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節
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早

第
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即

第
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節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
二
章

第

一
節

第
二
節

本
稿
の
目
的

･
構
成

わ
が
国
の
判
例

･
学
説
の
到
達
点

は
じ
め
に

被
害
者
の
素
因
の
類
型
と
そ
の
意
義

判
例
の
状
況

学
説
の
状
況

小
括

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
意
義

(以
上
'
六
二
巻
四
号
)
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第
三
節

第

1
款

第
二
款

第
三
款

第
四
款

序素
因
不
考
慮
命
題
の
形
成
過
程

被
害
者
の
素
因
の
取
-
扱
い
に
関
す
る
判
例

･
学
説
の
展
開

素
因
に
関
す
る
裁
判
例
の
展
開

素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
-
帰
寮
性
の
否
定

学
説
に
よ
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
評
価

小
括

(以
上
､
六
二
巻
五
号
)

(以
上
､
六
三
巻

言
号
)

第
三
章

被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性

第

一
節

被
害
者
の
心
理
的
反
応

第
二
節

ノ
イ
ロ
ー

ゼ
事
例
に
お
け
る
素
因
の
位
置

第
三
節

被
害
者
の
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化

第
四
節

小
括

第
四
章

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面

第

一
節

素
因
不
考
慮
命
題
と
諸
法
理
に
よ
る
滅
免
責
の
可
能
性

第
二
節

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮



損害賠償法における素因の位置 (4)

第
三
節

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
割
合
的
控
除

第
四
節

素
因
と
共
働
過
責

第
五
節

小
括

第
五
章

素
因
減
責
論
再
考

(以
上
､
本
号
)

第
三
章

被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性

第

一
節

被
害
者
の
心
理
的
反
応

前
章
で
考
察
し
た
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
被
害
者
が
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
健
康
上
の
損
害
が
発
生

･
拡
大
し
た
場
合
で

(-
)

(2
)

あ

っ
て
も
'妥
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
o
こ
れ
を
明
示
的
に
示
し
た
の
が
､
冒
12
0
】

B
G
H
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判

決

で
あ

っ

(3
)

た
の
は
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る

｡
と
こ
ろ
が
､
当
該
事
件
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
､
加
害
者
の
帰
責
性
の

判
断
に
際
し
特
殊
な
判
断
が
な
さ
れ
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
反
し
て
､
例
外
的
に
加
害
者
が
免
責
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
本
判
決
以
降
､

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
つ
い
て
の
加
害
者
免
責
の
判
例
法
理
が
確
立
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
そ
こ
で
､
本
節
で
は
､
ま
ず
は
､
定
期
金

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
事
例
を
除
き
､

一
般
的
に
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
被
害
者
の
心
理
的
反
応
が
競
合
し
た
場
合
に
つ
き

確
認
し
て
お
-
0

一

事
故
に
起
因
す
る
精
神
状
態
の
悪
化
か
ら
健
康
損
害

へ

北法63(3･27)687



読

不
法
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
に
精
神
的
苦
痛
が
生
じ
る
だ
け
で
な
-
､
不
法
行
為
の
後
に
被
害
者
の
精
神
状
態
が
悪
化
し
､
そ
の
健
康
状

態
も
悪
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
う
よ
-
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
悪
化
は
'
被
害
者
の
精
神
的
脆
弱
性

(心
因
的
要
因
)

論

が

一
因
と
な
っ
た
心
理
的
反
応
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
o
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
､
こ
う
し
た
被
害
者
の
心
理
的
反
応
か
ら
生
ず
る

健
康
損
害
も
ま
た
'
加
害
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
o
例
え
ば
､
冒
･29
3

B
G
H
一
九
五
九
年

〓

1月
八
日
判

決

(B
G
H
V
e
rsR
19
6
0
.
2
25
)
の
事
故
に
基
づ
-
性
格
変
化
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

1
九
五
五
年
九
月

1
九
日
､
Y
が
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
へ
入
ろ
う
と
左
折
し
た
時
に
､
オ
ー
ト
バ
イ
を
運
転
し
て
い
た
Ⅹ
に
衝
突
し
た

(こ
れ
を
第

1
事
故
と
す
る
｡
)
｡
本
件
事
故
に
よ
り
Ⅹ

は
､
頭
蓋
底
を
骨
折
し
､
脳
挫
傷
を
負

っ
た
｡
そ
の
後
Ⅹ
は
､

一
九
五
六
年
六
月
二
九
日
に
卒
倒
し
頭
部
を
打
ち
､
脳
震
塗
を
起
こ
し
た
こ

と
が
あ
る

(こ
れ
を
第
二
事
故
と
す
る
｡
)
｡
後
に
Ⅹ
は
精
神
障
害
を
発
症
し
､
精
神
病
院

へ
の
入
院
命
令
が
出
さ
れ
入
院
､
入
院
先
で
Ⅹ
は

性
格
変
化
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た

(判
決
文
か
ら
は
正
確
な
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
､
精
神
病
を
発
症
し
た
の
は
第
二
事
故

以
降
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
｡)
｡
Ⅹ
に
対
し
て
は
､

1
九
五
八
年
五
月
二
八
日
ま
で
の

1
部
補
償
が
行
わ
れ
た
が
､
Ⅹ
は
さ
ら
な
る
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
｡
第

一
審
及
び
控
訴
審
は
､
Ⅹ
の
請
求
を
認
容
｡
Y
が
上
告
､
上
告
棄
却
｡

本
件
で
は
､
ま
ず
'
Y
は
'
Ⅹ
の
精
神
障
害
は
第
二
事
故
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
-
'
第

一
事
故
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
､
そ
の

原
因
性
を
争

っ
た
が
'
B
G
H
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
､
Y
の
行
為
の
原
因
性
を
肯
定
し
た
｡
｢鑑
定
人
は
､
感
情
生
活
の
深
刻
な
変
化
も

ま
た
体
質
的
要
因
又
は
外
因
性
の
要
因
-
む
ろ
ん
特
筆
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
Ⅰ
に
よ

っ
て
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合

に
は
'
Ⅹ
の
性
格
変
化
は
､
第

一
事
故
に
帰
せ
し
め
ら
れ
う
る
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
も

っ
ぱ
ら
第
二
事
故
の
み

が
-

第
二
事
故
は
第

一
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
～
入
院
命
令
を
要
す
る
性
格
変
化
を
惹
起
し
た
と
認
め
る
理
由
は

(4
)

な

い

｣
｡
次
い
で
､
冒
･20】
B
G
H
一
九
五
九
年
二
月
二
九
日
判
決
を
引
用
し
て
､
Ⅹ
の
精
神
障
害
に
つ
い
て
Y
の
責
任
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
と
明
示
し
た
｡
｢な
ぜ
な
ら
ば
'
単
に
あ
る
種
の
態
度
が
心
因
性
の
反
応
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
､
損
害

北法63(3･28)688



損害賠償法における素因の位置 (4)

(5
)

を
も
た
ら
す
出
来
事
と
労
働
能
力
及
び
抵
抗
力
を
妨
げ
る
状
態
と
の
責
任
設
定
的
関
連
性
は
否
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る

｣
｡

こ
の
他
に
も
妄
想
性
障
害
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
冒
･30】

B
G
H
一
九
八
二
年
九
月
二

1
日
判
決

(B
G
H

NJW
1983.
3
40
)
は
､

次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
O

一
九
七
〇
年
に

一
度
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
の
疑
い
の
た
め
手
術
を
受
け
た
こ
と
が
あ

っ
た
Ⅹ

(当
時
は
職
業
軍
人
)

が
､

t
九
七
二
年
に
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
再
発
の
診
断
を
受
け
'
手
術
を
受
け
た
と
こ
ろ
'
そ
の
際
に
､
ヘ
ル
ニ
ア
は
な
か
っ
た
が
ヘ
ル
ニ
ア
環

の
拡
大
が
所
見
さ
れ
た
た
め
､
右
皐
丸
へ
の
精
索
が
絞
抱
さ
れ
た
｡
そ
の
結
果
､
右
皐
丸
が
萎
縮
し
､
後
に
手
術
に
よ
り
摘
除
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
､
手
術
後
に
Ⅹ
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
除
隊
さ
れ
た
｡
Ⅹ
は
､
医
師
が
重
大
な
治
療
ミ
ス
を
犯
し
た
た
め
に
､
峯
丸
を

失
う
こ
と
と
な
り
､
ま
た
生
業
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
､
Y

(病
院
責
任
者
)
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
.
第

一
審
は
慰
謝
料
の
み

を
認
容
｡
Ⅹ
'
Y
の
両
者
が
控
訴
､
控
訴
棄
却
｡
Ⅹ
が
上
告
､
Y
が
附
帯
上
告
｡
Y
の
附
帯
上
告
棄
却
､
Ⅹ
の
上
告
破
棄
差
戻
し
｡

本
件

で
問
題
と
な

っ
た

の
は
､
峯
丸
喪
失
と
生
業
不
能
と

の
関
連
性

で
あ
る
が
､
本
判
決

で
は
こ
れ
を

｢
誤

っ
た
展
開

(F
eh
ten
tw
ick
lu
n
g
)｣
と
表
現
す
る
｡
こ
の
誤
っ
た
展
開
に
つ
い
て
は
'
控
訴
審
で
は
､
X
は
既
に
加
害
行
為
時
以
前
か
ら
妄
想
性
の
精

神
病
質
の
素
因

(V
eranl
agun
g)
を
有
し
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
誤

っ
た
展
開
が
生
じ
た
と
す
る
鑑
定
書
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点

に
つ
き
t
B
G
H
は
､
Ⅹ
の
寮
丸
喪
失
と
そ
の
後
の
勤
務
不
能
及
び
生
業
不
能
と
の
間
に
原
因
関
係
は

｢少
な
-
と
も
X
の
潜
在
的
な
異
常

な
精
神
的
素
因

(V
eranla
gung)
が
損
害
事
件
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
｣
存
在
す
る
と
い
う
控
訴
審
の
確
信
は
排
除
さ

れ
な
い
と
し
て
､
Y
の
帰
責
性
を
認
め
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
､
B
G
H
は
､
冒
･2
0
山

B
G
H
z
一
九
五
九
年
二
月
二
九
日
判
決
を
引
用
L
t

な
ぜ
な
ら
ば
､
｢
Y
は
､
そ
の
医
師
ら
の
加
害
行
為
の
結
果
が
､
被
害
者
が
以
前
か
ら
有
し
て
い
た
傷
害

(V
orschadigung)
に
起
因
す

(6
)

る
よ
う
な
遠
い

(en
tfern
)
も
の
で
あ

っ
て
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
か
ら
で
あ
る
と
す
る

｡

(7
)

以
上
の
他
､
精
神
状
態
の
悪
化
か
ら
健
康
損
害
と
し
て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

(神
経
症
)
を
発
症
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
う
つ
病
が
典
型
的
な
例

(8
)

(9
)

(10
)

で
あ
る
が
'
そ
の
他
に
も
現
実
神
経
症
や
災
害
神
経

症

､
不
安
神
経

症

'
転
換
神
経
症

(転
換
性
障

害

)､
心
因
性
の
痛
覚
障
害

･
協
調

北法63(3･29)689



(ll
)

(12
)

説

障

害

'
機
能
障
害
･集
中
障

害

な
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
加
害
者
の
責
任
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
.
な
お
､
こ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
事
例
に
つ
い
て
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
冒
･2
0
】

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
刊

論

決
で
は
,
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
発
症
し
た
が
故
に
加
害
者
は
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
,
他
方
で
､
上
記
の
諸
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
事
例
で
は
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
お
り
､
同
じ
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
正
反
対
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
､
ま
た
､
そ
う
し
た
相
違
は
正
当
化

さ
れ
う
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
生
じ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
別
途
考
察
す
る

(本
章
第
二
節
)
｡

北法63(3･30)690

二

シ
ョ
ッ
ク
損
害
に
お
け
る
素
因

被
害
者
の
病
的
素
因
に
つ
き
､
非
接
触
型
事
例
'
す
な
わ
ち
被
害
者
が
直
接
的
に
侵
害
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
､
被
害
者
の
抱

｢〓
＼

え
て
い
た
疾
患
が
顕
在
化
し
た
結
果
､
損
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
､
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
が
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が

､
同

様
の
間
接
的
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
､
被
害
者
が
特
別
に
精
神
的
に
脆
弱
で
あ

っ
た
た
め
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
'
や
は
り
加
害
者
は

免
責
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
o
い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ッ
ク
損
害

(S
c
hockschad
e
h)
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
､
ド
イ
ツ
法
で
は
'

1

殻
的
な
観
点
か
ら
､
シ
ョ
ッ
ク
損
害
も
ま
た
B
G
B
八
二
三
条

一
項
の
健
康
侵
害
の
法
益
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
す
な

(14
)

わ
ち
'
シ
ョ
ッ
ク
損
害
の
原
因
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
､
近
親
者
の
シ
ョ
ッ
ク
に
対
す
る
感
受
性
に
よ
-
媒
介
さ
れ

る

｡
シ
ョ
ッ
ク
損
害

に
つ
い
て
は
､
精
神
的
な
特
殊
性
ゆ
え
に
､
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
侵
害
を
原
因
と
し
て
近
親
者
の
喪
失
を
特
に
感
じ
る
者
だ
け
が
保
護
さ
れ
て

(15
)

い

る

｡
次
の
事
例
で
こ
れ
を
確
認
し
よ
う
｡

冒
･
3
)
】

B
G
H
l
九
七

1
年
五
月

二

日
判
決

(B
G
H

Z
56,
163
-
N
JW

t971.
)883
)
は
､
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
｡

一
九
六
五

年
三
月
六
日
､
当
時
六
四
歳
で
あ

っ
た
Ⅹ
の
夫
が
Y
の
自
動
車
に
蝶
か
れ
死
亡
し
た
｡
事
故
当
時
五
〇
歳
で
あ

っ
た
Ⅹ
は
､
そ
の
夫
の
突
然



損害賠償法における素因の位置 (4)

の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
深
刻
な
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
､
う

つ
状
態

(D
epressio
ロ
)
と
な

っ
た
｡
そ
の
た
め
Ⅹ
は
､
労

働
不
能
と
な
り
'
こ
れ
ま
で
行

っ
て
き
た
家
政
婦
と
し
て
の
仕
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
と
し
て
t
Y
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請

