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優
生
手
術
を
め
ぐ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
向
け
て
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本
意
見
書
は
、
優
生
手
術
に
係
る
国
家
賠
償
請
求
事
件
に
対
す
る
東
京
地
裁
令
和
二
年
六
月
三
〇
日
判
決
（
以
下
、
本
件
原
審
判
決
と

す
る
。）
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
意
見
書
は
、
本
件
原
審
判
決
に
つ
き
、
①
憲
法
上
の
諸
権
利
を
め
ぐ
る
理
解
に
つ
い
て

一
定
の
理
解
を
示
す
。
し
か
し
同
時
に
、
同
判
決
に
は
、
②
憲
法
上
の
国
家
賠
償
請
求
権
や
除
斥
期
間
を
め
ぐ
る
従
前
の
判
例
理
解
と
の

関
係
、
さ
ら
に
③
立
法
不
作
為
の
違
法
性
等
に
係
る
議
論
を
中
心
に
、
多
く
の
問
題
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
問
題
点

を
提
示
す
る
（
以
下
、（
裁
）
判
例
の
判
例
集
等
か
ら
の
引
用
箇
所
の
具
体
的
頁
表
記
は
割
愛
す
る
）。

一　

侵
害
さ
れ
た
憲
法
上
の
権
利

　

幸
福
追
求
権
の
保
障
に
つ
い
て
規
定
す
る
憲
法
一
三
条
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
自
己
決
定
に
か
か
る
人
格
権
な
ど
の
根
拠
規
定
と
し

て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
多
義
的
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
本
件
に
お
い
て
当
事
者
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
権
利
・
自

由
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
観
念
で
き
る
の
か
を
示
し
て
い
く
。

（
一
）
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
・
自
由
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本
件
優
生
手
術
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
権
利
・
自
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ま
ず
、
不
当
な
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
・
自
由
を
観
念
で

き
る
。
個
人
は
、
各
自
の
条
件
の
下
に
お
い
て
身
体
的
、
精
神
的
な
完
全
性
を
維
持
す
る
権
利
が
あ
り
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ

れ
に
関
す
る
侵
襲
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

　

本
件
原
審
判
決
も
認
め
る
よ
う
に
本
件
優
生
手
術
は
、
正
当
な
理
由
に
基
づ
か
な
い
ま
ま
、
本
人
の
明
示
的
同
意
な
く
実
施
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
不
当
で
重
大
な
他
者
に
よ
る
身
体
侵
襲
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
告
の
「
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
・
自
由
」
を
不

当
に
制
約
し
て
お
り
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
。

（
二
）
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
（
生
殖
に
関
わ
る
権
利
）

　

本
件
優
生
手
術
は
ま
た
、
当
事
者
（
男
性
）
の
生
殖
に
関
わ
る
機
能
を
奪
う
外
科
的
手
術
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
リ
プ

ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
（
生
殖
に
関
わ
る
権
利
）」
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
る
。
芦
部
信
喜
は
、
こ
れ
を
「
子
ど
も
を
持
つ
か
ど
う
か
な

ど
家
族
の
あ
り
方
を
決
め
る
自
由
（
断
種
、
避
妊
、
妊
娠
中
絶
な
ど
の
問
題
）」
な
ど
と
し
、「
個
人
の
人
格
的
生
存
に
か
か
わ
る
重
要
な

私
的
事
項
を
公
権
力
の
介
入
・
干
渉
な
し
に
各
自
が
自
律
的
に
決
定
で
き
る
自
由
」
と
し
て
の
「
自
己
決
定
権
（
な
い
し
人
格
的
自
律
権
）」

で
あ
る
と
し
て
い
る
（
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
七
版
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
一
二
八
頁
）。
こ
れ
も
憲
法

一
三
条
で
保
障
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
れ
は
生
殖
に
係
る
決
定
と
い
う
点
で
は
、
憲
法
一
三
条
に
係
る
視
点
で
あ

り
な
が
ら
も
、
上
述
の
「
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
・
自
由
」
の
制
約
と
は
別
途
考
慮
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

本
件
原
審
判
決
も
、
本
件
手
術
に
つ
き
「
身
体
的
な
侵
襲
を
受
け
る
と
と
も
に
、
男
性
と
し
て
の
生
殖
機
能
を
回
復
不
可
能
な
状
態
に

な
る
ま
で
侵
襲
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
子
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
余
地
が
強
制
的
に
奪
わ

れ
」
た
と
し
、
そ
れ
を
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
と
呼
ぶ
ど
う
か
は
別
と
し
て
「
憲
法
で
保
護
さ
れ
た
原
告
の
自
由
を
侵
害
す
る
」
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と
明
示
す
る
。
本
件
手
術
行
為
を
憲
法
違
反
で
あ
る
と
す
る
こ
の
結
論
は
、
現
在
の
憲
法
一
三
条
を
め
ぐ
る
理
解
を
前
提
に
す
れ
ば
、
当

然
の
帰
結
で
あ
る
。

（
三
）
人
と
し
て
の
将
来
に
わ
た
る
人
格
権
制
限

　

本
件
で
問
題
と
な
る
本
人
の
了
解
の
な
い
優
生
手
術
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
一
回
的
時
「
点
」
に
目
が
向
け

ら
れ
、
上
記
の
身
体
侵
襲
や
生
殖
に
関
わ
る
権
利
・
自
由
の
侵
害
利
益
が
、
そ
の
一
回
的
侵
害
に
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
散
見

さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
制
限
さ
れ
る
権
利
の
本
質
は
、
そ
う
し
た
一
時
点
に
留
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
に
は
将
来
に
向
け

て
継
続
す
る
「
線
」
と
し
て
の
制
限
、別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、何
ら
か
の
権
利
侵
害
が
継
続
的
に
続
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
（
被

害
者
の
苦
痛
の
継
続
性
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
旧
優
生
保
護
法
の
仙
台
地
裁
判
決
を
受
け
た
評
釈
で
あ
る
、
小
山
剛
「
人
と
し
て
の
尊
厳
」

判
例
時
報
二
四
一
三
・
二
四
一
四
合
併
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
八
頁
を
参
照
）。

　

た
と
え
ば
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
隔
離
政
策
を
め
ぐ
る
熊
本
地
裁
判
決
（
熊
本
地
判
平
成
一
三
年
五
月
一
一
日
訟
月
四
八
巻
四
号
八
八
一
頁
）

は
、「
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
隔
離
は
…
当
該
患
者
の
人
生
に
決
定
的
に
重
大
な
影
響
を
与
え
…
人
と
し
て
当
然
持
っ
て
い
る
は
ず
の
人
生

の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
発
展
可
能
性
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
権
の
制
限
は
、
人
と
し
て
の
社
会
生
活
全
般
に
わ
た
る
」

と
し
、
こ
れ
を
「
憲
法
一
三
条
に
根
拠
を
有
す
る
人
格
権
そ
の
も
の
」
と
し
、
そ
こ
で
は
将
来
的
な
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
起
因

す
る
不
利
益
が
権
利
制
限
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
思
え
ば
、
本
件
原
審
判
決
も
、
本
件
手
術
を
め
ぐ
っ
て
は
「
必
然
的
に
、
そ
の
よ
う
な

意
思
決
定
（
注
：
「
実
子
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
」
の
こ
と
。）
を
前
提
と
し
た
生
涯
を
送
る
機
会
も
奪
わ
れ
る
と
と

も
に
、
そ
の
よ
う
な
意
思
決
定
が
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
生
涯
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
評
価
し
て

お
り
、
当
該
権
利
制
限
は
、
将
来
に
わ
た
り
継
続
性
の
あ
る
「
線
」
と
し
て
の
権
利
制
限
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
四
）
優
生
施
策
の
維
持
と
「
個
人
の
尊
厳
」
侵
害

　

本
件
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
社
会
に
お
け
る
障
碍
者
な
ど
の
扱
い
に
関
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
（
烙
印
）
に
加
え
、
優
生

思
想
を
所
与
の
も
の
と
し
て
き
た
各
時
代
に
お
け
る
（
不
幸
な
）
社
会
通
念
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
件
に
関
す
る
（
旧
）
優
生
保
護
法
は
、
そ
の
制
定
か
ら
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
各
時
代
に
お
け
る
優
生
思
想
に
関
す
る
社
会
通
念
の
も

と
に
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
法
律
廃
止
後
も
、
こ
れ
ま
で
の
優
生
保
護
政
策
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
国
が
自
ら
そ
の
賠

償
・
補
償
を
考
え
る
な
ど
、
そ
の
制
度
化
に
十
分
な
労
力
が
注
が
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
国
会
に
よ
る
一
定
の
お
わ
び
と
給
付
金
に
係
る
法

の
制
定
は
平
成
三
一
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
か
ら
生
じ
る
差
別
意
識
や
権
利

侵
害
の
深
刻
さ
が
国
民
の
間
に
も
伝
わ
ら
な
い
ま
ま
、
時
間
が
経
過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
本

件
問
題
に
つ
い
て
重
大
な
人
権
侵
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
議
論
を
深
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
憲
法
研
究
者
の
間
で

も
、
論
点
が
主
要
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
、
棟
居
快
行
「
優
生
保
護
法
と
憲

法
学
者
の
自
問
」
法
律
時
報
九
〇
巻
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
を
参
照
）。

　

以
上
の
状
況
で
制
限
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
か
な
る
権
利
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
個
人
の
尊
厳
」
で
あ
る
。
個
人
の
尊
厳
と
は
、「
社

会
あ
る
い
は
国
家
と
い
う
人
間
集
団
を
構
成
す
る
原
理
と
し
て
、
個
人
に
価
値
の
根
源
を
置
き
、
集
団
（
全
体
）
を
個
人
（
部
分
）
の
福

祉
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
す
る
個
人
主
義
の
思
想
」
で
あ
る
が
、
そ
の
要
諦
は
、「
個
人
の
尊
厳
は
、
個
人
を
全
体
の
犠
牲
に
す
る

こ
と
を
禁
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
非
人
間
的
に
扱
う
こ
と
も
当
然
に
禁
じ
て
い
る
」（
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
（
五
版
）』（
有

斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
八
〇
―
八
一
頁
）
こ
と
に
あ
る
。
同
書
は
「
日
本
国
憲
法
は
、『
個
人
の
尊
厳
』
を
憲
法
を
支
え
る
基
本
価
値
と

し
て
採
用
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
人
を
『
個
人
と
し
て
尊
重
』
す
る
こ
と
を
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
宣
言
し
、
そ
の
こ
と
の
具
体
的
意
味

と
し
て
『
幸
福
追
求
権
』
を
最
大
限
に
尊
重
す
べ
き
『
憲
法
上
の
（
抽
象
的
）
権
利
』
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
幸
福
追
求
権
を
さ
ら
に
具
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体
化
す
る
個
別
人
権
を
『
憲
法
上
の
権
利
』
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
」（
同
八
三
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
個
人
の
尊
厳
の
思
想
は
、
人
権

