て
、
実
証
的
に
結
論
を
導
き
出
し
、
社

会
に
応
用
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
実
学
の
真
髄

と
い
え
ま
す
。

　
幕
末
だ
け
で
は
な
く
、
変
化
の
激
し
い
時
代

に
は
、
そ
れ
ま
で
に
得
た
知
識
で
は
解
決
で
き

　
２
０
１
８
年
度
に
慶
應
義
塾
大
学
に
入
学
す

る
新
入
生
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　
別
会
場
で
式
の
様
子
を
ご
覧
頂
い
て
い
る
ご

家
族
の
皆
様
に
も
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
例
年
、
入
学
式
は
慶
應
義
塾
創
立
１
０
０
年

事
業
と
し
て
建
設
さ
れ
た
日
吉
記
念
館
で
挙
行

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
創
立
１
５
０
年
記
念
事

業
の
一
つ
と
し
て
、
昨
年
秋
か
ら
建
て
替
え
工

事
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
今
年
は
臨
時
に
こ
こ

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
初
め

て
の
こ
と
で
ご
参
加
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
容
赦
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
こ
横
浜

も
慶
應
義
塾
に
は
ゆ
か
り
の
あ
る
地
で
す
。
江

戸
で
蘭
学
塾
を
開
い
て
い
た
福
澤
諭
吉
が
桜
木

町
に
近
い
山
下
の
「
外
国
人
居
留
地
」
を
訪
れ

て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
が
全
く
通
じ
な
い
こ
と
に
驚

い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
で
す
。
福
澤
は
、
こ

れ
か
ら
は
英
語
、
英
学
の
時
代
で
あ
る
と
見
抜

い
て
、
江
戸
に
戻
る
と
早
速
英
語
教
授
を
探
し

歩
き
、
ジ
ョ
ン
万
次
郎
か
ら
基
本
を
習
っ
た
り

し
ま
し
た
が
、
殆
ど
独
学
で
英
語
を
学
ん
で
、

蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
転
換
を
実
行
し
ま
し
た
。

塾
長
　長
谷
山  

彰
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回
る
と
、
自
ら
出
版
業
を
起
こ
す
こ
と
を
考
え
、

江
戸
時
代
以
来
の
書
物
問
屋
仲
間
か
ら
、
業
界

仲
間
の
町
人
で
な
い
と
組
合
に
入
れ
な
い
と
断

ら
れ
る
と
、
す
ぐ
に
「
福
澤
屋
諭
吉
」
の
屋
号

を
定
め
、
慶
應
義
塾
出
版
局
を
設
立
す
る
行
動

力
を
見
せ
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
皆
さ
ん
が
こ
の
会
場
で

見
て
い
る
福
澤
の
肖
像
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
福
澤
の
生
前
の
演
説
姿
を
描
い
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
福
澤
の
写
真
は
、
幕
末

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
中
に
撮
っ
た
羽
織
袴

で
帯
刀
し
た
肖
像
写
真
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

明
治
以
降
は
、
公
式
の
行
事
や
門
下
生
と
の
記

念
写
真
も
常
に
袴
を
着
け
な
い
着
流
し
姿
の
も

の
で
す
。

　
翻
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
も
、
欧
米
を
は
じ

め
日
本
で
も
多
く
の
大
学
が
入
学
式
や
卒
業
式

で
大
学
関
係
者
が
ガ
ウ
ン
を
着
用
し
ま
す
が
、

慶
應
義
塾
で
は
そ
の
よ
う
な
習
慣
は
あ
り
ま
せ

ん
。
大
学
や
学
問
を
あ
え
て
権
威
で
飾
る
こ
と

な
く
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
規
則
で

定
め
る
の
で
は
な
く
、
さ
り
げ
な
く
誰
も
が
気

風
と
し
て
受
け
継
ぐ
と
い
う
の
が
慶
應
義
塾
の

伝
統
で
す
。
逆
に
誰
か
が
あ
え
て
ガ
ウ
ン
を
着

て
き
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
誰
も
気
に
も
と
め

な
い
で
し
ょ
う
。

　
話
を
戻
し
ま
す
と
、
福
澤
は
ま
た
明
治
20
年

分
自
身
の
人
生
や
社
会
の
進
む
べ
き
方
向
を
考

え
る
人
材
の
育
成
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
独
立
自

尊
」
の
人
材
育
成
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
明
治
政
府
が
政
府
、
官
の
強
化
に
よ
る
近
代