求
し
た
｡
第

1
審
は
Ⅹ
の
請
求
を
認
容
｡
Y
が
控
訴
､
控
訴
審
は
Ⅹ
の
請
求
を

1
部
認
容
｡
Y
が
上
告
､
上
告
破
棄
差
戻
し
｡

本
件
で
は
'ま
ず
､
Ⅹ
の
主
張
す
る
健
康
損
害
が
B
G
B
八
二
三
条

一
項
の
保
護
範
囲
に
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な

っ
た
.
と
い
う
の
は
､

Ⅹ
の
主
張
す
る
健
康
損
害
は
､
直
接
的
身
体
的
侵
害
の
結
果
で
は
な
-
'
そ
の
夫
の
死
亡
報
告
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
に

起
因
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
判
決
で
は
'
｢遠
隔
作
用

(F
ern
w
irk
u
n
g
)
｣
に
よ
る
健
康
損
害
も
B
G
B
八
二
三
条

1
項
の
保
護
範
囲
に
あ
る

(16
)

か
否
か
と
い
う
形
で
問
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
B
G
H
は
､
従
来
か
ら
の
判

例

を
引
用
し
､
B
G
B
八
二
三
条

一
項
の
意
味
で

の
健
康
損
害
は
'
被
害
者
の
身
体
に
対
す
る
身
体
的
な
影
響
を
要
件
と
せ
ず
､
心
理
的
に
媒
介
さ
れ
る
も
の
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
の

上
で
､
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
､
｢
-
-
相
当
な
原
因
が
存
在
す
る
場
合
に
は
'
第
三
者
の
侵
害
行
為
叉
は
殺
害
行
為
が
直
接
的

損
害
の
誘
因
で
あ
る
限
り
'
賠
償
を
要
求
す
る
者
自
身
が
､
自
ら
目
撃
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

(M
ita
nsehen
m
tissen)
に
よ

っ
て
侵
害

さ
れ
る
か
そ
れ
と
も

ク精
神
的
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
″
報
告
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
か
は
重
要
で
は
な
い
.
そ
の
よ
う
な

ク遠
隔
挽
作
″

の
み
か
ら
生
じ
る
健
康
侵
害
も
ま
た
1
控
訴
審
が
正
当
に
認
め
る
よ
う
に
-
健
康
状
態

へ
の
直
接
的
侵
害
で
あ
り
'
本
来
的
意
味
に
お
い
て

ク間
接
的
″

損
害
で
は
な
い
｡

妾
が
そ
の
夫
の
事
故
死
と
い
う
突
然
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
健
康
侵
害
を
被
る
こ
と
が
あ
り
う
る
t
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
よ
り
詳
細
に
理
由
づ
け
る
必
要
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
確
か
に
比
較
的
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
､
こ
の
結
果
を
加
害
者
の

(17
)

責
任
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
常
に
遠
-
離
れ
る
も
の
で
は
な

い
｣
と
し
て
､

一
般
論
と
し
て
'
シ
ョ
ッ
ク
損
害
の
原
因
関

係
を
肯
定
す
る
｡
そ
し
て
'
本
判
決
で
は
､
被
害
者
が
精
神
的
に
不
安
定
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
､
次
の
よ
う
に
述
べ
､
原
則
と
し
て

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
｡
｢
-
･こ
の
異
常
な
体
験
に
対
す
る
反
応
が
個
々
の
場
合
に
お
い
て
は
以
前
か
ら
有
す
る
器
質
的
叉
は
精
神
的

北法63(3･31)691
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不
安
定
さ

(Labilitat)
に
基
づ
い
て
の
み
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
､
つ
ま
り
､
事
故
体
験
に
は
作
動
的
な
影
響
し
か
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
も
ま
た
､
･･･-
損
害
賠
償
請
求
権
を
承
認
す
る
妨
げ
と
な
ら
な
い
｡
s
tot〓

G
utachten
ftir
d

en
45.D
eutschen
luriste
n
tag,

論

1964,SI20)
の
反
対
の
提
案
は
､
既
存
の
損
害
傾
向

(Schad
ensb
ereitsch
aft)
に
基
づ
く
異
常
な
反
応
も
ま
た
通
例
は
加
害
者
の
影
響

(18
)

力
の
行
使
の
み
な
ら
ず
､
被
害
者
の
そ
れ

〔影
響
力
の
行
使
〕
か
ら
も
逃
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
す
で
に
従
う
こ
と
が
で
き
な

い

｣
｡

本
件
で
は
､
被
害
者
が
も
と
も
と
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
素
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で

あ

る
｡
Y
側
の
主
張
は
､
被
害
者
が
も
と
も
と
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
る
が
故
に
う
つ
状
態
に
ま
で
陥

っ
た
の
で
あ
る
が
､
｢
通
常
｣
の
者

の
精
神
状
態
で
あ
れ
ば
､
そ
こ
ま
で
の
事
態
に
は
な
り
え
ず
､
つ
ま
り
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
､
本
件
で
原
因
と
さ
れ
る
被

害
者
の
夫
の
死
亡
報
告
と
被
害
者
の
健
康
損
害

(う
つ
状
態
)
と
の
原
因
関
係
は
存
在
し
な
い
､
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
､
B
G
H
は
こ

れ
を
否
定
し
Ⅹ
の
損
害
賠
償
請
求
の
成
立
を
認
め
て
い
る
｡
ま
た
､
本
判
決
で
は
､
シ
ユ
ト
ル

(H
.
S
to
ll)
の
見
解
が
引
用
さ
れ
､
検
討

さ
れ
て
い
る
｡
シ
ユ
ト
ル
は
､
本
件
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
損
害
に
お
い
て
被
害
者
の
完
全
な
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解

(19
)

を
示
し
て
い
る
が
､
し
か
し
､
B
G
H
は
'
こ
の
点
に
つ
い
て
も
採
用
を
否
定
し
て
い
る
｡
以
上
の
よ
う
に
､
本
判
決
で
は
､
明
示
的
に
素

因
不
考
慮
命
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
素
因
不
考
慮
命
題
と
同
様
の
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き

よ

､つ

｡
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三

自
殺
､
自
傷
の
場
合

(
20
)

わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
事
例
で
あ
る
が
､
加
害
行
為
を
受
け
た
被
害
者
が
､
そ
の
後
自
傷
な
い
し
自
殺
す
る
こ
と
が
あ

る

｡
ド

イ
ツ
法
で
は
､
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
き
､
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
が
関
与
し
た
た
め
､
被
害
者
の
精
神
的
反
応
が
生
じ
､
そ
の

(21
)

結
果
自
傷
な
い
し
自
殺
に
至
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
､
原
則
と
し
て
､
加
害
者
の
帰
資
性
が
肯
定
さ
れ
て
い

る

｡



損害賠償法における素因の位置 (4)

例
え
ば
､
事
故
後
の
被
害
者
の
自
殺
に
つ
い
て
は
､
次
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
O
冒
･3
2
山

B
G
H
l
九
五
八
年
六
月

1
0
日
判
決

(B
G
H

N
IW

t958
,

1579)
は
､
事
故
後
に
被
害
者
が
う

つ
病
に
雁
思
し
､
自
殺
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
.
Y
の
運
転
す
る
オ
ー
ト
バ
イ
と
衝

突
し
重
傷
を
負

っ
た
A
は
､
Y
の
損
害
賠
償
義
務
の
確
認
請
求
に
つ
い
て
は
勝
訴
し
確
定
し
た
が
､
額
に
つ
い
て
は
未
決
定
で
あ

っ
た
｡
A

は
そ
の
後
額
の
決
定
前
に
拳
銃
に
よ
り
自
殺
し
て
し
ま

っ
た
.
A
の
死
後
､
A
の
経
営
し
て
い
た
会
社
が
倒
産
し
た
た
め
､
勘

(A
の
配
偶

*
)
及
び
H
N
(A
の
母
親
､
会
社
の
共
同
所
有
者
)
が
､
Y
に
対
し
て
扶
養
権
喪
失
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
｡
第

一
審
は
Ⅹ
ら
の

請
求
を
認
容
｡
控
訴
審
は
､
第

1
審
判
決
を
変
更
し
､
事
故
と
自
殺
と
の
間
に
は
原
因
関
係
が
な
い
と
し
て
Ⅹ
ら
の
請
求
を
棄
却
.
X
ら
が

上
告
'
上
告
認
容
｡

本
件
で
B
G
H
は
､
控
訴
審
が
､
事
故
と
自
殺
と
の
間
に
は
原
因
関
係
が
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
､
二
点
を
批
判
す
る
｡
第

一

点
は
､
被
害
者
の
人
格
的
特
性

(pers6ntic
h
k
e
i
tsartun
g
)
を
考
慮
し
な
か

っ
た
点
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
B
G
H
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
｡
｢
-
-
し
か
し
な
が
ら
､
事
故
結
果
の
医
学
的
評
価
に
対
し
て
'
侵
害
の
原
因
と
し
て
の
意
義
を
既
存
の
器
質
的
所
見
の
み
に
従

っ

て
評
価
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
的
見
地
か
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
｡
む
し
ろ
､
鑑
定
人
が
確
認
し
た
身
体
的
及

び
精
神
的
健
康
損
害
が
､
事
政
及
び
病
気
の
時
点
に
お
け
る
被
害
者
の
人
格
的
特
性
及
び
具
体
的
な
生
活
状
況
を
考
慮
す
る
と
'
ど
の
よ
う

に
被
害
者
に
影
響
を
与
え
た
の
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
侵
害
結
果
が
､
特
別
な
､
し
か
し
相
当
な
関
係
に
あ
る
事
情

に
よ
っ
て
悪
化
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
へ
こ
う
し
た
加
重
的
事
情

(E
rsch
w
er
ung)も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
な

ぜ
な
ら
ば
､
法
的
見
地
か
ら
は
加
害
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
諸
事
情
が
加
害
結
果
に
対
す
る
共
働
原
因
で
あ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
具
体
的
な
､
A
の
人
格
並
び
に
生
活
状
況
及
び
労
働
状
況
に
あ
る
特
殊
性
が
考
慮
さ
れ
ず
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

〔当

(22
)

該
特
殊
性
が
〕
損
失
の
程
度
の
評
価
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
の
は
'
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い

｣
｡

第
二
点
は
､
被
害
者
の
事
故
後
の
心
理
的
負
担
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
｢
さ
ら
に
不
適
当
で
あ
る
の
は
､
器
質
性
の
病
的
所
見
が
心
因
的
に

北法63(3･33)693



説

積
み
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
ま
さ
に
脳
傷
害
の
際
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
､
あ

っ
さ
り
と
､
評
価
に
と

っ
て
不
相
当

(23
)

で
あ
る
か
ら
重
要
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
当
審
は
､
医
学
的
決
定
に
反
し
て
､
R
G
の
確
定
判

例

を
強
調
し
て
､
次
の
こ
と
を

論

固
く
保
持
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
損
害
賠
償
義
務
は
器
質
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
損
害
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
能
力
の
減
少
に

作
用
す
る
全
て
の
損
傷
も
賠
償
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
事
故
及
び
身
体
な
健
康
上
の
障
害
に
対
す
る
被
害
者
の
精
神
的
反
応
か
ら

(
2

4
)

明
ら
か
と
な
り
､
ま
た
､
そ
う
理
解
さ
れ
う
る
も
の
が
そ
う
で

あ

る

｡
-
-
そ
の
結
果
と
し
て
､
控
訴
審
は
､
法
的
評
価
に
際
し
て
排
除
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
要
素
を
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
､
は
じ
め
か
ら
法
的
意
味
に
お
け
る
原
因
関
係
の
評
価
に
関
す
る
正
当
な
視

点
を
誤

っ
て
い
る
｡
控
訴
審
の
見
解
に
よ
る
と
事
故
と
は
無
関
係
と

(説
明
)
さ
れ
て
い
る
自
殺
の
説
明
可
能
性
を
控
訴
審
が
認
め
た
と
い

(25
)

う
評
価
も
ま
た
上
述
の
法
的
に
誤

っ
た
観
察
方
法
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る

｣
｡

ま
た
､
自
傷
行
為
に
関
し
て
は
､
冒
･3
3山

B
G
H

一
九
六
八
年

二

月

二
六
日
判
決

(B
G
H
V
e
rsR
1969.
160)
に
お
い
て
､
示
唆

さ
れ
て
い
る
｡
本
件
は
､
交
通
事
故
に
よ
り
脳
に
損
傷
を
受
け
た
被
害
者
が
､
事
故
後
統
合
失
調
症
を
発
症
し
､
自
ら
目
を
つ
ぶ
し
盲
目
と

な

っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
｡
本
件
で
は
､被
害
者
が
事
故
前
か
ら
統
合
失
調
症
の
素
因
を
有
し
て
い
た
か
否
か
も
争
点
と
な
っ
て
い
た
が
､

B
G
H
は
､
事
故
に
よ
-
生
じ
た
統
合
失
調
症
及
び
そ
れ
に
起
因
す
る
自
傷
行
為

(目
を
つ
ぶ
し
た
こ
と
)
に
対
す
る
加
害
者
の
責
任
を
認

(2

6
)

め
て

い

る

｡

北法63(3･34)694

第
二
節

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
お
け
る
素
因
の
位
置

以
上
確
認
し
た
と
お
り
'
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
､
被
害
者
の
精
神
的
脆
弱
性
を
理
由
と
す
る
心
理
的
反
応
も
ま
た

一
般
的
に
素
因
不
考

慮
命
題
の
妥
当
領
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
も
ま
た
被
害
者
の
心
理
的
反
応
に
他
な
ら
な
い



損害賠償法における素因の位置 (4)

(27
)

の
で
あ
る
が
､
先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
で
あ

っ
た

冒
･2
0
】

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
で
は
'
加
害

者
の
責
任
は
否
定
さ
れ
て
お
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
と
き
､

一
般
論
と
し
て
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い

て
も
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る

(
つ
ま
-
､
加
害
者
は
全
責
任
を
負
担
す
る
)
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
特
殊
な
判
断
に
よ
っ
て

加
害
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
他
方
で
'
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

(現
実
神
経
症
､
転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)
等
)
の

場
合
に
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
､
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事