保
障
全
体
の
究
極
の
根
拠
で
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
そ
の
「
個
人
の
尊
厳
」
が
ど
の
よ
う
に
侵
害
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、（
本
来
的
に
は
現
時
点
か
ら
見
れ
ば
当
該
施

術
行
為
が
十
分
問
題
の
あ
る
こ
と
だ
と
認
識
で
き
る
は
ず
の
）本
問
題
が
、①「
損
害
賠
償
を
受
け
る
の
に
十
分
な
違
法
性
の
あ
る
こ
と
だ
」

と
の
認
識
自
体
が
、
各
時
代
の
社
会
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
も
と
、
②
当
事
者
自
ら
も
、
こ
の
問
題
を
裁
判
な
ど
で
解

決
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
え
る
ほ
ど
の
権
利
の
成
熟
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
余
地
も
な
い
ま
ま
、
長
い
間
を
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、③
そ
う
し
た
中
、社
会
的
地
位
の
回
復
自
体
も
難
し
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
循
環
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、で
あ
る
。

当
事
者
た
ち
は
、
長
い
時
の
経
過
の
な
か
で
、
各
時
代
の
社
会
通
念
の
下
で
、
自
身
た
ち
に
よ
る
「
個
人
の
尊
厳
」
の
回
復
が
難
し
く
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
回
復
が
な
さ
れ
な
い
事
態
が
連
綿
と
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

社
会
全
体
で
一
定
の
優
生
思
想
が
（
不
幸
に
も
）
許
容
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
で
、
個
別
具
体
的
な
個
人
が
、
優
生
思
想
的

視
点
か
ら
「
二
級
市
民
」
扱
い
さ
れ
る
こ
と
で
受
け
た
身
体
的
、
精
神
的
苦
痛
が
存
在
し
な
が
ら
、
他
方
、
各
時
代
の
社
会
通
念
か
ら
、

そ
の
苦
痛
で
さ
え
も
権
利
侵
害
と
考
え
る
こ
と
が
事
実
上
許
さ
れ
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
き
た
当
事
者
に
と
っ
て
は
、（
旧
）
優
生
保
護

法
の
下
で
の
本
件
施
術
か
ら
始
ま
り
、
法
律
廃
止
を
経
過
し
、
よ
う
や
く
近
年
、
国
に
よ
る
一
定
の
お
わ
び
が
な
さ
れ
補
償
の
検
討
が
さ

れ
る
ま
で
に
至
る
一
連
の
状
況
に
お
い
て
、
憲
法
一
三
条
に
根
拠
を
有
す
る
人
格
権
と
し
て
の
「
個
人
の
尊
厳
」
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
続

け
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

本
件
問
題
に
固
有
に
生
じ
る
諸
権
利
の
特
徴



広島法学　46 巻４号（2023 年）－ 64

（
一
）
権
利
の
重
層
性

　

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
件
問
題
に
か
か
る
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
同
じ
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
捉
え
る
に
し
て
も
、

重
層
的
意
味
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、上
記
一
の
（
一
）
や
（
二
）
に
見
た
諸
権
利
の
制
限
に
つ
い
て
は
、

形
式
的
に
は
、
一
回
的
優
生
手
術
行
為
に
よ
り
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
間
的
「
点
」
と
し
て
の
権
利
侵
害
の
み
に
光
が
あ
た
り
が

ち
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
侵
害
利
益
の
把
握
は
十
分
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
が
重
要
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
上
記
一
の
（
一
）
や
（
二
）
の
「
点
」
と
し
て
の
権
利
侵
害
自
体
が
、
重
大
か
つ
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
他
方
、
本
件
の
優
生
手
術
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
権
利
侵
害
は
、
上
記
一
の
（
三
）
や
（
四
）
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

一
回
的
な
優
生
手
術
行
為
が
、
後
の
人
生
に
と
っ
て
の
長
い
ス
パ
ン
で
の
身
体
的
・
精
神
的
両
側
面
か
ら
の
権
利
侵
害
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
加
え
て
、
国
や
社
会
が
こ
の
問
題
を
重
大
な
権
利
侵
害
と
な
る
問
題
と
し
て
認
識
し
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ

う
な
国
や
社
会
が
認
識
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
尊
厳
の
回
復
の
た
め
の
具
体
的
な
（
賠
償
・
補
償
を
含
む
）
国
家
補
償
の
確
立
ま
で

を
も
必
要
と
し
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
状
況
が
と
も
に
長
く
続
く
。
そ
の
な
か
で
、
当
事
者
た
ち
の
個
人
と
し
て
の
具
体
的
な
「
個
人

の
尊
厳
」
の
回
復
が
ま
ま
な
ら
な
い
ま
ま
、
近
年
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
時
間
の
経
過
と
憲
法
上
の
権
利
の
成
熟
度

　

他
方
、
本
件
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
固
有
に
重
要
と
な
る
権
利
に
関
わ
る
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
時
代
の
経
過
と
憲
法
上
の
権

利
の
成
熟
度
で
あ
る
。
本
件
と
同
様
に
（
旧
）
優
生
保
護
法
に
よ
る
優
生
手
術
が
問
題
と
な
っ
た
仙
台
地
裁
判
決
（
仙
台
地
判
令
和
元
年

五
月
二
八
日
判
例
時
報
二
四
一
三
＝
二
四
一
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
頁
）
は
、「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

求
権
の
行
使
の
可
否
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



65 － 優生手術をめぐる国家賠償請求訴訟に向けて（新井）
　

  　
「
国
家
賠
償
法
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
民
法
七
二
四
条
後
段
（
以
下
、
単
に
「
除
斥
期
間
」
と
い
う
。）
の
経
過
前
に
あ
っ

て
は
、
旧
優
生
保
護
法
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
法
律
と
し
て
現
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
間
、
旧
優
生
保
護
法
が
違
憲
で
あ
る
と
指
摘
し

た
裁
判
例
は
な
く
、
旧
優
生
保
護
法
を
違
憲
と
す
る
学
説
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
状
態
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
の
下
に
お

い
て
は
、
旧
優
生
保
護
法
の
廃
止
前
に
、
不
良
な
者
又
は
社
会
生
活
上
他
人
よ
り
劣
る
者
と
し
て
差
別
さ
れ
て
き
た
被
害
者
や
そ
の
家

族
ら
が
、
優
生
手
術
が
違
法
で
あ
っ
た
と
認
識
し
、
更
に
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
」。

　

こ
の
指
摘
は
、
優
生
手
術
が
、
現
時
点
で
見
れ
ば
、
当
然
に
差
別
的
で
不
当
な
扱
い
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
と
し
て
も
、
手
術
が
一
般

的
に
行
わ
れ
て
い
た
当
時
に
は
、
そ
う
し
た
身
体
侵
襲
で
さ
え
、
あ
た
か
も
正
当
な
「
治
療
」
の
一
環
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、

そ
れ
が
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
が
、
客
観
的
に
も
ち
え
な
か
っ
た
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
自
体
が
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
徐
々
に
成
熟
し
て
い
っ
た
こ
と
を
結
果
的
に
適
示
す
る
。

　

一
般
的
に
、
別
異
取
扱
い
を
許
容
し
て
き
た
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
社
会
認
識
の
な
か
で
そ
れ
が
違
憲
・
違
法
だ
と
は
思
わ

れ
な
か
っ
た
も
の
で
も
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
違
憲
・
違
法
な
も
の
へ
と
認
識
が
転
換
さ
れ
、
相
当
程
度
の
期
間
を
経
て
か
ら
裁
判
に

お
い
て
違
憲
・
違
法
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
民
法
（
旧
）
九
〇
〇
条
四
号
の
婚
外
子
の
法
定
相
続
分
規
定
に
つ
い
て
も
、
最
高

裁
大
法
廷
平
成
二
五
年
決
定
（
最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
）
は
、「
こ
れ
ら
の
事
柄
は
時
代
と
と
も

に
変
遷
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
定
め
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
尊
厳
と
法
の
下
の
平
等
を
定
め
る
憲
法
に
照
ら
し
て
不
断

に
検
討
さ
れ
、
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
か
つ
て
の
最
高
裁
大
法
廷
平
成
七
年
決
定
（
最
大
決
平
成
七
年
七
月
五
日
民
集
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四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
）
と
異
な
る
結
論
（
違
憲
）
を
導
き
出
し
た
。
こ
れ
も
時
代
の
な
か
で
「
個
人
の
尊
厳
」
や
「
法
の
下
の
平
等
」

に
か
か
る
事
情
の
変
化
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
の
成
熟
度
に
関
す
る
事
件
当
時
の
権
利
意
識
の
時
代
的
変
遷
の
提
示
は
、
本
件
問
題
に
つ

い
て
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
十
分
条
件
と
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
述
の
通
り
、
本
件
で
問
題
と
な
る
憲
法
上
の
権

利
の
侵
害
の
発
生
は
、
時
間
的
な
「
点
」
と
し
て
の
優
生
手
術
時
に
留
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
①
当
該
手
術
の
正
当
化
を
支
え

る
法
制
度
の
継
続
に
加
え
、
法
廃
止
後
も
一
定
の
賠
償
・
補
償
の
定
立
に
関
す
る
消
極
的
姿
勢
な
ど
が
国
側
に
見
ら
れ
、
優
生
思
想
に
基

づ
い
て
、
客
観
的
に
は
、
社
会
な
ど
か
ら
「
不
良
」
な
存
在
と
し
て
当
事
者
が
位
置
付
け
ら
れ
続
け
た
こ
と
（
客
観
的
認
識
の
存
在
）、

し
か
も
、
そ
の
状
況
の
な
か
で
、
②
当
事
者
さ
え
も
、
何
か
が
お
か
し
い
と
感
じ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
グ
マ
を
押
さ
れ
続
け
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
憲
法
的
に
も
保
護
さ
れ
る
「
個
人
の
尊
厳
」
を
不
当
に
制
約
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
づ
ら
い
状
況
に
置
か
れ
続
け
た

こ
と
（
主
観
的
認
識
の
不
存
在
）
が
重
要
で
あ
る
（
な
お
、
本
意
見
書
は
、「
個
人
の
尊
厳
」
侵
害
の
始
ま
り
の
行
為
が
、
そ
の
後
、
徐
々

に
「
個
人
の
尊
厳
」
に
対
す
る
制
約
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
過
程
で
、
そ
の
間
に
な

お
も
当
事
者
が
「
不
良
」
認
定
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
指
摘
は
、
上
述
の
仙
台
地
裁
が
、
手
術
に
よ
っ
て
一

回
的
な
侵
襲
を
受
け
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
と
い
う
権
利
が
当
時
、
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ

と
と
は
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
注
意
し
た
い
）。

（
三
）
相
当
程
度
の
時
間
が
経
過
す
る
過
程
で
、
継
続
す
る
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が
、
徐
々
に
成
熟
を
迎
え
、
極
め
て
重
大
な
権
利
侵
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
、
客
観
的
に
十
分
認
識
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
権
利
救
済
を
求
め
る
こ
と
の
重
要
性

　

以
上
の
意
味
で
本
件
に
お
け
る
損
害
は
、
当
該
施
術
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
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間
の
経
過
後
、そ
れ
が
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
侵
害
が
、社
会
の
変
化
と
と
も
に
、徐
々
に
明
確
に
現
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
そ

れ
は
本
来
、
当
初
か
ら
そ
の
施
術
自
体
が
権
利
制
限
の
原
因
で
あ
る
こ
と
自
体
は
、
現
時
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
客
観
的
に
い
え
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
本
件
の
場
合
に
は
、
一
定
の
社
会
通
念
を
下
地
に
し
て
、
当
事
者
も
損
害
の
発
生
を
認
識
で
き
な

い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
害
者
は
、
近
年
に
お
い
て
、
被
害
の
本
質
と
な
る
人
格
権
制
限
や
、「
個
人
の
尊
厳
」
の
不
当
な
侵
害

の
大
き
さ
を
認
識
で
き
た
こ
と
で
、
現
時
点
で
権
利
救
済
の
裁
判
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
権
利
制
限
を
し
た
加
害
者
に
し
て
も
、
自
己
の
行
為
に
よ
り
生
じ
う
る
損
害
の
性
質
か
ら
し
て
、
相
当
程
度
の
期
間
が
経
過
し

た
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
者
が
登
場
し
、
損
害
賠
償
の
請
求
等
を
受
け
る
こ
と
を
、
た
ぶ
ん
に
予

期
す
べ
き
現
況
に
あ
る
の
だ
と
い
え
る
。

　

現
時
点
に
お
い
て
本
件
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、
ま
さ
に
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
固
有
に
生
じ
て
い
る
。
そ
し

て
本
事
件
の
主
要
な
問
題
は
、
被
害
者
側
が
そ
の
損
害
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
の
主
観
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
発
生
し
な
が

ら
、
最
近
ま
で
拡
大
し
て
存
在
し
続
け
て
き
た
権
利
侵
害
を
、
ど
の
よ
う
に
救
済
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

（
四
）
当
事
者
に
、
重
大
で
不
当
な
「
憲
法
上
の
権
利
」
侵
害
に
関
す
る
権
利
行
使
を
妨
げ
た
時
間
的
事
情
か
ら
考
え
ら
れ
る
具
体
的
損

害
の
発
生
時

　

以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
権
利
侵
害
を
時
間
の
経
過
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
を
め
ぐ
り
、
次
の
二
通

り
の
理
解
が
同
時
並
行
的
に
可
能
で
あ
る
。

　

  　

第
一
に
、
本
件
施
術
行
為
は
、
過
去
の
一
時
点
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
の
、
本
件
に
お
い
て
侵
害
を
受
け
た
権
利
・
自
由
は
、
上
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記
一
（
一
）、（
二
）
で
触
れ
た
諸
権
利
に
関
す
る
侵
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上
記
一
（
三
）、（
四
）
に
見
た
よ
う
に
、
施
術
後
も
長
年
に

わ
た
っ
て
不
当
な
制
約
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
。

　

  　

第
二
に
、
本
件
施
術
行
為
は
、
過
去
の
一
時
点
に
お
い
て
行
わ
れ
た
当
時
も
（
本
来
的
に
は
）
明
ら
か
に
憲
法
一
三
条
で
保
障
さ
れ

る
諸
権
利
を
制
限
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
施
術
当
時
に
お
い
て
は
、
上
記
一
（
一
）、（
二
）
で
触
れ
た
諸
権
利
に
関
す
る

制
約
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
不
当
な
制
約
で
あ
る
と
具
体
的
に
認
識
さ
れ
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の

後
の
時
の
経
過
に
お
い
て
上
記
一
（
一
）、（
二
）
の
よ
う
な
制
約
を
原
因
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
諸
権
利
に
対
す
る
重
大
性
が
徐
々

に
認
識
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
上
記
一
（
三
）、（
四
）
で
ふ
れ
た
権
利
制
約
が
近
年
に
な
っ
て
決
定
的
に
深
刻
化
し
、
当
事
者
自
身
も

ま
た
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
権
利
制
約
と
な
り
う
る
こ
と
を
ご
く
近
年
に
な
っ
て
深
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

　

以
上
の
よ
う
な
下
で
、
当
事
者
が
重
大
で
不
当
な
「
憲
法
上
の
権
利
」
侵
害
に
関
す
る
権
利
行
使
を
妨
げ
ら
れ
た
時
間
的
事
情
を
考
え

る
と
、（
本
件
原
審
判
決
の
認
定
事
実
な
ど
も
踏
ま
え
る
と
）
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。

　

ま
ず
、
本
法
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
平
成
八
年
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
廃
止
時
点
で
は
損
害
に
対
す
る
賠
償
や
補
償
に
つ
い
て
の
制
度
化

は
程
遠
い
状
況
に
あ
っ
た
。

　

し
か
も
、
そ
の
八
年
後
の
平
成
一
六
年
に
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
国
会
の
政
府
答
弁
で
、
政
府
側
か
ら
「
強
制
不
妊
の
対
象
と
な
っ

た
方
々
へ
の
補
償
を
受
け
る
権
利
と
い
う
も
の
を
認
め
る
新
た
な
立
法
措
置
を
取
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

る
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
当
時
の
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
が
、「
現
在
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
行
わ
れ
る
べ

き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
ご
意
見
が
か
な
り
あ
る
こ
と
も
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
私
も
そ
う
思
う
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
本
問
題
が
補
償
を
要
す
る
ほ
ど
ま
で
の
問
題
で
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
意
識
が
国
会
で
も
見
ら
れ
る
な
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か
で
、
政
府
の
主
要
閣
僚
が
本
施
術
行
為
の
問
題
を
述
べ
つ
つ
も
補
償
に
つ
い
て
の
具
体
的
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
会
あ
る
い

は
政
府
に
お
い
て
、
本
件
に
つ
い
て
一
定
の
賠
償
・
補
償
を
す
る
こ
と
が
必
須
で
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
疑
義
が

生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
仮
に
、
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
的
に
そ
の
よ
う
な
状

況
に
な
か
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
時
が
過
ぎ
、
平
成
三
〇
年
一
月
に
仙
台
地
裁
に
本
件
問
題
に
か
か
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
。
以
降
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
救

済
の
動
き
が
国
会
内
に
お
い
て
見
ら
れ
、
平
成
三
一
年
四
月
二
四
日
に
議
員
立
法
に
よ
る
一
時
金
給
付
法
の
成
立
を
み
た
。
こ
の
法
文
の

前
文
に
は
「
昭
和
二
三
年
制
定
の
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
旧
優
生
保
護
法
の
存
在
を
背
景
と
し
て
、
多
く
の
方
々
が
、
特

定
の
疾
病
や
障
害
を
有
す
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
平
成
八
年
に
旧
優
生
保
護
法
に
定
め
ら
れ
て
い
た
優
生
手
術
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
又
は
放
射
線
の
照
射
を
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て

き
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
真
摯
に
反
省
し
、
心
か
ら
深
く
お
わ
び
す
る
。」
と
あ
り
、「
平

成
八
年
に
旧
優
生
保
護
法
に
定
め
ら
れ
て
い
た
優
生
手
術
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術

又
は
放
射
線
の
照
射
を
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
」
た
こ
と
に
加
え
て
、「
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
」
こ
と
へ
の
お
わ
び
が

示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
給
付
額
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
措
く
と
し
て
も
、
平
成
八
年
の
法
改
正
前
に
は
優
生
施
術
が
実
施
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
加
え
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
当
事
者
が
「
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
こ
と
」
に
関
す
る
国
の
反
省
が
一
定
程
度

見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
時
間
経
過
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
平
成
三
一
年
の
一
時
金
給
付
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
は
、
国
会
で
本
件
問
題
に
関

す
る
具
体
的
権
利
侵
害
が
明
確
化
さ
れ
る
事
態
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
本
件
問
題
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行

使
す
る
機
会
を
持
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
さ
え
も
認
識
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
国
会
の
動
き
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な
ど
を
ふ
ま
え
、
当
事
者
た
ち
も
よ
う
や
く
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
ほ
ど
ま
で
の
重
大
な
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
確
信
を
持
て

る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
の
損
害
の
発
生
が
明
確
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
数
年
の
こ
と
で
あ
る
（
な
お
、

本
件
に
係
る
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
「
人
と
し
て
の
尊
厳
」
の
継
続
的
・
一
体
的
侵
害
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
件
同
様
の
問
題
が
争
わ

れ
た
事
件
に
対
す
る
仙
台
地
裁
判
決
の
評
釈
で
、
当
該
被
害
者
ら
に
よ
る
権
利
行
使
を
妨
げ
た
事
情
は
、
少
な
く
と
も
、
給
付
金
に
係
る

議
員
立
法
が
成
立
し
た
二
〇
一
九
年
四
月
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
評
価
す
る
、
小
山
・
前
掲
評
釈
一
九
頁
も
参
照
）。

三　

本
件
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
と
除
斥
期
間

　

本
件
は
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
本
件
訴
訟
で
は
、
十
分
に
憲
法
上
の
権
利
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
認
定
で
き
、
そ
の
点
、
本
件
原
審
判
決
も
一
定
程
度
認
め
る
。
し
か
し
、
国
家
賠
償
法
四
条
と
そ
れ
に
基
づ
く
民
法
七
二
四

条
の
除
斥
期
間
（
二
〇
年
）
の
規
定
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
件
で
主
張
さ
れ
る
損
害
を
裁
判
で
争
う
に
は
、
す
で
に
除
斥
期
間
を
過
ぎ
て
い

る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
憲
法
上
の
権
利
に
係
る
説
示
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
件
訴
訟
で
主
張
さ
れ

る
損
害
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
、
い
ま
だ
除
斥
期
間
を
過
ぎ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
平
成
一
六
年
判
決
の
理
解
に
基
づ
く
本
件
除
斥
期
間
の
理
解

　

本
件
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
開
始
時
期
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
除
斥
期
間
の
開
始
時
期
を
め
ぐ
る
重
要
判
例
で
あ
る
最
高
裁
平
成
一
六

年
判
決
（
最
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
民
集
五
八
巻
七
号
一
八
〇
二
頁
。
以
下
、
平
成
一
六
年
判
決
と
す
る
。）
の
趣
旨
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
六
年
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
除
斥
期
間
は
、「
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
二
十
年
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に