化
を
進
め
た
の
に
対
し
、
福
澤
諭
吉
は
民
の
強

化
に
よ
る
近
代
化
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
一
人
一

人
の
国
民
の
能
力
が
向
上
し
て
こ
そ
初
め
て
国

全
体
が
向
上
す
る
。
す
な
わ
ち
「
一
身
独
立
し

て
一
国
独
立
」
と
い
う
発
想
で
す
。
ま
た
、
福

澤
は
、
慶
應
義
塾
そ
の
も
の
が
「
独
立
自
尊
」

の
学
校
で
あ
る
こ
と
を
強
く
望
み
、
明
治
10
年

代
か
ら
、
門
下
生
と
相
談
し
て
、
私
財
を
義
塾

に
移
し
、
慶
應
義
塾
の
理
念
に
共
鳴
す
る
民
間

有
志
が
、
財
産
や
労
力
を
提
供
し
て
会
社
組
織

を
作
り
、
社
中
が
協
力
し
て
慶
應
義
塾
を
守
る

体
制
を
整
え
ま
し
た
。
自
分
自
身
は
檀
家
に
依

頼
さ
れ
て
寺
を
守
る
住
職
の
つ
も
り
で
あ
る
と

い
っ
て
い
ま
す
。

　
武
士
階
級
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
封
建
的

な
身
分
制
度
の
打
破
を
め
ざ
し
た
福
澤
は
、
明

治
政
府
に
請
わ
れ
て
も
政
府
の
要
職
に
就
く
こ

と
も
な
く
、
勲
章
の
授
与
も
断
り
続
け
て
、
徹

底
し
て
民
間
人
で
あ
る
こ
と
を
貫
き
ま
し
た
。

著
作
権
が
未
確
立
だ
っ
た
明
治
初
期
に
、
当
時

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
『
西
洋
事
情
』
や
『
学

問
の
す
ゝ
め
』
の
偽
版
が
大
量
に
世
の
中
に
出

い
ま
す
。
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
書
と
修
身
論

の
二
つ
を
並
行
し
て
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
慶

應
義
塾
の
教
育
理
念
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え

ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
慶
應
義
塾
よ
り
も
少
し
遅
れ
て

誕
生
し
た
政
府
や
民
間
の
学
校
に
目
を
向
け
る

と
、
明
治
６
（
１
８
７
３
）
年
、
東
京
大
学
の

前
身
で
あ
る
開
成
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
こ
で
の
開
講
科
目
は
、
法
学
、
化
学
、
工
学
、

鉱
山
学
で
し
た
。
同
年
、
東
京
外
国
語
学
校
が

創
設
。
翌
明
治
７
年
に
は
東
京
医
学
校
、
陸
軍

士
官
学
校
が
開
校
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
時
期
の
民
間
、
私
立
の
学
校
に
目
を
向
け

る
と
、
明
治
13
年
、
法
政
大
学
の
前
身
で
あ
る

東
京
法
学
社
が
開
校
、
明
治
14
年
に
は
明
治
大

学
の
前
身
で
あ
る
明
治
法
律
学
校
、
そ
し
て
、

明
治
15
年
に
早
稲
田
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京

専
門
学
校
が
政
治
・
法
律
を
教
え
る
学
校
と
し

て
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
官
私
を
問
わ
ず
、
当
時
の
学

校
が
日
本
の
近
代
化
に
す
ぐ
に
役
立
つ
専
門
職

的
な
人
材
の
育
成
を
め
ざ
し
た
の
に
対
し
て
、

慶
應
義
塾
は
創
立
の
当
初
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ
的
な
色
彩
の
濃
い
全
人
格
的
教
育
を
実
践
し

て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で

め
ざ
し
た
の
は
、
学
問
を
修
め
、
職
業
を
持
ち
、

世
の
中
の
流
行
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
主
体
的
に
自



塾  SUMMER 2018 NO.29911

に
お
か
れ
て
は
新
入
生
と
同
じ
会
場
で
入
学
を

祝
い
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
で
一
杯
と
思
い
ま

す
が
、
慶
應
義
塾
の
伝
統
に
ご
理
解
を
賜
れ
ば

幸
い
で
す
。

　
福
澤
諭
吉
は
「
世
の
中
に
て
最
も
大
切
な
る

も
の
は
人
と
人
と
の
交
わ
り
付
き
合
い
な
り
。

こ
れ
即
ち
一
つ
の
学
問
な
り
」
と
い
う
言
葉
を

残
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
慶
應

義
塾
の
卒
業
生
は
、
社
会
に
出
て
新
し
い
人
間

関
係
を
積
極
的
に
築
き
な
が
ら
も
、
義
塾
を
懐

か
し
み
、
三
田
会
活
動
を
通
じ
て
、
仲
間
と
の

懇
親
を
深
め
、
後
輩
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　
新
入
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
先
輩
に
見