例
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
で
判
断
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
'
両
者
は
何
が
異
な
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
｡
ま
た
､
定
期
金
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
事
例
で
は
加
害
者
の
責
任
を
否
定
す
る
に
際
し
て
か
な
り
特
殊
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
特

殊
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
問
題
と
な
ろ
う
｡
さ
ら
に
は
'
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
は
加

害
者
の
帰
寮
性
と
い
う
点
で
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡

そ
こ
で
以
下
で
は
､
第

一
に
'
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
点
を
確
認
し
た
上
で

(第

一
款
)
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事

(28
)

例
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る

(第
二

款

)
｡

第

一
款

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
点

ノ
イ
ロ
ー
ゼ

(神
経
症
)
は
､
交
通
事
故
な
ど
の
外
傷
的
加
害
行
為
の
後
に
生
じ
る
被
害
者
の
精
神
的
症
状
で
あ
り
､
こ
の
精
神
症
状
は

(29
)

不
安
､
強
迫
､
恐
怖
'
抑
う
つ
'
離
人
､
焦
燥
､
無
気
力
な
ど
の
症
状
を
里
す

る

｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
精
神
的
症
状
の
た
め
'
心
身
に
機

能
障
害
が
生
じ
､
通
常
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
､
稼
働
す
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
｡
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
､

特
に
､
不
法
行
為
な
ど
の
外
傷
的
体
験
を
伴
う
場
合
に
は
､
外
傷
性
神
経
症
と
も
呼
ば
れ
る
｡

北法63(3･35)695



説

第

1
次
大
戦
後
の
時
期
に
ド
イ
ツ
の
指
導
的
精
神
医
学
者
ボ
ン
へ
ッ
フ
ァ

ー
(Bonho
efEe
r
)
ら
は
､
外
傷
性
神
経
症
は
社
会
的
疾
患
で

あ
り
､
社
会
的
治
療
に
よ
っ
て
の
み
治
癒
す
る
と
い
う
主
張
を
掲
げ
た
学
派
を
築
い
た
｡
し
か
し
､
社
会
的
治
療
は
社
会
的
状
況
の
改
善
を

論

目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
､
そ
の
た
め
,
彼
ら
が
,
彼
ら
の
外
傷
性
神
経
症
の
患
者
す
べ
て
が
実
際
に
遺
伝
的
な
素
因
を
持

っ
て
い
た
と
結
論

づ
け
る
と
､
患
者
の
遺
伝
的
脆
弱
性
を
扱
う
方
が
'
そ
の
窮
状
の
防
止
や
改
善
よ
り
も
､
決
定
的
な
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
｡
彼
ら
は
､
自
分
た
ち
の
患
者
に
見
ら
れ
た
外
傷
神
経
症
の
其
の
原
因
は
補
償
の
適
用
の
如
何
に
あ
る
と
信
じ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
､

"Da
s
G
ezetz
istd
ie
U
rsache
d
e
r
Un
f･al
1neurosen":
法
が
外
傷
神
経
症
の
原
因
で
あ
る
､
と
.
こ
の
見
解
に
よ
る
と
､
外
傷
神
経
症

は
病
気
で
は
な
-
､
保
険
シ
ス
テ
ム
の
人
工
的
産
物
､
つ
ま
-

｢賠
償
神
経
症

(R
entenneurose
)｣
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て

こ
の
賠
償
神
経
症
は
､
ま
ず
素
因
の
あ
る
個
人
に
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
で
は
､

1
九
二
六
年
の
国
家
健
康
保
険
法

(R
e
ic
h

versicherungs
Or
d
n
u
n
g
:
R
V

O
)
に
お
い
て
､
外
傷
神
経
症
は
患
者
が
年
金
か
そ
の
他
の
補
償
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
治
ら
な

い
と
す
る
立
場
が
固
定
強
化
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
被
害
者
の
問
題
が
長
引
い
た
場
合
に
は
'
そ
れ
は
､
素
因
'
体
質
､
堕
落
傾
向
､
補
償
な

(30
)

ど
の
相
互
作
用
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
さ
れ

た

｡

北法63(3･36)696

第
二
款

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

(賠
償
神
経
症
)
は
､

一
般
に
､
生
活
上
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
､
事
故
を
理
由
に
賠
償
を
得

る
こ
と
を
無
意
識
の
中
に
欲
し
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
症
状
か
ら
､
実
際
に
働
-
こ
と
が
で
き
な
-
な
る
よ
う
な
場
合
を
意
味
す
る
｡
す
な
わ
ち
'

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
不
平
の
多

い
誤

っ
た
態
度
で
あ
り
'
そ
う
し
た
態
度
で
､
被
害
者
は
自
ら
の
被
害
を

(精
神

的
に
)
消
化
し
克
服
す
る
こ
と
を
避
け
､
も
は
や
自
ら
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
､
生
活
保
障
を
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
､



損害賠償法における素因の位置 (4)

(31
)

ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ

い
て
､
当
初
R
G
で
は
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
た
｡
い
み
じ
-
も
'
素
因
不
考
慮
命
題
を
示
し
た

冒
よ

1
九
三
七
年
四
月
二

六
日
判
決
が
そ
れ
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
冒
･2
0】

B
G
H
一
九
五
六
年
二
月
二
九

日
判
決

(B
G
H
Z

2
0
.
1
3
7
)

は
､
R
G
判
決
に

反
し
て
､
賠
償
神
経
症
の
う
ち
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
し
て
は
､
加
害
者
は
免
責
さ
れ
る
と
判
示
し
た
｡
そ
の
際
､
B
G
H
は
'
因
果
関

係
を
否
定
す
る
の
で
は
な
-
､
法
政
策
的
観
点
か
ら
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
｡

一
法
政
策
的
観
点
か
ら
の
免
責

(

一)

B
G
H
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
意
義

本
判
決
は
､
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
､
被
害
者
が
特
別
に
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
健
康
上
の
損
害
が
発
生

･
拡
大
し
た
場

合
で
あ

っ
て
も
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
被
害
者
の
健
康
上
の
障
害
が
'
身
体
又
は
精

神
的
脆
弱
性
の
い
ず
れ
に
由
来
す
る
か
は
法
的
に
は
重
要
で
は
な
い
と
し
て
'
加
害
行
為
と
損
害
と
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
本
件
で
は
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
発
症
し
た
と
認
定
さ
れ
て
お
り
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
ま
さ
に
法
が

被
害
者
に
賠
償
を
与
え
る
が
故
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
B
G
H
は
､
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
免
責
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
な
お
別
の
観
点
か
ら
の
責
任
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

｢

･-
-
Ⅹ
の
精
神
状
態
'
特
に
そ
の
無
為

(U
n
tatig
k
e
it)
は
､
主
と
し
て
､
-
無
意
識
的
な
場
合
も
含
む
-
Ⅹ
に
と

っ
て
好
都
合
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
生
活
保
障
を
求
め
る
努
力
叉
は
想
像
上
の
法
的
地
位

へ
の
執
着
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
-
そ
こ
で
は
事
故
が
生
活
闘
争
の
困

難
さ
を
避
け
る
た
め
の
誘
因
と
さ
れ
て
い
る
㌧

と
い
う
結
論
に
鑑
定
が
至
る
の
で
あ
れ
ば
､
当
然
そ
の
よ
う
な
結
果
は
も
は
や
加
害
者
に

は
法
的
に
帰
寮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
単
に
被
害
者
の
身
体
及
び
精
神
の
回
復
に
不
利
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
の
固
定
化

北法63(3･37)697



説

(v
e

rfestigun
g
)

へ
の
寄
与
は
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
理
由
か
ら
､
権
利
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
及
び
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
患
者
の
請
求
権
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
の
制
限
は
､
因
果
関
係
の
欠
如
か
ら
で
は
な
い
が
､
損
害
填
補
の
意
義
及
び

論

衡
平

(B
illi
gkei

t

)

の
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
･
･(P
j･･
｣
｡

本
判
決
に
よ
れ
ば
､
被
害
者
の
精
神
疾
患
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
､
損
害
賠
償
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
か
え

っ
て
被
害

者
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
状
態
の
回
復
が
困
難
な
も
の
に
な
る
た
め
､
加
害
行
為
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
し
ょ
う
と
も
'
損

害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
判
断
に
つ
き
､
本
判
決
で
B
G
H
は
､
責
任
制
限
の
根
拠
を
損
害
填
補
の
意

義
及
び
衡
平
の
理
念
を
媒
介
と
し
た
被
害
者
の
救
済
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
'
極
め
て
法
政
策
的
な
判
断
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

本
判
決
の
述
べ
る
損
害
填
補
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
に
つ
い
て
は
'
ヴ
オ
ル
フ
(1.
G
.
W
o
lf)
が
適
切
に
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
は
､

本
判
決
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
を
排
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
同
命
題
の
適
用
の
範
囲
を
狭
め

(33
)

た
と
し
て
批
判
的
で
あ
る

が

､
本
判
決
が

｢損
害
填
補
の
意
義
｣
を
持
ち
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
､
(正
し
い
)
判
決
に
到
達
す
る
た
め
の

重
要
な
方
向
付
け
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
'
同
時
に
､
こ
れ
を
具
体
化
す
る
際
に
は
､
治
療
上
の
考
慮
及
び
各
々
の
心
情
解

釈
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
注
意
を
喚
起
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
法
秩
序
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
て
い
る
が
､
そ
れ
は
法
秩
序

が
被
害
者
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
-
'
損
害
を
被
害
者
か
ら
加
害
者

へ
転
嫁
す
る
こ
と
が
公
正

(gerecht)
で
あ
る
と
思
わ

(34
)

れ
る
か
ら
で
あ

る

｡
彼
の
見
解
を
換
言
す
る
な
ら
ば
､
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
は
､
損
害
の
転
嫁
が
そ
の
第

一
日
的
な
の
で
あ

-
､
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
と
い
う
名
を
借
り
た
､
法
政
策
的
な
被
害
者
救
済
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
鐘
で
あ

ろ
う
｡

ま
た
､
ヴ
オ
ル
フ
は
'
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
損
害
の
転
嫁
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
被
害
者
が
､
器
質
性

の
も
の
で
な
-
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤

っ
た
態
度

(Fehlha
ltun
g
)
と
し
か
説
明
の
つ
か
な
い
労
働
不
能
状
態
に
よ

っ
て
生
じ
た
と
こ

北法63(3･38)698



損害賠償法における素因の位置 (4)

ろ
の
所
得
喪
失
の
賠
償
を
請
求
し
た
の
で
あ
れ
ば
'
損
害
賠
償
請
求
権
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
､
す
な
わ
ち
損
害
を
惹
起
す
る
状
態
を
継
続
さ
せ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
付
け
で
は
'
訴
え
は
棄
却
さ
れ
な
い
｡
こ
う
し
た
理
由
づ
け
は
､
現
実
的
に
は
適
切
で
あ
ろ
う
が
､
し
か
し
､

医
学
的

･
治
療
的
視
点
に
過
ぎ
な
い
｡
法
的
評
価
と
し
て
は
､
被
害
者
の
救
済
で
は
な
-
'
専
ら
こ
の
損
害
を
も
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と

が
公
正

(g
e
recht)か
否
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
判
断
に
際
し
て
は
､法
秩
序
が
｢異
常
な
｣
心
理
的
反
応
を
心
理
的
に
｢正

常
に
｣
克
服
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
た
め
'
異
常
な
心
理
的
反
応
に
よ
っ
て
彼
の
状
態
に
生
ず
る
損
害
は
行
為
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
は

(35
)

な
い
と
い
う
理
由
づ
け
だ
け
で
､
治
療
を
免
れ
な
か
っ
た
被
害
者
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
と
す

る

｡

本
判
決
以
降
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
つ
い
て
賠
償
を
認
め
な
い
と
い
う
命
題
自
体
は
引
き
継
が
れ
て
い
た
が
､
そ
の
根
拠
は
完
全

に

1
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
当
初
は
､
冒
-2
0
】

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
し
た
､
｢単
に
被
害
者
の
身
体
及

び
精
神
の
回
復
に
不
利
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
の
固
定
化
へ
の
寄
与
が
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
｣
と
い
う
見
解
が
支
持
さ
れ
て
い

た
が
'
別
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
帰
責
性
を
否
定
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
｡

(

二)

B
G
H
l
九
六
五
年
九
月
二
八
日
の
意
義

冒

･34
3

B
G
H
l
九
六
五
年
九
月
二
八
日
判
決

(B
G
H

N
IW

1965.
2
2
9
3
)
は
､

1
般
予
防
的
な
医
学
的
目
標
設
定
に
つ
い
て
言
及

(36
)

す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
及
び
権
利
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ
い
て
も
賠
償
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
は
､
そ
れ
に
加
え
て
､
法
の
社

会
的
機
能
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
-
･･･ま
さ
に
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
誤
っ
た
態
度

(F
eh
lh
altu
n
g
)
に
対
す
る
補
償

義
務

(A
usgleichpflich
t)
を
寛
大
に
法
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
､
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
増
強
し
､
か
つ
､
こ
の
観
点
で
は
虚
弱

(3

7
)

な
者
が
再
び
労
働
生
活
に
適
合
す
る
努
力
が
無
に
帰
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で

あ

る

｣
｡

ま
た
'
本
判
決
は
､

冒
-2
0
山

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
と
は
異
な
り
､
損
害
賠
償
請
求
を
否
認
す
る
こ
と
で
被
害
者
が
自

(38
)

ら
の
不
全
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
'
損
害
賠
償
を
否
定
す

る

.
冒
･2
0
由

B
G
H

一

北法63(3･39)699



説

九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
は
､
被
害
者
が
自
ら
の
誤

っ
た
態
度
を
､
損
害
賠
償
請
求
を
断
念
す
る
こ
と
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
､
本
判
決
は
克
服
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
判
断
は
左
右
さ

論

れ
な
い
と
い
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
被
害
者
の
誤

っ
た
態
度
を
賠
償
義
務
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
翫

㌣

こ
れ
に
対
し
て
､
メ
デ
ィ
ク
ス

(D
.