損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
時
が
そ
の
起
算
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
身
体
に
蓄
積
す
る
物

質
が
原
因
で
人
の
健
康
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
疾
病
に
よ
る
損
害
の

よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発

生
す
る
場
合
に
は
、
当
該
損
害
の
全
部
又
は
一
部
が
発
生
し
た
時
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
に
損
害
の
発
生
を
待
た
ず
に
除
斥
期
間
が
進
行
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
著
し
く
酷
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、加
害
者
と
し
て
も
、自
己
の
行
為
に
よ
り
生
じ
得
る
損
害
の
性
質
か
ら
み
て
、相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
し
、

被
害
者
か
ら
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
予
期
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。

　

こ
の
う
ち
、「
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害

が
発
生
す
る
場
合
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
件
で
は
次
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
。

　

本
件
施
術
行
為
に
よ
っ
て
発
生
す
る
損
害
は
、
①
上
述
の
不
当
な
身
体
侵
襲
、
②
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
の
侵
害
と
い
っ
た
視

点
か
ら
見
た
場
合
に
一
回
的
な
加
害
が
そ
れ
ら
の
権
利
を
侵
害
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
内
実
は
、
③
そ
の
後
の
将
来
に
わ
た
る

社
会
生
活
へ
の
侵
害
と
な
り
、
④
「
個
人
の
尊
厳
」
へ
の
制
約
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
時
間
的
継
続
性
の
あ
る
侵
害
と
な
る
こ
と
を
上
述

し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
①
〜
④
に
関
す
る
権
利
の
成
熟
度
は
、
法
制
定
時
、
施
術
時
の
社
会
通
念
を
経
て
現
代
に
い
た
る
ま
で
に
大

き
な
転
換
を
迎
え
て
お
り
、
具
体
的
に
発
生
す
る
損
害
は
、
よ
り
深
刻
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
で
は
、

社
会
や
国
会
に
お
け
る
本
件
問
題
に
関
す
る
権
利
侵
害
の
意
識
が
醸
成
さ
れ
る
の
が
遅
く
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
そ
う
し
た
深
刻
か
つ
本
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質
的
な
侵
害
に
つ
き
被
害
者
が
的
確
に
認
識
で
き
る
状
況
も
ま
た
遅
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
将
来
に
わ
た
る
人
格
権
侵
害
や
「
個
人
の
尊
厳
」

へ
の
侵
害
と
い
う
本
件
施
術
行
為
の
本
質
的
損
害
は
、
時
間
の
経
過
や
社
会
の
成
熟
に
よ
り
初
め
て
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
本

質
的
損
害
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
本
件
の
「
不
法
行
為
」
の
内
実
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
件
施

術
行
為
と
損
害
の
発
生
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
「
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
」
ケ
ー

ス
と
な
り
う
る
。

　

そ
こ
で
平
成
一
六
年
判
決
の
示
す
よ
う
に
「
当
該
損
害
の
全
部
又
は
一
部
が
発
生
し
た
時
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。」
と
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
本
件
施
術
行
為
時
に
は
、
当
事
者
が
訴
え
を
申
し
出
る
状
況
に
な
く
、
そ
う
し
た
事
情
が
な
く
な

り
当
該
損
害
の
全
部
又
は
一
部
が
発
生
し
た
の
は
、
国
会
が
明
示
的
に
本
件
問
題
に
つ
い
て
給
付
金
を
設
定
し
つ
つ
一
定
の
お
わ
び
を
し

た
平
成
三
一
年
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
平
成
一
六
年
の
国
会
で
、
国
会
議
員
か
ら
か
つ
て
の
優
生
手
術
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
き
問
わ
れ
た
政
府
は
、
こ
の
優
生
政
策
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
国
側

の
落
ち
度
に
基
づ
く
一
定
の
侵
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
一
定
程
度
明
確
化
さ
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
の
時
点
に
立
つ
に
し
て
も
、
本
件
訴
訟
に
お
け
る
請
求
は
、
現
時
点
で
除
斥
期
間
を
満
た
し
た
と
は
い
え
な
い
こ

と
と
な
る
。

（
二
）
本
件
原
審
判
決
に
よ
る
平
成
一
六
年
判
決
理
解
の
問
題
点

　

こ
の
点
、
本
件
原
審
判
決
は
、
平
成
一
六
年
判
決
の
示
し
た
除
斥
期
間
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
平
成

一
六
年
判
決
で
対
象
と
な
っ
た
損
害
と
本
件
問
題
で
生
じ
る
損
害
と
は
異
な
る
と
し
、
本
件
問
題
は
、
平
成
一
六
年
判
決
の
枠
組
み
の
射

程
外
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
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「
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
期
間
の
起
算
点
に
つ
き
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、

加
害
行
為
の
時
が
そ
の
起
算
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
告
が
援
用
す
る
最
高
裁
平
成
一
六
年
判
決
も
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
優
生
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
原
告
に
生
じ
た
上
記
『
人
生
被
害
』
は
、
身
体
的
な
損
害
は
も
と

よ
り
、精
神
的
な
損
害
も
含
め
て
、本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
て
い
る
も
の
、な
い
し
発
生
が
予
見
可
能
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
後
現
実
に
原
告
に
生
じ
た
身
体
的
、
精
神
的
損
害
は
、
加
害
行
為
た
る
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
の
程
度
を
評
価
す
る

上
で
斟
酌
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新
た
な
損
害
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、

本
件
優
生
手
術
に
よ
る
原
告
の
損
害
は
、
最
高
裁
平
成
一
六
年
判
決
が
例
示
す
る
『
身
体
に
蓄
積
し
た
場
合
に
人
の
健
康
を
害
す
る
こ

と
と
な
る
物
質
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害
』
と
そ
の
性
質
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で

あ
る
」。

　

し
か
し
、
以
上
の
本
件
原
審
判
決
は
、
平
成
一
六
年
判
決
の
理
解
に
つ
い
て
次
の
問
題
が
あ
る
。

①　

  

本
件
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
る
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
、「
身
体
的
な
損
害
は
も
と
よ
り
、
精
神
的
な
損
害
も
含
め
て
、
本
件
優
生

手
術
時
に
発
生
し
て
い
る
も
の
、
な
い
し
発
生
が
予
見
可
能
な
も
の
」
で
あ
り
「
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新

た
な
損
害
と
は
い
え
な
い
」
と
す
る
こ
と
。

②　

  

平
成
一
六
年
判
決
は
「
身
体
に
蓄
積
す
る
物
質
が
原
因
で
人
の
健
康
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間
が
経
過

し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
疾
病
に
よ
る
損
害
の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し

て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
当
該
損
害
の
全
部
又
は
一
部
が
発
生
し
た
時
が
除
斥
期
間
の
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起
算
点
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
す
る
の
に
対
し
て
、本
件
原
審
判
決
は
「
本
件
優
生
手
術
に
よ
る
原
告
の
損
害
は
、

最
高
裁
平
成
一
六
年
判
決
が
例
示
す
る
『
身
体
に
蓄
積
し
た
場
合
に
人
の
健
康
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
物
質
に
よ
る
損
害
や
、
一
定

の
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害
』
と
そ
の
性
質
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
。

　

先
に
②
に
つ
い
て
、
本
件
原
審
判
決
は
、
そ
の
性
質
を
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
解
は
了
解
で
き
な
い
。
本
件
原
審

判
決
は
、
例
示
と
し
て
の
「
健
康
被
害
」
を
本
件
の
被
害
と
の
性
質
と
を
異
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
一
六
年
判
決
は
、
例
示

と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
は
「
健
康
被
害
」
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
般
的
に
「
不
法
行
為
に
よ
り
発
生

す
る
損
害
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
平
成
一
六
年
判
決
は
、
単
に
「
蓄
積
進
行
性
又
は
遅
発
性
の
健
康
被
害
」
の
み
を
射
程
と
す
る

の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
遅
発
性
の
精
神
的
被
害
も
射
程
と
な
る
可
能
性
は
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
①
に
つ
い
て
、
本
件
原
審
判
決
は
、「
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新
た
な
損
害
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
が
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
で
侵
害
さ
れ
る
「
憲
法
上
の
権
利
」
は
単
に
優
生
手
術
の
時
「
点
」
に
よ
っ
て
侵
害
が
生
じ
る
と
み
る
の

で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
憲
法
上
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
蓄
積
、
社
会
の
成
熟
に
よ
り
、
初
め
て
そ
の
違
憲
性
・
違
法
性

が
顕
在
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
点
、
平
成
一
六
年
判
決
に
お
け
る
「
じ
ん
肺
」
に
つ
い
て
は
、
鉱
物
性
の
ほ
こ
り
（
無
機
粉
じ
ん
）
が
体
に
と
っ
て
有
害
で
あ
っ

た
こ
と
は
、か
つ
て
そ
の
科
学
的
根
拠
や
議
論
が
十
分
で
な
か
っ
た
だ
け
で
、当
初
か
ら
体
に
沈
着
す
れ
ば
有
害
と
な
る
は
ず
で
あ
る
（
当

初
、
人
体
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
は
ず
が
、
人
体
の
ほ
う
に
変
化
が
あ
っ
て
塵
が
有
害
化
し
た
の
で
は
な
い
）。
し
か
し
、
人
体
へ
の
影

響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な
か
で
、
そ
の
沈
着
が
、
科
学
の
発
展
や
学
説
の
蓄
積
に
よ
り
「
病
気
」
と
な
る
と
い
う
認
識
を
持
た
れ
、

対
策
の
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

本
件
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
け
る
優
生
手
術
は
、
当
初
か
ら
「
個
人
の
尊
厳
」
の
維
持
の
観
点
か
ら
す
れ
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ば
有
害
で
あ
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
学
説
や
社
会
状
況
で
は
、
そ
の
問
題
性
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
優
生
手
術
と
そ
れ
に
よ
る
精
神
的
被
害
が
、
当
該
者
の
社
会
生
活
の
な
か
で
沈
着
し
、
後
に
社
会
科
学
の
発
展
や
人
々
の
意
識

の
変
化
に
よ
り
こ
う
し
た
手
術
が
問
題
行
為
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
対
策
を
進
め
て
い
く
結
果
に
な
っ
た
。

　

そ
う
な
る
と
、
本
件
原
審
判
決
は
、
本
件
に
つ
い
て
「
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新
た
な
損
害
と
は
い
え
な
い
」

と
す
る
も
の
の
、
じ
ん
肺
被
害
（
平
成
一
六
年
判
決
）
に
つ
い
て
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
塵
が
体
に
入
り
沈
着
し
た
時
点
で
、
す
で
に
病

気
の
発
生
が
生
じ
る
可
能
性
が
生
物
学
的
に
は
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、（
塵
が
体
に
入
っ
た
）「
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新
た