守
ら
れ
た
こ
の
横
浜
で
の
式
典
は
前
途
に
明
る

い
希
望
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
信
じ
ま
す
。

　
最
後
に
、
入
学
に
当
た
っ
て
、
私
が
皆
さ
ん

に
望
む
こ
と
は
た
だ
一
つ
で
す
。
そ
れ
は
、
慶

應
義
塾
で
の
学
生
生
活
の
中
で
、
目
標
を
見
つ

け
、
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
、
目
標
を
達
成

す
る
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
が
慶
應
義
塾

の
自
由
で
お
お
ら
か
な
気
風
の
中
で
、
楽
し
く

充
実
し
た
学
生
生
活
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
お
祈

り
し
て
、
私
の
式
辞
と
致
し
ま
す
。

選
手
が
、
テ
ニ
ス
の
シ
ン
グ
ル
ス
、
ダ
ブ
ル
ス

で
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
日
本
人
初
の
メ
ダ
ル
獲

得
で
し
た
。
２
０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
義
塾
の
学
生
や
卒

業
生
が
活
躍
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
の
新
入
生
に
は
、
広
報
誌
『
塾
』
に
掲

載
さ
れ
た
「
塾
員
山
脈
」
の
抜
き
刷
り
が
配
布

さ
れ
ま
す
。
過
去
５
年
分
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、

慶
應
義
塾
に
は
最
高
裁
女
性
判
事
か
ら
東
北
の

鷹
匠
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
て
い

る
卒
業
生
が
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
時
々

の
話
題
性
を
持
っ
た
卒
業
生
で
、
そ
の
裾
野
に

は
ほ
か
に
も
き
ら
星
の
如
く
沢
山
の
人
材
が
控

え
て
い
ま
す
。
　

　
そ
う
し
た
卒
業
生
の
代
表
と
し
て
、
今
日
こ

の
場
に
は
今
年
卒
業
50
年
を
迎
え
る
卒
業
生
の

皆
さ
ん
が
参
列
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
慶
應

義
塾
で
は
卒
業
式
に
は
卒
業
25
年
、
入
学
式
に

は
卒
業
50
年
の
塾
員
を
招
待
し
て
、
後
輩
の
門

出
を
祝
っ
て
頂
く
の
が
慣
例
で
す
。
卒
業
生
も

ま
た
記
念
行
事
と
し
て
後
輩
を
支
援
す
る
た
め

に
募
金
活
動
を
展
開
し
て
下
さ
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
塾
生
と
塾
員
、
教
職
員
か
ら
な
る
義
塾

社
中
の
協
力
こ
そ
が
慶
應
義
塾
の
存
続
基
盤
で

す
。
別
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
家
族
の
皆
様

代
に
、
政
治
制
度
や
官
僚
機
構
が
整
え
ら
れ
て

ゆ
く
の
に
対
し
て
、
日
本
に
お
け
る
産
業
界
が

未
熟
で
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
門
下
生
を
意

図
的
に
産
業
界
へ
送
り
出
し
ま
し
た
。
三
井
財

閥
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
中
上
川
彦
次
郎
、
三

菱
商
会
の
最
高
幹
部
を
つ
と
め
た
荘
田
平
五

郎
、
明
治
生
命
の
創
業
者
阿
部
泰
蔵
、
10
代
半

ば
に
し
て
義
塾
教
員
と
な
り
「
ボ
ー
イ
教
師
」

と
呼
ば
れ
、
長
年
に
わ
た
り
義
塾
を
支
え
た
後

に
、
千
代
田
生
命
保
険
を
創
立
し
た
門
野
幾
之

進
の
ほ
か
、
銀
行
、
商
社
、
鉄
道
、
電
力
、
ホ

テ
ル
業
な
ど
多
く
の
業
種
の
創
設
に
義
塾
出
身

者
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
財
界
の
慶
應
と
い
う

伝
統
は
そ
の
後
も
根
強
く
続
い
て
き
ま
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
のT

im
es H

igher Education

に

よ
る
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
の
２
０
１
３
年
版
で
、

慶
應
義
塾
は
世
界
的
な
企
業
の
ト
ッ
プ
輩
出
数

で
世
界
第
９
位
の
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
慶
應
義
塾
の
特
色
は
、
産
業
界
に

と
ど
ま
ら
ず
、
今
や
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
人
材
を

送
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
義
塾

は
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
専
門
の
学
部
を
持
ち
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
、
過
去
に
義
塾
か
ら
は
塾

生
塾
員
合
わ
せ
て
延
べ
１
３
３
人
の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
出
場
し
、
金

メ
ダ
ル
５
、
銀
13
、
銅
９
を
獲
得
す
る
活
躍
を

し
ま
し
た
。
大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
の
ア
ン

ト
ワ
ー
プ
大
会
に
出
場
し
た
義
塾
の
熊
谷
一
弥