Medius
)
は
異
議
を
唱
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
本
判
決
は
損
害
賠
償
の
目
的
の
論
拠
が
機
能
し
な
い

場
合
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
､
さ
し
あ
た
り
B
G
B
二
五
四
条
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
次
い
で
帰
寮
性
関
連
が

(40)

(41
)

完
全
に
否
定
さ
れ
る
の
は
極
端
な
損
害
素
因
の
場

合

に
限
ら
れ
る
と
す
る
の
が
よ
り
当
然
で
あ

る

｡
B
G
B
二
五
四
条
の
適
用
が
考
え
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
､
メ
デ
ィ
ク
ス
は
克
服
可
能
性
を
重
視
し
た
見
解
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

ま
た
､
シ
ュ
テ
フ
エ
ン

(E
.
S
t
e
fEe
n
)

は
､
本
判
決
は

冒
･2
0
山

B
G
H
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
す
損
害
賠
償
の
承
認
が

被
害
者
の
不
全
状
態
を
固
定
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
離
れ
て
い
る
と
解
す
る
.
す
な
わ
ち
､
冒

･2
0
山

B
G
H
l
九
五
六

年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
す
理
由
に
よ
る
と
､
被
害
者
は
､
療
養
す
る
こ
と
を
法
的
に
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
､
つ
ま
り
賠
償
を
得
る
た

め
に
は
自
ら
積
極
的
に
症
状
克
服
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
こ
う
し
た
要
請
は
､
医
学
的
に
は
根
拠

が
な
-
'
ま
た
責
任
法
の
責
務
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
批
判
す
る
｡
そ
こ
で
'
彼
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ
き
､

加
害
者

へ
の
帰
寮
が
否
定
さ
れ
る
根
本
的
理
由
を
､
不
法
な
侵
害
と
の
違
法
性
関
連
の
欠
如
に
求
め
る
｡
そ
の
際
､
彼
は
'
違
法
性
関
連
の

(42)

欠
如
に
つ
き
､
結
晶
化
点

(K
ristal
lisati
onspunk
t)
と
表
現
さ
れ
る
､
原
因
の
交
換
可
能
性
の
観
点
か
ら
説
明
す

る

.
そ
れ
で
は
'
次
に
､

原
因
の
交
換
可
能
性
の
観
点
か
ら
の
加
害
者
の
免
責
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
｡

北法63(3･40)700

二

原
因
の
交
換
可
能
性
か
ら
の
免
責

冒
･2
0
】

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
し
た
例
外
準
則
は
'
被
害
者
の
身
体
的

･
精
神
的
状
態
の
回
復
の
た
め
に
は
損
害



損害賠償法における素因の位置 (4)

賠
償
を
承
認
す
る
こ
と
は
か
え

っ
て
被
害
者
の
不
利
益
で
あ
る
と
す
る
被
害
者
救
済
を
前
面
に
出
し
た
極
め
て
法
政
策
的
な
判
断
で
あ

っ
た

と
こ
ろ
､
冒
･34
3

B
G
H
一
九
六
五
年
九
月
二
八
日
判
決
は
'
損
害
賠
償
請
求
を
否
認
す
る
こ
と
で
被
害
者
が
自
ら
の
不
全
状
態
を
克
服

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
損
害
賠
償
を
否
定
す
る
こ
と
で
'
B
G
H
と
し
て
は
法
政
策
的
な
判

断
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
冒
3
5
山

B
G
H
l
九
七
九
年
五
月
八
日
判
決

(B
G
H
N
IW

L979,)9
3
6
)

は
､
さ

ら
に
法
政
策
的
判
断
か
ら
離
れ
､
目
的
的
関
連
性
及
び
侵
害
行
為
の
交
換
可
能
性
か
ら
帰
責
を
否
定
す
る
｡

本
判
決
の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
Ⅹ

(
1
九
三
〇
年
生
､
ギ
リ
シ
ャ
国
籍
保
有
者
)
が
､

1
九
七
〇
年
に
外
国
人
労
働
者
と
し
て

ド
イ
ツ
に
入
国
し
､
先
に
入
国
し
職
業
を
得
て
い
た
Ⅹ
の
奏
及
び
子
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
｡
Ⅹ
は
､

1
九
七
二
年
三
月
二

l

日
に
Y
病
院
に
て
脱
腸
手
術
を
受
け
､
同
年
三
月
二
七
日
か
ら
四
月

1
日
ま
で
M
e
g
a
cillin

(
ペ
ニ
シ
リ
ン
の

一
種
)
注
射
を
大
背
筋
に
受

け
続
け
た
と
こ
ろ
､
左
足
不
随
の
障
害
を
被
-
､
以
降
稼
働
不
能
と
な

っ
た
｡
そ
の
た
め
Ⅹ
は
､
Y
に
対
し
て
所
得
喪
失
の
賠
償
並
び
に
慰

謝
料
を
請
求
し
た
の
が
本
件
の
事
案
で
あ
る
.
第

1
審
及
び
控
訴
審
と
も
に
Ⅹ
の
請
求
を
棄
却
.
X
が
上
告
.
本
判
決
に
お
い
て
B
G
H
は
､

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
意
味
で
の
欲
望
観
念
に
起
因
す
る
所
得
喪
失
は
賠
償
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
を
離
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
の
理

由
づ
け
を
上
述
の
二
判
決
と
異
に
す
る
｡

｢確
か
に
､
当
審
は
判
例
を
離
れ
な
い
｡
所
得
喪
失
は
､
身
体
的
損
害
に
よ

っ
て
惹
起
さ
れ
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
意
味
に
お
け

る
欲
望
観
念
の
み
に
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
､
賠
償
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
で
あ
る
｡
こ
の
関
係
で
は
､
上
告
が
批
判
す
る
､
単
に
被
害
者

の
身
体
及
び
精
神
の
回
復
に
有
害
な
状
態
の
固
定
化
に
寄
与
す
る
こ
と
は
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
と
い
う
命
題
が
根
拠
と
し
て
存
続

す
る
か
否
か
は
未
決
定
で
あ

っ
て
よ
い
｡
当
審
は
､
す
で
に
､
損
害
賠
償
が
被
害
者
の
誤

っ
た
態
度

(Feh-haぎ
n
g
)
を
改
善
す
る
望
み

が
な
い
場
合
に
も
命
題
は
損
害
賠
償
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
命
題
を
離
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
本
件
で
は
､
次
の
こ
と
で
十
分
で

あ
る
O
す
な
わ
ち
､
身
体
侵
害
の
不
法
の
内
容

(U
nrechtsgehalt)
と
そ
れ
を
端
緒
と
す
る
欲
望
観
念
と
の
間
に
理
解
で
き
る
目
的
的
関

北法63(3･41)701



説

連
性
が
存
在
せ
ず
､
損
害
事
件
が
'
む
し
ろ
'
そ
の
本
質
に
よ
れ
ば
交
換
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
､
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
と
っ
て
の

〝結
晶

化
点

(K
ristal
1isat
ionpunk
t
)ク
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
'
加
害
事
象
と
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
帰
責
関
連
は
肯
定
さ
れ

･

ノ
･

J
I

-･
･

1
本
判
決
で
は
､加
害
行
為
は
被
害
者
が
欲
望
観
念
を
抱
-
に
至

っ
た

｢結
晶
化
点
｣
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
帰
寮
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
､

こ
こ
で
い
う

｢結
晶
化
点
｣
と
は
､
当
該
侵
害
行
為
と
は
別
の

｢適
切
な
｣
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
同
様
に
被
害
者
は
欲
望
観
念
を
抱

-
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
り
､
被
害
者
の
精
神
損
害
は
､
別
の

｢適
切
な
｣
行
為
で
あ
っ
て
も
生
じ
得
た
わ
け
で
あ
る
た
め
､
本
質

(
S

)

的
に
交
換
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す

る

｡
こ
の
場
合
､
侵
害
行
為
と
損
害
と
の
相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
､

そ
れ
は
侵
害
行
為
が
無
価
値
な
の
で
は
な
-

(侵
害
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
の
で
は
な
-
)
､
事
実
上
の
原
因
関
係
は
存
在
す
る
が
､
被

害
者
の
1
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
も
の
と
し
て
交
換
可
能
な
の
で
あ
-
､
侵
害
行
為
と
損
害
と
の
違
法
性
関
連
が
存
在
し
な
い
た

(45
)

め
帰
寮
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ

る

｡

北法63(3･42)702

三

帰
寮
さ
れ
う
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

ー

現
実
神
経
症

･
転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)

こ
れ
ま
で
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
関
す
る
賠
償
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
｡
と
こ
ろ
で
'
同
じ

｢
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

(棉

経
症
)｣
で
あ

っ
て
も
'加
害
者
の
帰
寮
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
次
の
現
実
神
経
症
と
転
換
神
経
症
(蘇

換
性
障
害
)
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
､定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
異
な
り
､欲
望
観
念
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
な
い
ノ
イ
ロ
ー

(46
)

ゼ
と
し
て
帰
寮
関
係
が
肯
定
さ
れ
て
い

る

｡

(

1

)
現
実
神
経
症

現
実
神
経
症

(A
k
tu
al
N
eurose
)
と
は
'
現
実
成
果
に
お
け
る
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

(欲
求
不
満
)
や
現
実
不
安
が
蓄
積
し
て
大



損害賠償法における素因の位置 (4)

き
な
精
神
的
ス
-
レ
ス
が
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
､
す
な
わ
ち
､
｢現
実
的

･
外
部
的
な
原
因
｣
に
よ
っ
て
発
症
す
る
神
経
症
で

(47
)

あ

る

｡

(48
)

こ
の
現
実
神
経
症
の
場
合
に
つ
い
て
は
､
判
例
上
､加
害
者
へ
の
帰
貴
が
認
め
ら
れ
て
い

る

｡
上
述
の
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
､

｢現
実
的

･
外
部
的
な
原
因
｣
(侵
害
行
為
)
が

｢結
晶
化
点
｣
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
帰
責
性
が
排
除
さ
れ
て
い
た
が
､
現
実
神
経
症
の
場

合
に
は
'
被
害
者
の
人
格
形
成
上
も
と
も
と
備
え
て
い
た
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
発
症
す
る
に
至
っ
た

｢現
実
的

･
外
部
的
原
因
｣
で
あ
る
侵
害
行

為
は
､
｢結
晶
化
点
｣
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
被
害
者
の
精
神
的
損
害
は
'
侵
害
行
為
の
際
に
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

こ
と
に
よ
-
､
主
要
か
つ
直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
､
幾
重
に
も
侵
害
行
為
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
､
帰

(49
)

資
性
は
排
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

(二
)
転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)

転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)
は
､
以
前
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
､
精
神
的

-
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
や
葛
藤
が

原
因
で
発
症
す
る
神
経
症
で
あ
る
｡
患
者
は
そ
う
し
た
ス
ト
レ
ス
や
葛
藤
を
､
無
意
識
の
う
ち
に
身
体
症
状

へ

｢転
換
｣
す
る
た
め
､
転
換

神
経
症

(転
換
性
障
害
)
と
称
さ
れ
る
｡

転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)
は
､
被
害
者
が
事
故
及
び
事
故
に
よ
る
身
体
的
結
果
を
精
神
的
に
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
点
で
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
同
様
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
よ
う
に
将
来
的
に
加
害
者
又
は
公
共

(A
t1g
e
m
ein
h
eit)
が
被
害
者
の
生
計
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
被
害
者
が
自
ら
の

内
的
葛
藤
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
'
自
尊
心
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
'
無
意
識
的
に
事
故
を
潜
在
的
な
内
的
葛
藤
を
補
う
き

っ
か
け

と
し
て
利
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
故
経
過
の
誤

っ
た
消
化
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
､
帰
責

(50
)

性
は
排
除
さ
れ
な
い
｡

北法63(3･43)703



読

も

っ
と
も
､転
換
神
経
症
(転
換
性
障
害
)
は
､
ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
り
な
い
よ
う
な
誘
因
(A
nl
a
ss)
に
よ
っ
て
も
発
症
す
る
場
合
が
あ
る
｡

(51
)

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
､
被
害
者
の

1
般
生
活
上
の
危
険
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
と
し
て
違
法
性
関
連
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る

｡
し
か

諭

し
､
そ
の
よ
う
な
場
合
は
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
､
通
例
は
､
加
害
者
は

窟

害
な
素
因
〟

を
有
す
る
被
害
者
を
引
き
受
け
な
け

(52
)

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る

｡

北法63(3･44)704

四

精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則

(
こ

以
上
､
考
察
し
て
き
た
精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
を
敷
街
す
る
な
ら
ば
'
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡

第

一
に
､
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
破
ら
れ
'
加
害
者

へ
の
帰
責
は
排
除
さ
れ
る
.
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
加
害
者
が
免
責
さ
れ
る
理
由
は
､
①
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
に
反
し
､
賠
償
を
与
え
る
こ
と
で
む
し
ろ
被

害
者
の
損
害
の
回
復
が
困
難
に
な
る
′,
ま
た
は
,
法
の
社
会
的
機
能
に
反
し
,
賠
償
を
与
え
る
こ
と
で
社
会
復
帰
が
困
難
に
な
る
､
と
い
う

被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
た
法
政
策
的
な
判
断
を
す
る
も
の
か
ら
､
法
政
策
的
判
断
か
ら
離
れ
'
②
損
害
賠
償
を
否
定
し
た
と
し
て
も
､
被

害
者
が
自
ら
不
全
状
態
を
克
服
す
る
可
能
性
が
な
-
と
も
､
被
害
者
の
誤

っ
た
態
度

(F
eh-ha
ぎ
n
g
)
を
加
害
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
も
の
や
､
③
侵
害
行
為
は
､
欲
望
観
念
の

｢結
晶
化
点
｣
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
ず
'
本
質
的
に
は
交
換
可

能
で
あ
る
'
す
な
わ
ち
'
偶
然
的
な
原
因
に
過
ぎ
な
い
た
め
'
被
害
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
り
､
侵
害
行
為
と

損
害
と
の
違
法
性
関
連
が
存
在
し
な
い
と
し
て
､
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
､
な
ど
と
そ
の
理
由
は
変
遷
を
と
げ
て
い
る
｡

他
方
で
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
､
現
実
神
経
症
と
転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
は
'
賠
償
観
念
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
な
い
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
し
て
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
区
別
さ
れ
､
原
則
と
し
て
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
｡

第
二
に
'
精
神
的
損
害
の
発
生
が

1
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
､
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
被



損害賠償法における素因の位置 (4)

害
者
の
精
神
的
損
害
を
惹
起
し
た
原
因

(侵
害
行
為
)
が
､
取
る
に
足
り
な
い
､
任
意
の
別
の
原
因
と
交
換
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
れ

ば
､
被
害
者
の
精
神
的
損
害
は
､
む
し
ろ
､
一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
で
あ
り
､
被
害
者
は
自
ら
そ
れ
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､

帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(二
)
以
上
の
よ
う
な
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
は
､
学
説
で
は
異
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ

っ

た
｡
と
り
わ
け
､
被
害
者
救
済
と
い
う
法
政
策
的
な
判
断
の
下
で
帰
寮
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
医
学
的
評
価
に
す
ぎ
な
い
と

(53
)

の
批
判
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る

｡
そ
の
た
め
､
判
例
は
､
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
離
れ
て
､

1
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
の
責

任
制
限
を
試
み
る
も
の
が

1
枚
的
に
な

っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.