な
損
害
と
は
い
え
な
い
」
の
で
は
な
い
か
。
と
な
れ
ば
、「
本
件
優
生
手
術
時
に
発
生
し
た
損
害
と
別
個
の
新
た
な
損
害
と
は
い
え
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
切
り
口
と
し
た
平
成
一
六
年
判
決
と
の
切
り
分
け
も
理
由
が
立
た
な
く
な
る
。

（
三
）
権
利
救
済
の
視
点
か
ら
見
た
「
除
斥
期
間
」
理
解
の
意
義

　

平
成
一
六
年
判
決
は
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
同
事
件
に
お
け
る
そ
れ
は
、
加
害
行
為
時
で
は
な
く
、「
加
害
行
為
が
終
了

し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
」
と
観
念
し
て
被
害
者
の
救
済
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

加
害
行
為
時
説
と
損
害
発
生
時
説
の
対
立
は
長
年
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
一
六
年
判
決
を
め
ぐ
る
調
査
官
解
説
は
、「
上
記

両
説
は
…
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
決
め
手
に
な
る
も
の
は
な
く
、
究
極
的
に
は
、
加
害
行
為
時
説
で
は
救
済
で
き
な
い
被
害
者

保
護
の
要
請
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
価
値
判
断
に
尽
き
る
問
題
」（
宮
坂
昌
利
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
六
年
度

三
二
五
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
「
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
加
害
行
為
時
説
を
一
応
の
原
則
と
し
つ
つ
…
加
害
行
為
時

と
損
害
発
生
時
と
の
間
に
時
間
的
間
隔
が
生
ず
る
よ
う
な
一
定
の
不
法
行
為
類
型
に
つ
い
て
、
被
害
者
保
護
の
要
請
を
重
視
し
、
損
害
の

発
生
時
を
起
算
点
と
す
る
見
解
を
と
る
も
の
は
多
数
に
上
り
、
こ
れ
が
近
時
の
多
数
説
と
さ
れ
て
い
る
」（
同
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
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同
解
説
は
、
平
成
一
六
年
判
決
の
射
程
や
課
題
と
し
て
、「
蓄
積
進
行
性
又
は
遅
発
性
の
健
康
被
害
の
よ
う
な
場
合
以
外
で
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
が
本
判
決
の
射
程
内
と
み
ら
れ
る
か
な
ど
の
点
は
、今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」（
同
三
二
七
頁
）

と
締
め
く
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
損
害
発
生
時
が
起
算
点
と
さ
れ
る
実
質
的
理
由
は
被
害
者
保
護
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
に
沿
っ

た
解
釈
が
近
時
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
平
成
一
六
年
判
決
の
射
程
を
め
ぐ
っ
て
は
、
被
害
者
救
済
を
前
提
と
す
る
様
々
な
適
用

可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、こ
の
よ
う
な
被
害
者
保
護
の
要
請
を
踏
ま
え
れ
ば
な
お
、前
述
の
と
お
り
、本
件
施
術
行
為
の
本
質
的
な
損
害
で
あ
る
「
個

人
の
尊
厳
」
に
対
す
る
侵
害
が
、
時
間
の
経
過
や
社
会
の
成
熟
に
よ
り
顕
在
化
し
た
時
点
を
も
っ
て
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
合
理
的
な
時
点
と
し
て
国
会
が
明
示
的
に
本
件
問
題
に
つ
い
て
給
付
金
を
設
定
し
つ
つ
一
定
の
お
わ
び
を

し
た
平
成
三
一
年
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
原
審
判
決
は
、
そ
う
し
た
調
査
官
解
説
の
趣
旨
か
ら
あ
え
て
離
脱
す
る
形
式
的

解
釈
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
項
で
は
、
そ
の
よ
う
な
形
式
的
解
釈
が
、
法
の
正
義
の
確
保
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味

を
持
つ
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
件
原
審
判
決
へ
の
疑
問
を
付
言
し
て
お
く
。

四　

除
斥
期
間
の
不
適
用
――
本
件
の
除
斥
期
間
の
開
始
を
、
仮
に
本
件
施
術
時
（
昭
和
三
二
年
）
に
設
定
し
た
場

合
の
問
題
と
「
正
義
・
公
平
の
理
念
」
へ
の
抵
触

　

除
斥
期
間
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
判
決
（
最
判
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
民
集
五
二
巻
四
号
一
〇
八
七
頁
）
や
最
高
裁
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平
成
二
一
年
判
決
（
最
判
平
成
二
一
年
四
月
二
八
日
民
集
六
三
巻
四
号
八
五
三
頁
）
が
、著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
場
合
に
は
、

条
理
上
そ
の
効
果
を
制
限
す
る
べ
き
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
件
原
審
判
決
は
、
こ
れ
ら
諸
判
決
に
つ
き
「
一
般
法
理
を
導

出
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
点
に
つ
き
、「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
場
合
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
一
般
法
理
と
し
て
除
斥
期
間
の
停
止
を
読

み
こ
め
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
が
批
判
の
対
象
に
は
な
る
と
し
て
も
、
ひ
と
ま
ず
首
肯
す
る
と
し
よ

う
。
も
っ
と
も
、
本
件
原
審
判
決
は
、
続
け
て
「
本
件
に
つ
い
て
も
、
事
案
に
則
し
た
検
討
を
必
要
す
る
も
の
と
は
い
え
る
」
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
が
生
じ
な
い
と
判
断
し
得
る
前
提
と
し
て
・
・
・
事
案
に
則
し
た
場
合
設
定
を
行
っ
て
」（
原

審
）
本
件
を
検
討
し
た
場
合
で
も
、
十
分
に
こ
こ
に
い
う
「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
場
合
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、
前
述
の
仙
台
地
裁
判
決
で
も
除
斥
期
間
の
適
用
を
認
め
た
こ
と
に
関
連
し
て
国
家
賠
償
法
の
専
門
家
か
ら
も

「
仮
に
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
…
や
最
判
平
成
二
一
・
四
・
二
八
…
の
射
程
が
短
く
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
…
本
件
は
ま
さ

に
最
高
裁
判
例
に
よ
り
正
義
・
公
平
の
理
念
か
ら
二
〇
年
期
間
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
場
合
に
当
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
」（
西
埜
章
『
国

家
賠
償
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
第
三
版
）』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
三
九
七
頁
）
と
の
評
価
を
受
け
て
い
る
）。

　

本
件
原
審
判
決
は
、
除
斥
期
間
の
開
始
日
を
、
繰
り
返
し
「
本
件
優
生
手
術
時
」
と
し
て
い
る
。
仮
に
そ
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、

本
件
の
除
斥
期
間
の
満
了
時
は
当
該
手
術
時
で
あ
る
昭
和
三
二
年
の
二
〇
年
後
で
あ
る
昭
和
五
二
年
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、

当
該
法
律
の
廃
止
さ
え
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、
優
生
手
術
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
権
利
と
し
て
の
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
時
期
ま
で
に
十
分
成
熟
し
た
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
さ
え
怪
し

い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
本
件
と
同
類
の
訴
訟
に
関
す
る
上
述
の
仙
台
地
裁
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
を
侵
害
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
そ
の
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

権
を
行
使
す
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
性
が
極
め
て
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」。

　

  　
「
本
件
優
生
手
術
は
、
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
優
生
思
想
に
よ
り
、
旧
優
生
保
護

法
と
い
う
法
の
名
の
下
で
全
国
的
に
広
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
旧
優
生
保
護
法
と
い
う
法
の
存
在
自
体
が
、
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
機
会
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
旧
優
生
保

護
法
は
、
優
生
思
想
に
基
づ
く
部
分
が
障
が
い
者
に
対
す
る
差
別
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
平
成
八
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
、
長
年
に
わ

た
り
存
続
し
た
た
め
、
同
法
が
広
く
押
し
進
め
た
優
生
思
想
は
、
我
が
国
に
お
い
て
社
会
に
根
強
く
残
っ
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
か
も
・
・
・
い
わ
ゆ
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
と
い
う
概
念
は
、
性
と
生
殖
に
関
す
る
権
利
を
い
う
も
の
と
し
て
国
際
的
に

は
広
く
普
及
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
我
が
国
に
お
い
て
は
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
を
め
ぐ
る
法
的
議
論
の
蓄
積
が
少
な
く
、
本
件
規
定

及
び
本
件
立
法
不
作
為
に
つ
き
憲
法
違
反
の
問
題
が
生
ず
る
と
の
司
法
判
断
が
今
ま
で
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」。

「
現
に
、
本
件
優
生
手
術
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
は
、
本
件
が
全
国
で
初
め
て
の
も
の
で
あ
り
、
旧
優
生
保
護
法
が

平
成
八
年
に
改
正
さ
れ
て
か
ら
既
に
二
〇
年
以
上
も
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」。

　

  　
「
こ
れ
ら
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
本
件
優
生
手
術
を
受
け
た
者
が
、
本
件
優
生
手
術
の
時
か
ら
二
〇
年
経
過
す
る
前
に
リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」。

　

  　
「
し
た
が
っ
て
、
本
件
優
生
手
術
を
受
け
た
者
が
除
斥
期
間
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
上
記
の
特
別
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保

す
る
た
め
に
所
要
の
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。
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こ
の
説
示
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
も
昭
和
五
二
年
に
除
斥
期
間
の
満
了
を
迎
え
る
も
の
の
、
①
昭
和
三
二
年
か
ら
昭
和
五
二
年
に
か
け
て
、

本
件
で
問
題
と
な
る
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
全
く
成
熟
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
間
、「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権

侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
」
と
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
仙
台
地
裁
判
決
に

よ
れ
ば
、
昭
和
五
二
年
以
降
に
当
該
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
特
別
の
事
情
の
下
に
お
い
て
」、「
そ
の
権
利
行
使
の

機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
所
要
の
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
本
件
に
お
い
て
も
、
②
昭
和
五
二
年
以
降
、
当
該
権
利
が
ど
ん
な
に
「
個
人
の
尊
厳
」
の
保
障
そ
の

他
の
人
権
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
制
約
が
ど
ん
な
に
重
大
な
侵
害
で
あ
る
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
も
、
そ
の
た
め
の
特
別
立
法
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
一
切
こ
の
問
題
を
訴
え
る
手
法
が
な
か
っ
た
状
態
が
続
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
以
上
の
①
、
②
の
状
態
は
、
ま
さ
に
「
著
し
い
正
義
・
公
平
の
理
念
」
に
反
す
る
事
態
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　

除
斥
期
間
の
停
止
に
関
連
し
て
、
予
防
接
種
禍
を
め
ぐ
る
最
高
裁
平
成
一
〇
年
判
決
（
最
判
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
民
集
五
二
巻
四