ま
た
､
学
説
で
は
､
ラ
ン
ゲ

(H
.
L
ange)
が
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
の
場
合
に
お
け
る
被
害
者
の
誤

っ
た
態
度

(F
ehihal
tung)

に
つ
き
'
加
害
者
の
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
-
､
帰
責
性
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
｡
す
な
わ
ち
､
欲

(54
)

望
観
念

(原
文
で
は
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
)
は
､
何
人
も
自
分
自
身
で
責
任
を
負
う
べ
き
内
部
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ

る

｡
こ
の
欲
望
観
念

(
55
)

が
現
実
化
し
'
精
神
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
と
い
う
の
は
､
被
害
者
に
最
低
限
の
精
神
的
抵
抗
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る

｡
こ
の
よ
う

に
ラ
ン
ゲ
は
'
最
低
限
の
抵
抗
力
と
い
う
基
準
に
よ
-
､
そ
れ
を
下
回
っ
た
場
合
に
限

っ
て
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
精
神
的
損
害
の

発
生
を

一
般
生
活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
｡
ラ
ン
ゲ
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
､
帰
責
性

が
否
定
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
お
り
､
原
則
は
帰
寮
性
を
肯
定
す
る
｡
他
方
で
､
帰
寮
性
が
認
め
ら

れ
た
と
し
て
も
､
被
害
者
が
自
分
自
身
の
欲
望
観
念
に
逃
げ
込
む
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
､
被
害
者
が
そ
の
観
念
か
ら
再
び
逃
れ

(56
)

る
た
め
に
期
待
さ
れ
う
る
こ
と
を
全
て
尽
-
し
た
か
否
か
は
､
別
途
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
｡
こ
の
審
理
は
､
す
な
わ
ち
､

B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
責
の
成
否
の
審
理
で
あ
る
｡

し
か
し
､
学
説
は
'
共
働
過
貴
の
成
立
に
つ
い
て
も
消
極
的
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
被
害
者
の
共
働
過
貴
を
問
う
た
め
に
は
､
被
害
者

北法63(3･45)705



説

に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
克
服
可
能
性
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る
が
､
し
か
し
､
｢加
害
者
は
､
ク適
切
に
体
験
を
精
神
的
に
消
化
″

す
る
こ
と
の
で

(57
)

き
る
被
害
者
を
侵
害
し
た
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い

｣
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
､
素
因
不

論

考
慮
命
題
の
い
う

｢虚
弱
な
者
｣
に
は
､
｢適
切
に
体
験
を
精
神
的
に
消
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
｣
も
ま
た
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
｡

北法63(3･46)706

第

三

節

被
害
者
の
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化

第

1
款

加
害
者
免
責
の
定
式

原
則
と
し
て
､
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
な
脆
弱
性
が
素
因
と
し
て
損
害
の
発
生

･
拡
大
に
寄
与
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
､
素
因
不
考
慮

命
題
が
妥
当
し
､
加
害
者
は
責
任
を
免
れ
な
い
こ
と
は
､
既
に
確
認
し
た
と
お
-
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆

弱
性
に
つ
い
て
は
'定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
た
､被
害
者
の
｢誤

っ
た
態
度
(F
ehlhal
t
ung)｣
'
す
な
わ
ち
､

｢体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
｣
が
問
題
と
さ
れ
る
｡
つ
ま
-
､
被
害
者
が
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
る
が
故
に
､
不
法
行
為
体
験
を
適
切
に

精
神
的
に
消
化
し
き
れ
ず
､
損
害
と
し
て
顕
在
化
し
て
し
ま

っ
た
場
合
に
､
加
害
者
は
責
任
を
負
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の

で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
判
例
上
は
､
一
定
の
場
合
に
限
り
､
加
害
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
と
き
判
例
で
は
､

上
述
し
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
が
修
正
さ
れ
､
｢加
害
事
象
が
全
-
と
る
に
足
り
な
い
も

の
で
あ
り
､
か
つ
､
被
害
者
の
精
神
的
反
応
が
具
体
的
場
合
に
お
い
て
誘
因
に
比
し
て
重
大
な
不
均
衡
と
な
る
た
め
'
も
は
や
全
-
理
解
で

(58
)

き
な
い
｣
､
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い

る

｡
こ
の
定
式
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
､
冒
･37
3

B
G
H
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判



損害賠償法における素因の位置 (4)

(
59
)

決
と

冒
･3
∞】
1
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
で
あ

る

｡

1

B
G
H
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決

(
こ

事
案
と
判
旨

冒
.37
3

B
G
H
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決

(B
G
H
Z

132.34
1)
の
事
実
の
概
要
は
'大
要
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡
Ⅹ
(当
時
四
六
歳
)

は
､

l
九
八
三
年
八
月
二
五
日
に
交
通
事
故
に
遭
い
､
頚
椎
脊
柱
管
の
鞭
打
ち
症
を
伴
う
頚
椎
脊
柱
管
及
び
胸
椎
脊
柱
管
の
打
撲
症
な
ど
の

傷
害
を
被

っ
た
｡
な
お
､
Ⅹ
は
､
す
で
に

一
九
六
五
年
か
ら

1
九
八
二
年
ま
で
の
間
に
八
回
交
通
事
故
に
遭
い
傷
害
を
被

っ
た
こ
と
が
あ

っ

た
｡
X
は
､
事
故
日
以
降
複
数
の
病
院
に
入
院
し
て
も
'
そ
の
状
態
に
明
ら
か
な
改
善
は
な
か

っ
た
｡
そ
の
後
､
Ⅹ
は
､
嘱
託
医
か
ら
'
最

終
的
に
就
労
不
能
で
あ
る
と
の
診
断
を
受
け
､

1
九
八
五
年

二

月

1
日
付
け
で
退
職
さ
せ
ら
れ
｡
そ
こ
で
Ⅹ
は
､
逸
失
利
益
の
賠
償
と
少

な
く
と
も
2
5
0
0
0
D
M

程
度
の
慰
謝
料
'
並
び
に
そ
の
他
全
て
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
義
務
の
確
認
を
請
求
し
た
｡
第

一
審
は
請
求
を
棄
却
.

控
訴
審
は
､
37
5
0
0
D
M

の
慰
謝
料
と
主
張
さ
れ
た
財
産
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
､
並
び
に
逸
実
利
益
を

一
部
認
容
し
､
確
認
の
訴
え
も
認

容
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
Y
が
上
告
｡
上
告
棄
却
｡

B
G
H
は
'
本
判
決
に
お
い
て
､
精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
及
び
そ
の
例
外
準
則
に
つ
き
'
以
下
の
三
点
に
言
及
す
る
｡

第

一
に
､
被
害
者
の
損
害
に
対
す
る
特
別
な
脆
弱
性
は
責
任
法
的
に
加
害
者
の
責
任
と
さ
れ
る
と
い
う
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
原
則
と
し

て
､
通
常
は
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
か
ら
生
じ
る
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

(60
)

よ
る
体
験
の
誤

っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損

害

に
つ
い
て
も
､
｢精
神
性
の
後
続
損
害
に
対
し
加
害
者
は
､
そ
の
後
続
損
害
が

以
前
か
ら
あ

っ
た
精
神
的
な
病
気
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
消
化
に
由
来
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
､
責
任
法
上
'
原
則
と
し
て
､

(61
)

責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｣
と
し
て
､
原
則
と
し
て
帰
寮
性
を
認
め
る
こ
と
を
明
言
す
る
｡
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説
哉 ゝ
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第
二
に
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
体
験
の
誤

っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
の
帰
資
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
､
定
期
金
ノ

(62
)

イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
､
依
然
と
し
て
､
加
害
者
の
責
任
は
否
定
さ
れ

る

｡

第
三
に
'
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
も
､
身
体
的
損
害
の
場
合
と
同
様
に
'
極
端
な
損
害
素
因
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
責
任
が

制
限
さ
れ
る
｡
こ
の
場
合
'
｢加
害
事
件
が
全
-
取
る
に
足
-
な
い
も
の
で
あ
-

(B
a
g
atet1)
､
か
つ
'
被
害
者
の
損
害
素
因
に
特
別
に
影

響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
､
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま

っ
た
-
理
解
で

(63
)

き
な
い
場
合
｣
に
限
ら
れ

る

｡

(64
)

そ
し
て
､
本
件
に
お
い
て
は
､
Ⅹ
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
雁
患
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ

ず

､
ま
た
､
Ⅹ
は
､
本
件
事
故
に
お
い
て

自
動
車
が
全
損
す
る
ほ
ど
の
衝
突
を
し
て
お
り
､
そ
の
際
脳
震
盗
､
頚
椎
の
む
ち
う
ち
症
並
び
に
身
体
の
他
の
部
分
に
挫
傷
､
打
撲
等
の
傷

(65
)

害
を
被

っ
て
お
り
､
事
故
は
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
､
帰
寮
性
は
排
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ

た

｡

(二
)
本
判
決
の
意
義

B
G
H
は
､
現
代
医
学
に
お
け
る
精
神
身
体
医
学
的
方
向
性
を
反
映
し
て
お
-
､
本
判
決
に
お
い
て
､
精
神
的
損
害
の
取
-
扱
い
を
広
範

囲
に
身
体
的
損
害
の
取
り
扱
い
に
適
合
さ
せ
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
す
る
方
向
に
あ
る
｡
本
判
決
で
は
､
そ
の

一
環
と
し
て
'
素
因
不

考
慮
命
題
は
､
被
害
者
の
単
な
る
精
神
的
脆
弱
性
だ
け
で
な
-
'
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤

っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
に
も

(6

6
)

安
当
す
る
も
の
と
定
式
化
し
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
さ
せ
て

い

る

｡

も

っ
と
も
､
本
判
決
で
は
､
上
述
第
二
で
見
た
よ
う
に
､
依
然
と
し
て
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
と
の

(67
)

立
場
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
責
任
設
定
的
帰
寮
性

(因
果
関
係
)
に
つ
い
て
は
'
厳
格
な
帰
寮
性
が
要
求
さ
れ
て
お

り

､
定
期
金

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
す
る
例
外
準
則
は
'
責
任
設
定
的
因
果
関
係
の
厳
格
さ
と
い
う
点
で
､
例
外
性
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

ま
た
､
B
G
H
が
､
素
因
が
極
端
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
､
加
害
事
件
が
全
-
取
る
に
足
牲
な
い
も
の
で
あ
り
､
か
つ
､
被
害
者

北法63(3･48)708



損害賠償法における素因の位置 (4)

の
損
害
素
因
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
-
､
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に

も
は
や
ま

っ
た
-
理
解
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
､
新
た
な
例
外
準
則
を
定
式
化
し
た
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
｡
こ
の
例

外
準
則
は
､

壷

生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
に
よ
る
責
任
制
限
を
定
式
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
転

㌣

二

B
G
H
l
九
九
七
年
二

一
月

二

日
判
決

(
こ

事
案
と
判
旨

冒
･3
8】
B
G
H
l
九
九
七
年

二

月

一
一
日
判
決

(B
G
H
Z
137.
14
2
)

の
事
実
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
.
X
は
､

1
九
八
六

年
二
月
三
日
t
Y
が
付
保
す
る
乗
用
車
と
衝
突
し
'
ド
ア
枠
に
頭
を
打
ち
付
け
た
｡
X
は
､
事
故
後
外
来
診
察
を
受
け
た
と
こ
ろ
､
む
ち
う

ち
症
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
､
医
師
の
所
見
に
よ
る
と
､
五
日
間
の
労
働
不
能
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
Ⅹ
は
そ
の
後
も
さ
ら

な
る
身
体
侵
害
と
麻
痔
症
状
と
を
訴
え
た
.
X
は
'
そ
の
苦
痛
を
理
由
と
し
て
､

1
九
八
七
年
に

一
九
八
二
年
以
来
営
ん
で
き
た
家
具
店
を

た
た
ん
だ
｡
そ
こ
で
Ⅹ
は
､
月
々
支
払
わ
れ
る
定
期
金
を
控
除
し
た
月
3
,360D
M
の
生
業
損
害
の
賠
償
､
5.0
0
O
D
M

の
慰
謝
料
並
び
に
将

来
的
損
害
に
対
す
る
Y
の
定
期
金
義
務
の
確
認
を
請
求
し
た
.