号
一
〇
八
七
頁
）
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

  　
「
心
身
喪
失
の
常
況
が
当
該
不
法
行
為
に
起
因
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
は
、
お
よ
そ
権
利
行
使
が
不
可
能
で
あ
る
の
に
、

単
に
二
〇
年
が
経
過
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
一
切
の
権
利
行
使
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
反
面
、
心
身
喪
失
の
原
因
を
与

え
た
加
害
者
は
、
二
〇
年
の
経
過
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
る
結
果
と
な
り
、
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
右
の
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
被
害
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
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前
記
時
効
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
民
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
を
制
限
す
る
こ
と
は
条
理
に
も
か
な
う
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」。

　

こ
れ
を
本
件
に
引
き
写
す
な
ら
ば
、（
優
生
手
術
に
よ
る
）
身
体
的
・
精
神
的
苦
痛
の
常
況
が
当
該
不
法
行
為
に
起
因
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
被
害
者
は
、
お
よ
そ
権
利
行
使
が
不
可
能
で
あ
る
の
に
、
単
に
二
〇
年
が
経
過
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
一
切
の
権
利
行

使
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
反
面
、
当
該
苦
痛
の
原
因
を
与
え
た
加
害
者
は
、
二
〇
年
の
経
過
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
る
結

果
と
な
り
、
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
本
件
原
審
判
決
は
、
本
件
に
つ
い
て
「
優
生
手
術
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
被
害
自
体
は
、
優
生
手
術
を
受
け
た
こ
と
の
認
識
さ

え
あ
れ
ば
了
解
可
能
」
で
あ
る
と
し
、「
現
に
原
告
は
、
優
生
保
護
法
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
な
い
ま
ま
、
本
件
優
生
手
術
に

よ
る
身
体
的
、
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
続
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
昭
和
三
二
年
か
ら
昭
和
五
二
年
に
つ

い
て
特
に
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
生
じ
る
被
害
は
、
優
生
手
術
を
受
け
た
こ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
の
み
だ
け
で
了
解
で
き
る

も
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
本
件
に
係
る
憲
法
上
の
権
利
が
単
に
一
回
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
侵
害
を
受

け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
人
が
身
体
的
、
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
続
け
て
い
た
こ
と
自
体
だ
け
で
「
権
利
行
使
」
が
で

き
た
と
も
到
底
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
自
体
が
強
い
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
社
会
か
ら
、
当
事
者
で
さ
え
も

す
ぐ
に
は
わ
か
り
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
件
は
、
権
利
の
重
層
性
、
成
熟
度
が
関
わ
る
な
か
で
生
じ
た
本
件
固
有
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
原

審
判
決
は
、
権
利
の
形
式
的
理
解
を
前
提
に
、
除
斥
期
間
を
め
ぐ
る
問
題
も
ま
た
形
式
的
に
理
解
し
て
議
論
を
運
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
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五　

憲
法
一
七
条
と
除
斥
期
間
――
判
例
に
基
づ
く
解
釈
の
帰
結

　

す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
件
は
、
あ
る
意
味
非
常
に
例
外
的
な
場
合
に
お
け
る
権
利
救
済
に
係
る
訴
訟
で
あ
る
。
そ

う
し
た
「
例
外
的
な
場
合
」
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
不
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
や
民
法
の
上
位
規
範
で
あ
る
憲
法
一
七
条
を
め

ぐ
る
判
例
法
理
か
ら
も
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

郵
便
法
を
め
ぐ
る
最
高
裁
大
法
廷
平
成
一
四
年
判
決
（
最
大
判
平
成
一
四
年
九
月
一
一
日
民
集
五
六
巻
七
号
一
四
三
九
頁
）
で
最
高
裁

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

  　

憲
法
一
七
条
の
「
保
障
す
る
国
又
は
公
共
団
体
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
る
具
体
化
を
予
定
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
公
務
員
の
行
為
が
権
力
的
な
作
用
に
属
す
る
も
の
か
ら
非
権
力
的
な
作
用
に
属
す
る
も
の
に
ま
で
及
び
、
公
務
員
の

行
為
の
国
民
へ
の
か
か
わ
り
方
に
は
種
々
多
様
な
も
の
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
国
又
は
公
共
団
体
が
公
務
員
の
行
為
に
よ
る
不
法
行

為
責
任
を
負
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
上
、
公
務
員
の
ど
の
よ
う
な
行
為
に
よ
り
い
か
な
る
要
件
で
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
か
を
立
法
府

の
政
策
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
府
に
無
制
限
の
裁
量
権
を
付
与
す
る
と
い
っ
た
法
律
に
対
す
る
白
紙
委
任
を
認
め
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。」

　

国
家
賠
償
法
四
条
は「
国
又
は
公
共
団
体
の
損
害
賠
償
の
責
任
に
つ
い
て
は
、前
三
条
の
規
定
に
よ
る
の
外
、民
法
の
規
定
に
よ
る
。」と
、

同
五
条
は
「
国
又
は
公
共
団
体
の
損
害
賠
償
の
責
任
に
つ
い
て
民
法
以
外
の
他
の
法
律
に
別
段
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
。
そ
こ
で
同
四
条
に
よ
り
民
法
の
除
斥
期
間
が
形
式
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
も
ま
た
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憲
法
一
七
条
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
制
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
賠
償
法
四
条
で
明
示
さ
れ
る
民
法
の
場

合
も
、
同
五
条
で
明
示
さ
れ
る
「
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
」
場
合
で
も
、
憲
法
に
照
ら
し
て
考
え
る
限
り
で
は
同
様
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
上
記
最
高
裁
大
法
廷
平
成
一
四
年
判
決
は
、
郵
便
法
の
規
定
の
法
令
審
査
に
係
る
説
示
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　

  　
「
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
る
国
又
は
公
共
団
体
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
し
、
又
は
制
限
す
る
法
律
の
規
定
が
同
条
に
適
合
す
る

も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
行
為
の
態
様
、
こ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
法
的
利
益
の
種
類
及
び
侵
害

の
程
度
、
免
責
又
は
責
任
制
限
の
範
囲
及
び
程
度
等
に
応
じ
、
当
該
規
定
の
目
的
の
正
当
性
並
び
に
そ
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
免

責
又
は
責
任
制
限
を
認
め
る
こ
と
の
合
理
性
及
び
必
要
性
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」。

　

他
方
で
、
同
判
決
が
、
書
留
郵
便
物
に
つ
い
て
の
郵
便
業
務
従
事
者
の
「
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
」
に
基
づ
く
損
害

に
つ
い
て
免
責
や
責
任
制
限
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　

  　
「
…
記
録
を
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
書
留
郵
便
物
に
つ
い
て
、
郵
便
業
務
従
事
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
法
行

為
に
基
づ
き
損
害
が
生
ず
る
よ
う
な
こ
と
は
、
通
常
の
職
務
規
範
に
従
っ
て
業
務
執
行
が
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ご
く
例
外
的
な
場
合
に

と
ど
ま
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
書
留
の
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
著
し
く
損
な
う
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
ま
で
国
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
し
、
又
は
制
限
し
な
け
れ
ば
法
一
条
に
定
め
る
目
的

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
郵
便
業
務
従
事
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
ま
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で
免
責
又
は
責
任
制
限
を
認
め
る
規
定
に
合
理
性
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
」。

　

一
般
論
で
い
え
ば
、
あ
る
憲
法
上
の
権
利
に
明
ら
か
に
抵
触
す
る
事
態
に
つ
い
て
そ
の
運
用
を
続
け
て
き
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
は
憲
法
上
の
明
ら
か
な
問
題
が
生
じ
始
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
謝
罪
や

一
定
の
賠
償
・
補
償
も
な
い
ま
ま
の
事
態
が
続
い
た
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
公
権
力
の
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
と
し
て
認
定
し

う
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
く
損
害
が
生
ず
れ
ば
、
郵
便
法
判
決
の
説
示
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
通
常
の
公
権
力
の
職
務
規
範
に
従
っ

て
業
務
執
行
が
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ご
く
例
外
的
な
場
合
に
と
ど
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
れ
ば
、
国
の

人
権
保
障
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
ま
で
国
の

損
害
賠
償
責
任
に
係
る
除
斥
期
間
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
憲
法
一
七
条
や
国
家
賠
償
法
に
定
め
る
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
国
家
賠
償
法
四
条
で
言
及
さ
れ
る
民
法
の
諸
規
定
の
う
ち
、
民
法
七
二
四
条
に
定
め
る
除
斥
期
間
を
理
解
す
る
場

合
、「
例
外
的
な
場
合
」
を
含
ま
な
い
不
法
行
為
の
除
斥
期
間
の
こ
と
を
い
う
と
捉
え
る
こ
と
が
、憲
法
一
七
条
に
適
合
す
る
解
釈
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
、
国
家
賠
償
法
四
条
に
お
い
て
一
般
的
に
民
法
の
規
定
の
適
用
が
示
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
民
法
七
二
四
条
の
除

斥
期
間
の
規
定
の
適
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
郵
便
法
判
決
の
上
記
総
合
的
考
慮
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
結
果
、
憲
法
一
七

条
に
適
合
的
で
あ
る
と
の
結
論
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

そ
こ
で
本
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
人
々
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
な
ど
に
関
わ
る
一
方
的
な
身
体
へ
の

侵
襲
行
為
や
そ
れ
に
伴
っ
て
精
神
的
苦
痛
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
、
さ
ら
に
は
「
個
人
の
尊
厳
」
を
傷
つ
け
る
行
為
は
、
大
き
な
人
権
制
約

に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
損
害
が
生
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
通

常
の
職
務
規
範
に
従
っ
て
業
務
執
行
が
な
さ
れ
る
限
り
、
ご
く
例
外
的
な
場
合
に
留
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
件
で
は
、
①
昭
和
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三
二
年
時
点
に
お
い
て
、
当
時
の
社
会
通
念
か
ら
し
て
そ
れ
が
た
だ
ち
に
違
憲
な
措
置
で
あ
る
と
い
う
予
見
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
他
人
の
身
体
侵
襲
を
行
う
こ
と
及
び
こ
れ
を
正
当
化
す
る
合
理
的
理
由
が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
見
逃
せ
な
い
よ
う
な

（
法
の
運
用
に
係
る
）
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
法
を
廃
止
す
る
以
前
、
あ
る
い
は
廃
止
以
降
も
、
こ
の
問
題

が
重
大
な
権
利
侵
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
手
当
を
す
べ
き
と
い
う
こ
と
が
通
常
求
め
ら
れ

る
も
の
の
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
時
点
で
も
ま
た
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
。
③
こ
れ
ら
重
大
な
過
失
が
よ
う
や
く
減
少
す
る
の
は
、
平

成
三
一
年
に
国
会
が
お
わ
び
の
意
向
を
示
し
て
一
定
の
給
付
金
を
示
し
た
時
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
人
権
侵
害
は
、
本
来
、
国
会
あ
る
い
は
行
政
が
正
常
に
動
い
て
い
た
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
は
ず
だ
が
、
本
問

題
が
抱
え
る
権
利
の
重
層
性
や
成
熟
度
に
関
す
る
認
識
や
、
社
会
に
お
け
る
意
識
の
醸
成
の
度
合
い
な
ど
を
考
え
た
場
合
に
ご
く
ま
れ
に

生
じ
た
「
例
外
的
な
場
合
」
に
あ
た
る
。

　

そ
こ
で
、
①
本
件
に
お
い
て
国
賠
法
四
条
に
基
づ
い
て
民
法
七
二
四
条
の
規
定
を
文
字
通
り
に
広
範
に
解
釈
す
る
限
り
に
お
い
て
憲
法

一
七
条
に
違
反
す
る
、
あ
る
い
は
、
②
本
件
に
お
け
る
人
権
侵
害
の
行
為
は
、
憲
法
一
七
条
を
め
ぐ
る
上
記
判
例
法
理
の
下
で
は
「
例
外

的
な
場
合
」
に
該
当
し
、
憲
法
一
七
条
の
下
で
の
国
家
賠
償
法
四
条
、
民
法
七
二
四
条
の
合
理
的
解
釈
の
下
で
は
、
同
規
定
の
定
め
る
除

斥
期
間
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

六　

立
法
不
作
為
に
関
す
る
問
題

（
一
）「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」（
憲
法
三
二
条
）
の
侵
害
と
立
法
不
作
為

　

本
件
原
審
判
決
は
、「
三　

争
点
二
（
原
告
に
対
す
る
救
済
措
置
な
い
し
立
法
を
し
な
い
こ
と
の
違
法
性
）
に
つ
い
て
」
と
す
る
タ
イ
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ト
ル
の
下
、「（
一
）
厚
生
労
働
大
臣
の
不
作
為
の
違
法
性
の
有
無
に
つ
い
て
」
と
「（
二
）
国
会
議
員
の
立
法
不
作
為
の
違
法
性
の
有
無

に
つ
い
て
」、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
は
国
会
議
員
の
立
法
不
作
為
に
か
か
る
点
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を

し
て
お
き
た
い
。

　

本
件
で
被
害
者
（
原
告
）
側
は
、（
本
件
原
審
判
決
の
記
述
に
よ
れ
ば
）「
原
告
を
含
む
優
生
手
術
の
被
害
者
は
、
そ
の
被
害
が
極
め
て

深
刻
か
つ
重
大
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
被
害
態
様
か
ら
被
害
を
訴
え
る
こ
と
が
難
し
く
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
優
生
政
策
に
一
個
人
が

被
害
回
復
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
被
害
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
鑑
み
れ
ば
、
原
告
を
含
め
た
優
生
手
術
の
被
害

者
に
つ
い
て
国
会
が
特
別
立
法
を
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
立
法
裁
量
は
極
め
て
縮
減
さ
れ
、
当
該
特
別
立
法
を
す
る
こ
と
は
必
要
不
可

欠
で
あ
る
」
と
訴
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
件
原
審
判
決
は
、「
平
成
八
年
改
正
時
点
で
、
国
会
議
員
が
、
優
生
保
護
法
の
優
生
条

項
に
人
権
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
時
点
で
は
既
に
障
害
の
有
無
に
よ
り
人
を
差
別

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
識
は
国
内
に
浸
透
し
て
い
た
と
い
え
、
同
法
の
優
生
条
項
の
削
除
の
他
に
、
更
に
同
法
に
基
づ
く
優

生
手
術
を
受
け
た
者
に
補
償
そ
の
他
の
被
害
回
復
措
置
を
と
る
立
法
に
つ
い
て
、
国
会
の
広
範
な
立
法
裁
量
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
そ
の

裁
量
の
余
地
な
く
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

被
害
者
側
は
、「
原
告
を
含
む
優
生
手
術
の
被
害
者
は
、
そ
の
被
害
が
極
め
て
深
刻
か
つ
重
大
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
被
害
態
様
か
ら

被
害
を
訴
え
る
こ
と
が
難
し
」
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
求
め
て
い
る
「
特
別
立
法
」
と
は
、
被
害
者
の
憲
法
上
の
権
利
に
対
す

る
重
大
か
つ
不
当
な
侵
害
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
権
利
救
済
を
確
保
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
本
件
に
係

る
国
家
補
償
制
度
の
構
築
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
な
権
利
救
済
を
求
め
る
権
利
と
し
て
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」（
憲
法
三
二
条
）
の

喪
失
に
か
か
る
制
度
構
築
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
本
件
原
審
判
決
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
平
成
八
年
改
正
時
点
で
、
国
会
議
員
が
、
優
生
保
護
法
の
優
生
条
項
に
人
権
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上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
時
点
で
は
既
に
障
害
の
有
無
に
よ
り
人
を
差
別
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
識
は
国
内
に
浸
透
し
て
い
た
」
と
い
う
認
識
を
自
ら
抱
く
。
そ
う
な
る
と
本
件
原
告
が
昭
和
三
二
年
に
優
生
手

術
を
受
け
た
後
の
二
〇
年
間
以
上
を
経
た
平
成
八
年
時
点
で
は
、
原
告
を
含
む
人
々
が
優
生
手
術
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
憲
法
上
の
権
利
は

極
め
て
深
刻
な
侵
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
法
改
正
の
行
わ
れ
た

平
成
八
年
改
正
以
降
、
重
大
な
権
利
侵
害
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
除
斥
期
間
の
発
生
が
す
で
に

生
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
被
害
者
自
身
の
考
え
る
（
憲
法
上
の
人
権
侵
害
に
関
す
る
救
済
を
含
む
）
法
律
上
の
利
益
に
関
す
る
「
裁
判
を

受
け
る
権
利
」
が
奪
わ
れ
て
い
る
事
態
が
、
そ
の
後
も
長
く
続
い
た
こ
と
に
な
る
（
こ
の
点
、
こ
こ
に
い
う
「
法
律
上
の
利
益
」
と
は
除

斥
期
間
を
考
慮
済
み
の
利
益
で
あ
る
と
す
る
反
論
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
と
り
わ
け
行
政
裁
判
に
お
い
て
、
行
政
事
件
訴
訟

法
の
訴
訟
類
型
や
出
訴
要
件
等
の
規
定
お
よ
び
運
用
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
実
効
的
な
救
済
が
妨
げ
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
」、憲
法
三
二
条
「
違
反
の
問
題
が
生
じ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法
（
三
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
二
〇
年
）
三
〇
七
頁
（
宍
戸
常
寿
執
筆
）
と
あ
る
よ
う
に
、
行
政
裁
判
で
な
く
と
も
「
国
民
の
権
利
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
実
効
的

な
救
済
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
」
に
つ
い
て
憲
法
三
二
条
違
反
を
観
念
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

　

そ
う
な
る
と
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
所
も
認
め
る
重
大
な
権
利
侵
害
や
不
合
理
な
差
別
の
解
消
に
係
る
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
行
使

で
き
な
い
こ
と
の
違
憲
性
、
ま
た
、
そ
れ
を
解
消
し
な
い
立
法
不
作
為
の
違
憲
性
、
違
法
性
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

同
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
を
受
け
た
者
に
補
償
そ
の
他
の
被
害
回
復
措
置
を
と
る
た
め
の
憲
法
上
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
回
復
す

る
立
法
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
広
範
な
立
法
裁
量
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
そ
の
裁
量
の
余
地
な
く
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
明

白
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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（
二
）
仙
台
地
裁
判
決
と
の
異
同

　

以
上
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
本
件
と
同
様
に
（
旧
）
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
の
違
憲
性
、
違
法
性
を
争
う
な
か
で
「
リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
の
立
法
措
置
の
必
要
不
可
欠
性
」
の
如
何
が
主
た
る
争
点
と
な
っ
た

上
述
仙
台
地
裁
の
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
仙
台
地
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　

  　
「
こ
れ
ら
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
本
件
優
生
手
術
を
受
け
た
者
が
、
本
件
優
生
手
術
の
時
か
ら
二
〇
年
経
過
す
る
前
に
リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」。

　

  　
「
本
件
優
生
手
術
を
受
け
た
者
が
除
斥
期
間
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
上
記
の
特
別
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
所

要
の
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

　

  　
「
も
っ
と
も
、
上
記
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
所
要
の
立
法
措
置
を
執
る
場
合
に
お
い
て
、
い
か
な
る
要
件
で
い
か
な

る
額
を
賠
償
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
及
び
憲
法
一
七
条
の
法
意
か
ら
憲
法
上
一
義
的
に
定
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
憲
法
秩
序
の
下
に
お
け
る
司
法
権
と
立
法
権
と
の
関
係
に
照
ら
す
と
、
そ
の
具
体
的
な
賠
償
制
度
の
構
築
は
、
第
一
次

的
に
は
国
会
の
合
理
的
な
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
は

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
を
め
ぐ
る
法
的
議
論
の
蓄
積
が
少
な
く
本
件
規
定
及
び
本
件
立
法
不
作
為
に
つ
き
憲
法
違
反
の
問
題
が
生
ず
る

と
の
司
法
判
断
が
今
ま
で
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」。「
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点

で
は
、
上
記
の
よ
う
な
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
、
国
会
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
困
難
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で
あ
る
」。

　

同
判
決
は
「
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
所
要
の
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
現

時
点
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
、
国
会
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
困

難
で
あ
る
」
と
し
て
、「
必
要
不
可
欠
」
性
を
肯
定
し
つ
つ
「
明
白
」
性
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
①
「
我
が
国
に
お
い

て
は
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
を
め
ぐ
る
法
的
議
論
の
蓄
積
が
少
な
く
」、
②
「
本
件
規
定
及
び
本
件
立
法
不
作
為
に
つ
き
憲
法
違
反
の
問

題
が
生
ず
る
と
の
司
法
判
断
が
今
ま
で
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
い
う
二
つ
の
視
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
本
件
原
審
訴
訟
で
は
、「
平
成
八
年
改
正
時
点
で
、
国
会
議
員
が
、
優
生
保
護
法
の
優
生
条
項
に

人
権
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
時
点
で
は
既
に
障
害
の
有
無
に
よ
り
人
を
差
別
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
識
は
国
内
に
浸
透
し
て
い
た
」
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、（
仙
台
地
裁
が
い
う
よ
う
な
）
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
の
法
的
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
か
否
か
は
問
題
が
な
く
な
る
。

　

他
方
、
②
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、（
仙
台
地
裁
の
示
す
）「
本
件
規
定
及
び
本
件
立
法
不
作
為
に
つ
き
憲
法
違
反
の
問
題
が
生
ず
る
と