第

1
審
及
び
控
訴
審
は
Ⅹ
の
請
求
を
棄
却
｡
X
が
上
告
｡
上
告
破
棄
差
戻
し
｡

本
判
決
で
B
G
H
は
､
冒
3
7
山

一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
新
た
な
例
外
準
則
の
本
件

へ
の
適
用
の
可
否
と

Ⅹ

の
精
神
障
害
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
､
次
に
よ
う
に
判
示
し
た
｡

第

l
に
､
本
件
事
故
が

冒
･3
7
山

一
九
九
六
年

四
月
三

〇
日
判
決
に
お

い
て
示
さ
れ
た
例
外
準
則

の
意
味
に
お
け
る
僅
少
事
例

(B
agatellfal))
と
し
て
帰
責
が
排
除
さ
れ
る
ほ
ど
僅
少
で
あ

っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
t

B
G
B
八
四
七
条

(硯
二
五
三
条
)
に
基
づ
-
罪

財
産
的
損
害
の
賠
償
の
否
定
に
つ
き
発
展
さ
せ
た
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
､
｢
そ
れ
に
よ
る
と
､
本
質
的
な
生
活
態
度
の

北法63(3･49)709



説

侵
害
及
び
持
続
的
後
遺
症
の
な
い
身
体
又
は
健
康
の
僅
少
な
侵
害
に
つ
い
て
は
'

一
時
的
な
､
日
常
生
活
に
お
い
て
典
型
的
か
つ
特
別
な
損

害
事
例
と
は
異
な
る
理
由
で
も
し
ば
し
ば
生
じ
る
身
体
的
叉
は
精
神
的
健
康
の
侵
害
が
問
題
と
な
る
場
合
に
賠
償
は
否
定
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
'

論

第

1
次
侵
害
の
程
度
か
ら
も
性
質
か
ら
も
全
く
取
る
に
足
-
な
い
も
の
で
あ
り
,
か
つ
,
通
常
は
被
害
者
に
持
続
的
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い

侵
害
が
想
定
さ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
被
害
者
は
す
で
に
他
者
と
の
共
同
生
活
が
ゆ
え
に
比
肩
す
る
よ
う
な
健
康
の
障
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
､む
ち
う
ち
症
を
伴
う
頭
部
打
撲
症
が
日
常
生
活
に
と

っ
て
典
型
的
で
は
な
-
'通
例
は
特
別
な
損
害
事
件
と
結
び
つ
い
て
お
り
'

本
件
で
は
侵
害
は
明
ら
か
に
Ⅹ
の
複
数
日
に
及
ぶ
労
働
不
能
を
も
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

(69)

よ
う
に
､
本
件
で
確
認
さ
れ
た
Ⅹ
の
侵
害
は
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
損
害
像

(S
ch
ad
ensbitd)
を
超
え
て
い
る
｣
と
し
て
事
故
の
僅
少
さ

が
否
定
さ
れ
た
｡
ま
た
t
T
-
二

九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
の
原
則
に
よ
る
と
'
上
述
の
意
味
に
お
け
る
僅
少
な
損
害
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
も
､
場
合
に
よ
っ
て
は
､
加
害
事
件
が
ま
さ
に
被
害
者
の
特
殊
な
損
害
素
因
を
侵
害
し
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
誤

っ
た
展
開
に
対
す
る

一

般
的
な
脆
弱
性
の
み
を
侵
害
し
た
の
で
は
な
い
場
合
に
は
'
精
神
的
後
続
損
害
の
帰
責
は
正
当
化
さ
れ
う
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
身
体
的
損
害

と
精
神
的
損
害
と
を
同
等
に
扱
う
原
則
か
ら
結
果
と
し
て
導
か
れ
る
｡
こ
の
原
則
に
よ
り
､
加
害
者
は
同
様
に
被
害
者
の
特
別
な
損
害
素
因

(70
)

を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｣
の
で
あ
る
が
､
本
件
は
僅
少
と
い
う
点
で
責
任
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
､
本
件
で
は
問
題
と
な
ら

な
い
と
さ
れ
た
｡

第
二
に
､
控
訴
審
で
は
､
Ⅹ
の
人
格
障
害
､
婚
姻
状
況
及
び
労
働
状
況
の
た
め
､
他
の
日
常
生
活
で
発
生
が
避
け
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ

っ

た
と
し
て
も
同
じ
反
応
に
至

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
､
本
件
事
故
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
結
晶
化
点
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
､
Y
の
責
任
は
否

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
本
判
決
で
は
､
｢
Ⅹ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
に
関
す
る
鑑
定
人
の
説
明
に
鑑
み
る
と
'
控
訴
審
は
､
そ
の
精
神
異
常
が
､

む
し
ろ
､
精
神
的
葛
藤
が
身
体
的
障
害

へ
と
変
化
し
た
転
換
神
経
症

(転
換
性
障
害
)
を
指
し
示
し
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
を
審
理
し
な
け
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損害賠償法における素因の位置 (4)

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
､
同
様
に
､
事
故
と
い
う
出
来
事
の
誤

っ
た
消
化

(F
eh
lv
e
rarb
eit
ung)に
基
礎
を

置
-
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
誤

っ
た
消
化
は
'
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
り
'
も
は
や
働
か
な
-
と
も
よ
い
と
い
う
願
望
を
必
ず
し
も
顧
慮

し
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
'
無
意
識
に
潜
在
的
心
理
的
葛
藤
を
補
う
き

っ
か
け
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
そ
の
結
果
､
こ
の
場
合
に

は
原
則
と
し
て
因
果
関
係
の
帰
寮
が
成
立
す
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
責
任
の
判
断
に
と

っ
て
決
定
的
で
あ

っ
た
の
は
､
Ⅹ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状

態
が
決
定
的
に
欲
望
観
念
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ

っ
た
｡

鑑
定
人
は
､本
件
に
お
い
て
､
1
万
で
､
1
確
か
に
意
識
的
に
近
い

-
Ⅹ
の
転
換

(K

onversion
)
を
出
発
点
と
し
て
い
る
が
､他
方
で
は
､

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
形
成
の
構
成
要
素
と
し
て
保
障
願
望
及
び
賠
償
願
望
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
の
で
､
控
訴
審
は
､
損
害
事
件
に
関
す
る
こ
の
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
帰
責
を
容
易
に
は
否
定
せ
ず
'
こ
の
状
態
を
1
例
え
ば
鑑
定
人
の
追
加
的
尋
問
に
よ

っ
て
-
包
括
的
に
明
確
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

む
ろ
ん
'
こ
の
後
さ
ら
に
必
要
と
な
る
事
実
解
明
に
際
し
て
､
控
訴
審
は
､
次
の
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
新

た
な
心
理
学
上
の
知
見
に
よ
る
と
､
さ
し
あ
た
-
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
発
症
し
た
場
合
に
お
い
て
も
'
定
期
金
願
望
は
確
か
に

一
つ
の
症

状
で
あ
る
が
'
し
か
し
本
質
的
叉
は
単
独
で
決
定
的
な
病
原
性
の
要
因
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
そ
の
よ
う
な
精
神
的
な
誤

っ
た
態
度
に
関
し

て
も
'
被
害
者
の
人
格
構
造
並
び
に
事
故
に
よ

っ
て
発
現
す
る
可
能
性
が
あ

っ
た
誤

っ
た
消
化

(Fehlverarb
e
itu
n
g
)
又
は
著
し
い
ス
ト

レ
ス
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣
と
し
て
､
本
件
で
は
､
転
換
神
経
症

(転
換
性
障

害
)
又
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
あ
る
い
は
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
観
点
か
ら
も
帰
寮
性
は
否
定
さ
れ
ず
､
む
し
ろ
､
欲
望
観
念
に
対
す
る
Ⅹ
の

(71
)

脆
弱
性
が
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
破
棄
差
し
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

な
お
､
本
判
決
で
は
'
損
害
額
の
算
定
に
関
し
､
特
別
な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
協
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の

(72
)

素
因
が
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
き
言
及
さ
れ
て
い
る
が

､
帰
寮
性
と
別
の
論
点
で
あ
る
た
め
､
別
途
考
察
す
る
こ
と
と
す
る

(本
稿
第
四

北法63(3･51)711



説

章
第
三
節
)
｡

(二
)
本
判
決
の
意
義

請

-

本
判
決
で
は
､
m
.3
7
m

九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
新
た
に
示
さ
れ
た
｢加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
-
な
い
も
の
で
あ
り
,

か
つ
､
被
害
者
の
損
害
素
因
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
-
､
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡

が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま

っ
た
-
理
解
で
き
な
い
場
合
｣
に
お
け
る
侵
害
行
為
の
僅
少
性
は
､慰
謝
料
を
否
定
す
る
場
合
の
原
則
に
倣

っ
て
､

1
時
的
な
､
日
常
生
活
に
お
い
て
典
型
的
か
つ
特
別
な
損
害
事
例
と
は
異
な
る
理
由
で
も
し
ば
し
ば
生
じ
る
身
体
や
精
神
の
侵
害
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
う
点
で
､
あ
る
程
度
の
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
も

っ
と
も
､
具

体
的
事
案
に
お
い
て
'
侵
害
行
為
の
僅
少
性
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
'
保
険
料
が
値
上
が
り
す
る
可
能
性
が
懸

(73
)

念
さ
れ
て
い

る

｡

本
判
決
で
よ
り
重
要
な
の
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
認
定
す
る
際
に
は
'
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
が
決
定
的
に
欲
望
観
念
に
よ
-
形
成
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
.
冒
･37
3

一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
で
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合

に
は
依
然
と
し
て
帰
寮
性
は
否
定
さ
れ
る
と
の
姿
勢
が
堅
持
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
が
､
し
か
し
､
責
任
設
定
的
因
果
関
係
の
認
定

が
厳
格
な
も
の
と
な
り
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
認
定
さ
れ
難
-
な
り
､
そ
れ
ゆ
え
例
外
準
則
の
例
外
性
が
際
立

っ
た
と
解
さ
れ
る
が
､

本
判
決
の
判
旨
も
ま
た
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
､
B
G
H
と
し
て
は
､
現
代
の
精
神
身
体
医
学
的

知
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
従
来
､
い
わ
ゆ
る
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
呼
ば
れ
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
て
い
た
事
例
に
つ

い
て
も
､
原
則
と
し
て
帰
寮
を
認
め
る
方
向
に
舵
を
切

っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
｡
そ
し
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係

で
い
え
ば
､
従
来
は
素
因
不
考
慮
命
題
の
第

一
の
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
も
､
原
則
と
し
て
包
含

さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
素
因
不
考
慮
命
題
の
拡
張
で
あ
る
｡

北法63(3･52)712











損害賠償法における素因の位置 (4)

(s
ch
ad
ensd
isp
o
sitioロ
)
及
び
取
る
に
足
-
な
い
要
因
に
関
し
て
は
加
害
者
に
帰
寮
さ
れ
な
い
が
､
被
害
者
の
損
害
素
因
に
関
し
て
は
加

害
者
に
帰
寮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
従
来
の
学
説
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
｡
そ
こ
で
シ
ー
マ
ン
は
､
同
判
決

を
'
取
る
に
足
り
な
い
要
因
が
損
害
素
因
に
影
響
を
与
え
た
場
合
に

(加
害
者
の
)
帰
責
性
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
判
示
し
た
も
の

(86
)

と
理
解
し
て
い

る

｡

ま
た
､
キ
ュ
ー
タ
-
マ
イ
ヤ
ー

(l.
D
.
K
dter
m
eyer)
は
'
例
外
準
則
が
､
被
害
者
の
精
神
的
反
応
と
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ

る
場
合
と
い
う
制
限
を
附
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
'
誘
因
と
反
応
と
の
重
大
な
不
均
衡
に
よ
る
責
任
制
限
は
､
｢何
人
も
最
低
限
の
抵

抗
力
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
命
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
の
で
､
最
低
限
の
抵
抗
力
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
､
ど
の
よ
う
な
事

(87
)

情
に
よ
る
か
は
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
'
損
害
素
因
の
種
類
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡

第
四
節

小
括

本
章
で
は
､
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
と
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
素
因
不
考
慮
命
題

は
'
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
ド
イ
ツ
法
で
は
'
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
扱
い
に
つ
い
て
は
､
特
有
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
｡
R
G
時
代
に
は
､
定
期

金
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
､
加
害
者
の
帰
寮
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
､
B
G
H
の
時
代
に
な
り
､

一
変
し
て
帰
寮
性
が

(88
)

否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
.
R
G
時
代
に
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
も
ま
た
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
範
囲
に
あ

っ
た
も
の

が

､
冒
･2
0
幽

B
G
H
l
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
に
よ
り
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
､
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
B
G
H
は
､
当
時
の
医
学
的
知
見
を
背
景
と
し
て
､
被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
た
法
政
策
的
判
断
か
ら
､
加
害
者
の

北法63(3･57)717



説

帰
責
性
を
否
定
す
る
こ
と
と
し
た
｡
そ
の
後
'被
害
者
救
済
を
目
的
と
す
る
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
例
外
的
取
り
扱
い
は
､次
第
に
'

法
政
策
的
判
断
か
ら
遠
ざ
か
り
､

1
般
生
活
上
の
危
険
の
理
論
に
よ
り
帰
寮
性
が
排
除
さ
れ
る
も
の
と
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

論

る
｡定

期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
-
'
他
方
で
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
､
前
者
と
は
区
別

さ
れ
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
､
精
神
身
体
医
学
の
発
展
に
よ
り
'
両
者
に
は

｢体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
｣
と
い

う
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
-
､
両
者
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
現
在
に
お
い
て
も
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場

合
の
例
外
性
は
維
持
さ
れ
て
は
い
る
が
､
区
別
が
相
対
化
さ
れ
る
に
伴
い
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
欲
望
観
念
の
認

定
に
は
厳
格
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
､
実
際
間
道
と
し
て
は
'
ほ
と
ん
ど
利
用
可
能
性
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
'
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
し
て
も
問
題
と
な

っ
て
い
た
､
｢体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
｣
に
つ
い

て
は
､
｢加
害
事
件
が
全
-
取
る
に
足
-
な
い
も
の
で
あ
り
､
か
つ
､
特
別
に
被
害
者
の
損
害
素
因
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
-
､
具

体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま

っ
た
-
理
解
で
き
な
い
場
合
｣
に
限
り
帰
責
性
が

否
定
さ
れ
る
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
基
本
的
に
は
'

一
般
生
活
上
の
危
険
の

現
実
化
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
通
り
､
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い
て
は
､
｢体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
｣
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
､
素
因
不

考
慮
命
題
の
適
用
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
観
察
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
他
方
で
､
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
範
囲

が
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
加
害
者
の
責
任
を
制
限
す
る
方
法
が
失
わ
れ
､
加
害
者
に
と

っ
て
は
酷
な
状
況
が
生
じ
か
ね
な
い
｡
そ
こ

で
B
G
H
は
､
別
の
方
法
に
よ
る
責
任
制
限
を
試
み
て
い
る
｡
後
掲

冒
･3
∞幽
B
G
H
一
九
九
七
年

二

月

一
一
日
判
決
が
示
し
た
賠
償
額

算
定
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
が
そ
れ
で
あ
る
｡
B
G
H
は
､
帰
責
の
観
点
か
ら
の
責
任
制
限
で
は
な
-
､
加
害
者
の
帰
責
を
認
め
た
上
で
､