の
司
法
判
断
が
今
ま
で
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
こ
と
の
一
因
と
し
て
は
、
具
体
的
な
訴
訟
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
そ
も
そ
も
司
法
判
断
と
前
提
と
な
る
先
述
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
に
基
づ
く
実
質
的
救
済
に
関
す
る
制
限
が

あ
り
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
も
、
①
、
②
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
本
件
の
問
題
は
、「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
」
が
行

使
で
き
な
い
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
重
要
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
係
る
立
法
不
作
為

が
問
題
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
の
侵
害
の
成
熟
性
の
議
論
に
限
ら
ず
、
精
神
面
を
含
め
た
人
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と
し
て
の
尊
厳
の
回
復
が
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
文
字
通
り
の
「
人
格
権
」
侵
害
が
長
く
続
い
て
い
る
点
を
含
め
て
、
広
い
意
味
で
の
憲

法
一
三
条
侵
害
が
あ
る
よ
う
な
事
例
で
は
、
そ
の
後
長
い
こ
と
、
除
斥
期
間
の
形
式
的
適
用
の
視
点
か
ら
、
憲
法
三
二
条
で
保
障
さ
れ
る

裁
判
を
受
け
る
権
利
が
実
質
的
に
奪
わ
れ
た
状
態
が
続
き
な
が
ら
も
、
こ
の
件
に
関
し
て
裁
判
を
受
け
、
救
済
を
受
け
る
権
利
を
実
質
的

に
保
障
す
る
立
法
が
何
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
会
に
と
っ
て
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
明
白
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

結
論

　

以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
諸
点
が
帰
結
さ
れ
る
。

　

  （
一
）
本
件
は
、
当
事
者
が
有
す
る
憲
法
一
三
条
を
中
心
と
し
て
保
障
さ
れ
る
憲
法
上
の
重
要
な
権
利
・
自
由
が
不
当
に
制
約
さ
れ
続

け
た
こ
と
に
よ
る
、
重
大
か
つ
、
通
常
の
国
家
権
力
の
行
使
で
は
一
般
的
に
は
想
定
し
が
た
い
極
め
て
例
外
的
な
憲
法
違
反
の
事
例
で

あ
る
。

　

  （
二
）
本
件
に
お
い
て
生
じ
る
損
害
の
開
始
は
、
手
術
実
施
時
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
当
該
権
利
を
め
ぐ
る
国
や
社
会
の

意
識
の
変
遷
に
よ
り
、
し
だ
い
に
重
大
か
つ
深
刻
な
も
の
で
あ
り
、「
個
人
の
尊
厳
」
と
い
っ
た
本
質
的
な
人
権
侵
害
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
損
害
は
長
い
間
継
続
し
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
事
者
が
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
諸
事
情
も
長
ら
く
継
続
し
て
き
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
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起
算
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
前
の
（
本
件
施
術
の
）
一
時
点
を
「
加
害
の
発
生
時
」
と
し
て
理
解
す
る
法
解
釈
を
本
件
に
適
用
す
る
こ

と
は
不
適
当
で
あ
り
、
深
刻
か
つ
本
質
的
な
損
害
が
顕
在
化
し
た
時
が
「
損
害
」
の
発
生
時
で
あ
り
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

  （
三
）
本
件
が
、
重
大
か
つ
例
外
的
な
人
権
侵
害
事
例
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
上
記
に
挙
げ

る
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
め
ぐ
る
議
論
の
存
在
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

  

① 

従
来
の
除
斥
期
間
を
め
ぐ
る
判
例
か
ら
す
れ
ば
、「
著
し
い
正
義
・
公
平
の
理
念
」
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
本
件
は
除
斥
期
間
の
適

用
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　

  

② 

従
来
の
憲
法
一
七
条
を
め
ぐ
る
判
例
に
基
づ
い
て
関
係
諸
法
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
本
件
は
、
不
法
行
為
の
除
斥
期
間
の

算
定
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
一
定
の
「
例
外
的
な
場
合
」
に
該
当
す
る
の
で
、
民
法
七
二
四
条
所
定
の
除
斥
期
間
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
。

　

  （
四
）
本
件
に
つ
い
て
は
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
の
侵
害
の
成
熟
性
の
議
論
に
限
ら
ず
、
精
神
面
を
含
め
た
人
と
し
て
の
尊
厳
の
回

復
が
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
文
字
通
り
の
「
人
格
権
」
侵
害
が
長
く
続
い
て
い
る
点
を
含
め
て
、
広
い
意
味
で
の
憲
法
一
三
条
侵
害
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
長
い
こ
と
、
除
斥
期
間
の
形
式
的
適
用
の
視
点
か
ら
、
憲
法
三
二
条
で
保
障
さ
れ
る
裁
判
を
受
け
る

権
利
が
実
質
的
に
奪
わ
れ
た
状
態
が
続
き
な
が
ら
も
、
何
ら
の
立
法
措
置
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
会

に
と
っ
て
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
明
白
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
立
法
不
作
為
に
関
す
る

違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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【
解
題
】

　

  　
（
旧
）
優
生
保
護
法
に
基
づ
き
強
制
的
な
不
妊
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
、
各
地
の
当
事
者
が
、
国
に
対
し
て
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
に
基
づ
く
慰
謝
料
の
支
払
い
な
ど
を
請
求
し
た
訴
訟
が
全
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
東
京
地
裁
に
提
起
さ
れ
た
訴

訟
で
は
、原
告
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
て
い
た
（
東
京
地
判
令
和
二
年
六
月
三
〇
日
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
）。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
原
告
は
、

東
京
高
裁
に
控
訴
し
た
。
筆
者
は
、
原
告
側
弁
護
団
か
ら
求
め
ら
れ
て
本
意
見
書
を
執
筆
し
、「
意
見
書
―
優
生
手
術
を
め
ぐ
る
国
家

賠
償
請
求
訴
訟
に
向
け
て
」
と
す
る
タ
イ
ト
ル
の
同
論
稿
を
東
京
高
裁
に
提
出
し
た
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
五
日
付
）。

　

  　

そ
の
後
、
同
控
訴
審
は
結
審
し
、
判
決
が
示
さ
れ
た
（
東
京
高
判
令
和
四
年
三
月
一
一
日
賃
金
と
社
会
保
障
一
八
〇
〇
号
五
頁
）。

そ
こ
で
東
京
高
裁
判
決
は
、
地
裁
判
決
の
一
部
を
取
消
し
、
控
訴
人
に
よ
る
請
求
を
一
部
認
容
し
た
。
本
判
決
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

旧
優
生
保
護
法
の
優
生
手
術
を
求
め
る
条
項
に
つ
き
、
憲
法
一
三
条
、
一
四
項
一
項
で
保
障
す
る
諸
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と

示
し
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
で
あ
る
の
は
、
損
害
発
生
の
起
算
点
に
関
す
る
民
法
（
旧
）
七
二
四
条
の
除
斥
期
間

の
適
用
を
制
限
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
た
。
本
件
に
関
連
す
る
訴
訟
で
は
、
前
者
の
違
憲
性
認

定
に
つ
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
後
者
に
関
し
て
は
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

で
本
東
京
高
裁
判
決
は
、
画
期
的
判
断
を
示
し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
な
お
、
本
控
訴
審
判
決
は
上
告
さ
れ
て
い
る
。

　

  　

本
意
見
書
は
、
上
記
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
以
外
に
は
、
特
に
刊
行
物
や
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ど
で
の
公
表
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
一
般
的
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
媒
体
で
あ
る
『
広
島
法
学
』
を
用
い
て
、
こ
の
度
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

論
稿
と
し
て
の
形
式
を
整
え
る
た
め
、本
誌
で
は
、タ
イ
ト
ル
を
元
の
「
意
見
書
―
優
生
手
術
を
め
ぐ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
向
け
て
」

か
ら
「
優
生
手
術
を
め
ぐ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
向
け
て
―
東
京
高
等
裁
判
所
提
出
意
見
書
―
」
へ
と
変
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
横



広島法学　46 巻４号（2023 年）－ 92

書
き
か
ら
縦
書
き
に
す
る
に
あ
た
っ
て
算
数
字
を
漢
数
字
に
し
た
り
、
一
部
書
体
に
つ
き
斜
体
を
解
除
し
た
り
し
た
他
、
ご
く
わ
ず
か

な
誤
記
な
ど
の
修
正
を
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
（
本
文
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
稿
の
二
（
四
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
事
実
の
概

要
は
、
本
件
地
裁
判
決
で
認
定
さ
れ
た
事
実
な
ど
を
も
と
に
し
て
お
り
、
各
事
実
の
出
典
の
提
示
は
割
愛
し
て
い
る
）。
本
誌
へ
の
掲

載
に
つ
い
て
は
、
同
訴
訟
の
弁
護
団
の
構
成
員
で
あ
る
弁
護
士
の
関
哉
直
人
先
生
に
了
解
を
い
た
だ
い
た
。
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

  　

本
号
の
広
島
法
学
は
、
広
島
大
学
を
二
〇
二
二
年
三
月
末
で
退
職
さ
れ
た
横
藤
田
誠
先
生
の
ご
退
職
記
念
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。

横
藤
田
先
生
は
、
長
年
、
障
が
い
な
ど
を
理
由
と
し
て
「
不
利
な
立
場
」
に
置
か
れ
る
人
々
の
人
権
問
題
に
目
を
向
け
た
憲
法
研
究
を

さ
れ
て
き
て
い
る
。
横
藤
田
先
生
の
近
年
の
玉
稿「
精
神
障
害
者
と
人
権
―
不
利
な
立
場
の
人
々
の
人
権
保
障
に
関
す
る
一
考
察（
一
）」

広
島
法
学
四
二
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
に
は
、
冒
頭
で
「
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
が
明
ら
か
に
侵
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
公
権
力
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
処
遇
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
断
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
訴
訟
に
も
至
ら
な

い
例
が
み
ら
れ
る
。」（
同
八
七
頁
）
と
あ
り
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
注
（
１
）
で
（
旧
）
優
生
保
護
法
に
よ
る
強
制
不
妊
手
術
を
め
ぐ
る

訴
訟
提
起
（
仙
台
訴
訟
）
が
言
及
さ
れ
る
（
同
八
八
頁
）。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
対
象
と
な
る
訴
訟
は
異
な
る
も
の
の
、
私
自
身
が

検
討
し
た
同
問
題
に
関
す
る
本
意
見
書
を
横
藤
田
先
生
の
ご
退
職
を
お
祝
い
す
る
本
号
に
掲
載
す
る
こ
と
に
は
積
極
的
な
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

  　

所
属
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
や
専
攻
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
憲
法
研
究
者
と
し
て
、
横
藤
田
先
生
に
は
多
く
の
面
で
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。