北法63(3･58)718



損害賠償法における素因の位置 (4)

賠
償
額
に
よ
っ
て
調
整
を
図
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
､
こ
の
方
向
性
は
､
わ
が
国
の
素
因
減
貴
論
と
同
じ
方
向
を
向

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
次
章
で
は
､
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡
ま
た
､
｢体
験
の
不
適

切
な
精
神
的
消
化
｣
は
t
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
責
と
し
て
把
接
さ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
､
B
G
B
二
五
四

条
と
素
因
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
る
｡

第
四
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面

第

1
節

素
因
不
考
慮
命
題
と
諸
法
理
に
よ
る
減
免
責
の
可
能
性

上
述
第
二
章
及
び
第
三
章
の
検
討
か
ら
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

｢虚
弱
な
者
に
対
し
て
加
害
を
な
し
た
者
は
､
健
康
な
者
に
加
害
を
な
し

た
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
得
な
い
｣
と
い
う
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
損
害
の
帰
寮
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
点
に
こ
そ
日
本
法
と
の
敵
齢
が
見
出
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
わ
が
国
に
お
け
る
素
因
掛
酌
準
則
は
､
損

害
の
加
害
者
へ
の
帰
責
を
認
め
た
上
で
､
素
因
の
影
響
力

(寄
与
度
)
を
考
慮

(掛
酌
)
し
う
る
か
否
か
､
し
う
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
で

あ
る
か
､
そ
し
て
そ
の
際
の
法
律
構
成
は
い
か
な
る
も
の
が
適
切
で
あ
る
か
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
の
意
味
で
は
､

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
と
同
等
の
判
断
は
､
損
害
の
帰
責
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
'
わ
が
国
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
本
章
で
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
｡

な
ぜ
な
ら
ば
､
第
二
章
及
び
第
三
章
の
検
討
に
お
い
て
､
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
場
面
及
び
法
理
が
狙
上
に
上

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
ド
イ

北法63(3･59)719



説

ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
意
義
及
び
そ
の
射
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
上
述
の
よ
う
な
素
因
の
考
慮
可
能
性
を
合
わ
せ
て
理
解

請

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
ま
た
､
わ
が
国
に
お
け
る
素
因
掛
酌
準
則
と
の
比
較
の
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
､
被
害
者
の
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
場
面
と
し
て
は
､
具
体
的
に
は
'
仮
定
的

(凌
駕
的
)
因
果
関
係
に
よ

(89
)

る
減
免
責
と
し
て
､
逸
失
利
益
算
定
に
お
い
て
素
因
の
将
来
的
影
響
が
考
慮
さ
れ
て
い
た

(第
二
章
第
三
節
三
).
さ
ら
に
､
後
掲

冒
･3
83

B
G
H
一
九
九
七
年

1
1
月

二

日
判
決
で
は
､
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ま
た
､
学
説

に
お
い
て
は
､
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
責
の
規
定
の
適
用
の
可
能
性
が
'
素
因
不
考
慮
命
題
を
積
極
的
に
支
持
す
る
論
者
か
ら
も
し
ば

し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
｡

よ
っ
て
､
以
下
で
は
'
ま
ず
､
逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮
を
検
討
し

(第
二
節
､
第
三
節
)
､
次
い
で
､
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働

退
寮
の
規
定
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る

(第
四
節
)
｡

北法63(3･60)720

第
二
節

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮

第

1
款

素
因
事
例

一

素
因
事
例
と
素
因
不
考
慮
命
題
の
相
違

侵
害
時
に
お
い
て
既
に
存
す
る
素
因

(A
nl
ag
e
)
が
理
由
で
､
被
侵
害
客
体
に
別
の
侵
害
が
確
実
に
予
期
さ
れ
え
た
と
い
う
場
合
､
ド

イ
ツ
法
で
は

｢素
因
事
例

(A
nl
ag
efatte
)
｣
と
称
さ
れ
る
が
'
こ
の
場
合
､
当
該
素
因
は
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
う
る
と
す
る
点

(90
)

で
判
例

･
学
説
は

一
致
し
て
い

る

.



損害賠償法における素因の位置 (4)

他
方
で
､
上
述
の
意
味
に
お
け
る
素
因
事
例
に
属
さ
な
い
の
は
､
損
害
素
因

(S
ch
a
d
ensd
ispo
s
ition
)
が
原
因
で
は
あ
っ
た
が
､
当
該

損
害
素
因
が
そ
れ
自
体
単
独
で
は
損
害
を
も
た
ら
さ
ず
'
発
生
が
確
実
に
は
予
見
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作
動
因
と
の
連
関
に
よ
っ
て
の
み

損
害
が
惹
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
で
あ
り
'
こ
の
場
合
に
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
､
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
と
さ

(91
)

(92
)

れ

る

｡
わ
が
国
で
は
､
素
因
競
合
の
間
道
と
仮
定
的
因
果
関
係
の
考
慮
と
の
相
違
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が

､
こ
の
よ
う
に
､
ド
イ
ツ

法
に
お
い
て
も
､
仮
定
的
因
果
関
係
の
考
慮
を
意
味
す
る
素
因
事
例
と
素
因
不
考
慮
命
題
と
は
法
理
論
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
｡

二

予
備
的
原
因
の
顧
慮
の
効
果

素
因
が
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
は
､
｢
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害

(v
erfr
tihungssch
a
d
en)｣
の
み
の
加

(93
)

害
者
へ
の
帰
寮
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
加
害
行
為
が
な
け
れ
ば
存
し
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
基
礎
と
し
て
､
予
備
的
原
因
た
る
素
因
の
将
来
的
展

開
を
仮
定
し
､
そ
の
実
現
時
ま
で
に
限
っ
て
所
得
喪
失
損
害

(
-
逸
失
利
益
)
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
加
害
行
為
が

な
-
と
も

1
年
後
に
は
被
害
者
自
身
が
加
害
行
為
以
前
か
ら
有
し
て
い
た
素
因
に
よ
っ
て
も
確
実
に
同
じ
状
態

へ
と
現
実
化
し
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､
残
存
稼
働
可
能
期
間
ま
で
所
得
喪
失
損
害
を
算
定
す
る
の
で
は
な
-
'
加
害
行
為
時
か
ら

1
年

(94
)

後
ま
で
に
限
っ
て
の
所
得
喪
失
損
害
を
算
定
す
る
の
で
あ
る

(
冒
･15
3
0
L
G
F
ran
k
fu
rt
a
M

一
九
八
三
年
七
月
七
日
判
決
)
o

｢早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
｣
の
み
の
帰
寮
は
､
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
の
賠
償
義
務
の
完
全
な
排
除
を
意
味
す
る
｡
こ
の
こ

と
に
つ
き
､
学
説
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
に
つ
い
て
は
､
社
会
通
念
上
､
当
該
法
益
は
無
価
値

(95
)

で
あ
る
と
見
な
さ
れ

る

｡
も

っ
と
も
､
｢無
価
値
｣
と
い
う
判
断
は
､
加
害
行
為
と
原
因
関
係
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
､
差
額
説
を

基
礎
と
す
る
損
害
算
定
に
よ
る
と
､
予
備
的
実
現
時
以
降
に
つ
い
て
は
同
じ
状
態
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
法
益
と
し
て
は

(96
)

同
価
値
で
あ
る
､
す
な
わ
ち
､
損
害
と
し
て
は

｢無
価
値
｣
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る

｡

北法63(3･61)721
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三

証
明
責
任
及
び
証
明
度

予
備
的
原
因
の
証
明
責
任
に
つ
い
て
は
､
加
害
者
は
､
存
在
す
る
素
因
又
は
後
発
的
に
生
じ
た
事
件
が
確
実
に
加
害
行
為
に
よ
っ
て
生
じ

論

た
と
同
様
の
損
害
を
惹
起
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張

二
義

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ー軍

､
通
説

.
判
例
と
も
加
害
者
が
こ
れ

(98
)

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
､
結
論
は
ほ
ぼ

1
致
し
て
い

る

｡
な
お
､
加
害
者
が
負
担
す
る
予
備
的
原
因
の
証
明
の
程
度

に
つ
い
て
は
､
加
害
行
為
以
外
の
方
法
に
よ
る
損
害
発
生
の
単
な
る
可
能
性

(M
6
g
tichkeit)
で
は
十
分
で
は
な
-
､
確
実
と
い
う
に
近

(99
)

い
程
度
の
蓋
然
性

(m
it
an

Sicherhe
it
gr
enzenden
W
ahrsche
in
tich
k
e
it)
が
要
求
さ
れ

る

｡
学
説
で
は
､
こ
の
加
害
者
に
課
せ
ら

れ
る
証
明
の
程
度
が
高
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
､

Z
P
O
二
八
七
条
の
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
見
解
も
み
ら
れ
る

(こ
の
点

｢州
｣

に
つ
い
て
は
､
後
述
第
三
節
参

照

)
｡
な
お
､
こ
の
証
明
に
失
敗
す
る
と
う
素
因
不
考
慮
命
題
が
適
用
さ
れ
､
全
損
害
が
加
害
者
に
帰
寮
さ

れ
る
と
い
う
帰
結
へ
と
至
る
｡

北法63(3･62)722

第
二
款

｢早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
｣
の
帰
貴
の
意
味

一

｢早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
｣
の
帰
寮
の
意
味
と
素
因
不
考
慮
命
題

素
因
が
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
は
､
｢
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
｣
の
み
の
加
害
者

へ
の
帰
寮
で
あ
る
が
､

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
､
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
の
賠
償
義
務
の
完
全
な
排
除
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
加
害
者
は
､
予
備
的
原
因
た

る
素
因
が
､
あ
る

｢時
点
｣
に
お
い
て
加
害
行
為
に
よ
る
も
の
と
同
様
の
損
害
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
､
当
該

｢時
点
｣
以
降

に
つ
い
て
は
賠
償
義
務
が
完
全
に
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
れ
は
､
見
方
に
よ
っ
て
は
､
賠
償
義
務
の
時
間
的
修
正
で
あ
り
'
素
因
不

(1-

1
)

考
慮
命
題
が
時
間
的
要
素
に
よ
-
修
正
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で

き

る

｡



損害賠償法における素因の位置 (4)

こ
の
賠
償
義
務
の
時
間
的
修
正
は
'
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
る
損
害
の
帰
責
の
全
か
無
か
的
判
断
に
対
し
て
､
素
因
と
い
う
被
害
者
の
領

域
に
属
す
る
リ
ス
ク

･
フ
ァ
ク
タ
ー
を
評
価
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
方
法
も
ま
た
柔
軟
性

に
欠
け
る
解
決
で
あ
る
と
い
え
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
予
備
的
原
因
た
る
素
因
の
実
現
時
と
い
う

｢時
点
｣
を
も

っ
て
賠
償
義
務
が
制
限
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
'
つ
ま
-
'
｢時
点
｣
の
前
後
に
お
い
て
賠
償
義
務
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
-
､
そ
う
す
る
と
､

依
然
と
し
て
全
か
無
か
的
な
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
､
責
任
制
限
と
し
て
は
画

一
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
て
い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

二

証
明
責
任
及
び
証
明
度
と
の
関
係

上
述

(第

一
款
三
)
で
確
認
し
た
よ
う
に
'
予
備
的
原
因
の
実
現
に
つ
い
て
は
加
害
者
が
そ
の
証
明
責
任
を
負
担
し
､
か
つ
､
確
実
と
い

う
に
近
い
程
度
の
蓋
然
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'加
害
者
が
そ
の
証
明
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
､素
因
不
考
慮
の
命
題
が
適
用
さ
れ
､

結
局
の
と
こ
ろ
､
責
任
は
全
か
無
か
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
は
'
加
害
者
に
求
め
ら
れ
る
証
明
度
が
高
い
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
､
む
し
ろ
実
際
に
証
明
が
困
難
な

場
合
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
は
､
素
因
が
元
で
後
の
加
害
行
為
と
は
無
関
係
の
侵
害

(sch
adigung)が
､
確
実
で
は
な
い
が
､

｢批
＼

か
な
り
の
蓋
然
性
を
も

っ
て
予
期
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う

場

合

も
あ
り
う
る
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
､
加
害
者
の
高
度
の
証
明
を
貫

徹
す
る
と
､
証
明
可
能
性
に
よ
っ
て
賠
償
責
任
が
大
き
-
変
わ
る
こ
と
と
な
-
､
や
は
-
柔
軟
な
解
決
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ

え
に
､
学
説
で
は
､

z
p
O
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
る
証
明
度
の
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
事
情
の
中
､
近
年
､
B
G
H
は
､
B
G
B
二
五
二
条
と
Z
P
O
二
八
七
条
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
､
加
害
者
の
証
明
の
軽
減

を
図
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
.
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第
三
節

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
割
合
的
控
除

勇 とゝ

llfTtJ

仮
定
的
因
果
関
係
論
に
よ
る
責
任
の
時
間
的
控
除
と
い
う
手
法
を
用
い
て
も
､
｢
時
点
｣
を
も

っ
て
制
限
す
る
と
い
う
画

一
性
が
あ
-
'

柔
軟
な
解
決
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
問
題
点
は
､
な
お
生
じ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
冒
･

38幽
B
G
H
l
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
は
､

逸
失
利
益
算
定
の
場
面
に
お
い
て
､加
害
者
の
証
明
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
責
任
の
割
合
的
控
除
を
認
め
る
判
断
を
下
し
た
｡
本
判
決
は
､

加
害
者

へ
の
帰
寮
性
を
認
め
つ
つ
､
賠
償
額
算
定
に
お
い
て
素
因
の
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
際
､
逸
失

利
益
の
算
定
に
つ
き
､
素
因
を
考
慮
す
る
手
法
と
し
て
'
B
G
B
二
五
二
条
と
Z
P
O
二
八
七
条
を
併
用
し
て
割
合
的
解
決
の
可
能
性
を
示

(
1

-3
)(朋)

し
て
い
る
点
が
注
目

さ

れ

る

｡
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第

一
款

B
G
B
二
五
二
条
と
Z
P
O
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
割
合
的
控
除

1

B
G
H
l
九
九
七
年

一
一
月

1
1
日
判
決

(B
G
H
Z
13
7

,
1
4
2
)

本
件
は
'
い
わ
ゆ
る

｢
む
ち
打
ち
症
｣
の
事
案
で
あ
り
'

Ⅹ
は
'
逸
失
利
益
の
賠
償
及
び
慰
謝
料
を
請
求
し
た
｡
B
G
H
は
'

Ⅹ
の
被

っ

た
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
法
上
の
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
え
な
い
と
し
た
う
え
で
'
Ⅹ
の
特
別
な
精
神
状
態
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
共
働
す

る
欲
望
観
念
は
､

z
p
o
二
八
七
条
に
従
い
算
定
さ
れ
る
損
害
額
の
算
定
並
び
に
慰
謝
料
額
の
範
囲
に
お
い
て
､
生
業
損
害
の
場
合
も
同
様

に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
｡

｢控
訴
審
が
､
上
述
の
法
的
根
拠
に
基
づ
き
､
か
つ
､
他
の
適
切
な
確
認
に
従
い
'
Ⅹ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
由
来
す
る
損
害
に
対
す
る
Y
の

責
任
を
認
め
る
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
Ⅹ
の
特
別
な
精
神
状
態
及
び
そ
の
領
域
に
お
い
て
あ
る
い
は
あ
り
得
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展



損害賠償法における素因の位置 (4)

閏
に
お
い
て
も
共
働
す
る
欲
望
観
念
は
､
慰
謝
料
額
の
範
囲
に
お
い
て
も
生
業
損
害
に
つ
い
て
も
､

Z
P
O
二
八
七
条
に
従
い
算
定
さ
れ

る
損
害
額
の
算
定
に
と

っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
衡
平
に
か
な

っ
た
慰
謝
料
額
の
算
定
に
際
し

て
は
､
確
定
判
決
に
よ
れ
ば
､
被
害
者
の
特
別
な
損
害
に
対
す
る
脆
弱
性
は
考
慮
さ
れ
う
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
被
害
者
の
精
神
的
な
素
因

(v
eranlagung
)
に
つ
い
て
も
､
そ
れ
に
由
来
す
る
リ
ス
ク
に
も
妥
当
す
る
｡

所
得
損
失
の
算
定
に
際
し
､
裁
判
官
は
､
あ
ら
ゆ
る
-
後
の
任
意
の
口
頭
弁
論
の
時
点
で
の
-
観
点
を
考
慮
に
入
れ
て
､
通
常
の
事
物
の

経
過
､素
因
は
損
害
事
件
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(B
G
B
二
五
二
条
)
｡
そ
の
限
り
で
は
､

偶
発
的
な
凌
駕
的
因
果
関
係
の
判
断
の
み
が
重
要
な
の
で
は
な
く
､
将
来
的
に
明
ら
か
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
事
情
に
基
礎
を
置
-

損
害
の
算
定
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
る
｡

そ
の
限
り
で
は
､
具
体
的
損
害
事
件
が
な
-
と
も
被
害
者
の
精
神
的
な
出
発
状
況

(A
usgangssitu
atio
n
)
の
た
め
､
当
該
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
の
展
開
が
､
比
肩
し
う
る
ほ
ど
の
侵
害
に
よ
る
影
響
に
よ
っ
て
､
よ
り
遅
-
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
か
又
は
よ
り
遅
-
効
果
を
発
揮

し
た
で
あ
ろ
う
か
､
及
び
'
場
合
に
よ

っ
て
は
ど
れ
ほ
ど
の
蓋
然
性
で
も

っ
て
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
の
み
が
重
大
な

意
義
を
有
す
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
偶
発
的
な
無
意
識
の
'
-
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
形
で
明
ら
か
と
な

っ
た
の
だ
が
-
被
害
者
の
精
神

構
造
に
基
礎
を
置
-
欲
望
観
念
に
よ

っ
て
､被
害
者
の
将
来
の
職
業
状
況
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
危
険
も
ま
た
考
慮
さ
れ
う
る
｡

こ
の
危
険
を
解
明
し
被
害
者
の
予
想
さ
れ
る
職
業
上
の
経
歴
の
機
会
及
び
制
約
の
判
断
に
対
す
る
十
分
な
事
実
的
根
拠
を
得
る
た
め
､
事
実

審
裁
判
官
は
､
鑑
定
人
の
助
言
を
求
め
る
こ
と
を
要
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
事
実
審
裁
判
官
は
､
こ
れ
に
関
す
る
問
題
を
鑑
定
人
と
共
に
詳
細

に
審
議
し
､
明
ら
か
に
す
る
よ
う
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
事
情
評
価
に
基
づ
き
､

Z
P
O
二
八
七
条
の
適
用
に
十
分
な
蓋
然
性
を
も

っ
て
重
大
な
リ
ス
ク
､
つ
ま
り
､
人
生
の
幾
重
も

の
浮
き
沈
み
を
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
に
誤

っ
て
消
化
す
る
被
害
者
の
傾
向
及
び
場
合
に
よ

っ
て
は

ク生
存
闘
争
ク

か
ら
逃
れ
る
た
め
の
無
意
識
の
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説

努
力
の
た
め
の
リ
ス
ク
が
生
じ
'
長
い
目
で
見
る
と
事
故
と
は
無
関
係
に
も
職
業
上
の
可
能
性
の
相
当
な
負
担
が
危
供
さ
れ
る
場
合
に
は
､

事
実
審
裁
判
官
は
､
こ
の
こ
と
を
生
業
損
害
に
対
し
て
存
す
る
予
測
に
際
し
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
期
間
に
つ

論

い
て
も
所
得
損
失
損
害
の
額
に
つ
い
て
も
重
要
で
あ
る
｡
ほ
と
ん
ど
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
所
得
生
活
の
た
め
予
想
が
困
難
な
場
合
と
同
様

に
'
本
件
で
も
､
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
な
か

っ
た
と
し
た
ら
予
期
さ
れ
う
る
所
得
収
入
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
割
引

(A
b
sch
}ag
)

｢≠
｣

が
考
慮
さ
れ
う

る

｣
｡

以
上
の
本
判
決
の
論
理
を
敷
桁
す
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
被
害
者
の
素
因

(本
判
決
で
は
､
体
験
の
誤

っ
た
消
化
を
し
や
す
い

精
神
的
傾
向

･
脆
弱
性
)
は
､
長
期
的
に
み
る
と
職
業
活
動
の
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
､
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で

将
来
的
な
仮
定
的
推
移
を
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(例
え
ば
､
六
五
歳
ま
で
労
働
可
能
で
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
等
)
｡
し
た
が
っ

て
､
被
害
者
の
素
因
が
､
ど
の
程
度
将
来
的
損
害

(逸
失
利
益
)
に
影
響
を
与
え
る
か
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
B
G
H
は
､
期
間
及
び
額
に
つ
い
て
素
因
に
よ
る
将
来
的
負
担
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
､
こ
の
B
G
H
の

理
論
に
よ
れ
ば
､
期
間
及
び
額
の
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
事
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
期
間
に
つ
い
て
は
､
素
因
に
よ
る
将
来

的
負
担
の
可
能
性
の
た
め
'
就
業
可
能
年
数
ま
で
は
就
業
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
､
労
働
可
能
期
間
を

一
定
の
限
度
で
区
切
-
､
以
降

に
つ
い
て
は
損
害
と
見
な
さ
な
い
｡
額
に
つ
い
て
は
､
被
害
者
が
素
因
を
有
す
る
が
故
に
'
素
因
を
有
し
な
い
者
に
比
べ
て
所
得
の
増
加
は

少
な
い
､
あ
る
い
は
見
込
め
な
い
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
所
得
が
低
下
す
る
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡

本
判
決
に
お
い
て
理
論
的
に
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
､
B
G
H
は
こ
の
評
価
を
Z
P
O
二
八
七
条
に
よ
る
損
害
の
算
定
に
よ
っ
て
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
あ
る
｡

Z
P
O
二
八
七
条
は
､
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
､
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と

(捕
)

こ

ろ

､
期
間
及
び
額
の
認
定
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
期
間
に
つ
い
て
の
Y
側
の
証
取
を
軽
減
す
る
､
つ
ま
り
､
あ
る

｢時
点
｣
ま
で

し
か
労
働
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
の

｢時
点
｣
の
証
明
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
額
に
つ
い
て
も
､
所
得
の
増
減
の
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損害賠償法における素因の位置 (4)

証
明
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
な
お
､
B
G
H
は
､
場
合
に
よ
っ
て
は
割
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
､

こ
の
割
合
的
評
価
は
何
を
意
味
す
る
の
か
は
､
本
判
決
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
B
G
H
の
示
し
た
こ
の
論
理
は
､
近

時
､
下
級
裁
判
例
に
お
い
て
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
｡
例
え
ば
､
冒
･39
3
0
L
G
S
c
hlesw
ig
二
〇
〇
六
年
七
月
六

日
判
決
で
は
ま
さ
に
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
が
図
ら
れ
て
い
る
.
よ
っ
て
､
以
下
で
は

冒
3
9
E

o
L
G

Sch
lesw
ig
二
〇
〇
六
年
七
月

六
日
判
決
を
通
し
て
､
B
G
H
一
九
九
七
年

一
一
月

1
1
日
判
決
の
示
し
た

｢割
合
的
控
除
｣
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
｡

1
1

0
L
G
Sch
tesw
ig
二
〇
〇
六
年
七
月
六
日
判
決
の
事
案
と
判
冒

冒
･39
3

0
L
G
S
ch
le
sw
ig
二
〇
〇
六
年
七
月
六
日
判
決

(o
L
G
S
ch
le
swi
g
S
chlH
A
2006.
)63
-
N
IW
カ
R
2007
.

17))
は
'
い

わ

ゆ
る
む
ち
打
ち
症

(H
W
S･

S
y
n
d
rom
)
の
事
案
で
あ
る
｡
本
件
で
､
Ⅹ
は
､
Y
に
よ
る
交
通
事
故
に
よ
-
む
ち
打
ち
症
に
な
-
､
早
期
に

退
職
す
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
'
逸
失
利
益
の
賠
償
を
請
求
し
た
｡

シ
ユ
レ
ス
ヴ
イ
ヒ
上
級
地
方
裁
判
所
は
､
本
件
事
故
と
Ⅹ
の
早
期
退
職
と
の
閏
に
は
因
果
関
係
が
あ
-
､
Y
は
賠
償
義
務
を
負
う
が
､
Ⅹ

に
は
素
因

(心
身
症
)
が
あ
り
､
そ
の
素
因
に
由
来
す
る
誤

っ
た
消
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
､
賠
償
額
を
五
〇
%
控
除
す
る
の
が
正
当
で
あ

る
と
し
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
五
〇
%
の
控
除
に
つ
い
て
は
'

冒
･38
山
B
G
H
一
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
を
引
用
し
､
Y
は
全
損
害

に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
が
､
賠
償
額
は
五
〇
%
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
-
･Y
ら
は
､
Ⅹ
の
事
故
に
よ
る
財
産
的
及
び
非
財
産
的
損
害
に
対
し
て
全
範
囲
に
責
任
を
負
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
当
容
は
､
程
度

に
応
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
損
害
賠
償
給
付
を
五
〇
%
控
除
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
鑑
定
人
E
の
鑑
定
書
と
そ
れ

に
関
す
る
口
頭
説
明
に
基
づ
-
と
'
Ⅹ
に
は
事
故
と
は
無
関
係
の
､素
因

〔P
radisposition
〕
に
由
来
す
る

(決
定
的
な
)
事
故
体
験
の
誤

っ

た
消
化

〔F
eh
lv
erarbeitun
g
〕
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
'
こ
れ
が
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
控
除
を
正
当
化
す
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説

る
｡
鑑
定
人
E
の
陳
述
に
よ
れ
ば
､
Ⅹ
に
つ
い
て
は
､す
で
に
事
故
以
前
か
ら
心
身
症
で
あ

っ
た
と
い
う
損
害
素
因
的
人
格
が
重
要
で
あ
る
｡

Xは
､
内
心
の
欲
求
と
抑
制
に
高
度
に
消
耗
し
て
お
-
'
す
で
に
以
前
か
ら
Ⅹ
に
つ
い
て
精
神
的
疲
弊
状
態
に
至

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
Ⅹ

論

は
,
子
供
の
頃
及
び
若
い
頃
,
強
力
な
精
神
的
負
担
要
素
に
曝
さ
れ
て
お
り
､
Ⅹ
は
職
業
領
域
で
は
常
に
平
均
以
上
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
の

精
神
的
均
衡
を
保
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡

Ⅹ
が
-
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
-
実
際
に
む
ち
打
ち
症
を
被

っ
た
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
と
､
鑑
定
人
は
当
春
に
お
い
て
､
そ
の
場

(1

-7
)

合
適
応
障
害
の
形
で
の
相
応
の
誤

っ
た
消
化
も
ま
た
考
え
ら
れ
得
る
と
説
明

し

た

｣
｡
｢被
害
者
が
事
故
の
際
に
被

っ
た
第

一
次
侵
害
が
全
-

取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
原
則
と
し
て
加
害
者
は
､
精
神
性
の
後
続
損
害
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
｡
Ⅹ
の
む
ち
打
ち

症
は
､
確
か
に
､
軽
度
で
し
か
な
い
が
'
し
か
し
､
誰
も
が
日
常
的
に
通
常
は
影
響
な
-
被
り
得
る
侵
害
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
'

取
る
に
足
-
な
い

(B
ag
ate
u
)
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
侵
害
は
､
上
述
の
被
害
者
の
当
該
素
因
に
打
撃
を
与
え
た
の
で
あ

り
､
そ
の
際
事
故
に
よ
り
惹
起
せ
ら
れ
た
損
害
は
､
Ⅹ
の
精
神
的
前
損
害
に
よ
-
事
故
が
な
-
と
も
､
遅
か
れ
早
か
れ
生
じ
た
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
'
鑑
定
人
E
の
書
面
に
よ
る
叙
述
か
ら
も
そ
の
口
頭
説
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
'
程
度

(H
6
h
e
)
に
応
じ
た
パ
ー
セ
ン
テ
ー

ジ
に
よ
る
控
除
を
正
当
化
す
る
｡

し
か
し
､
Y
ら
の
見
解
に
反
し
､
Ⅹ
の
損
害
賠
償
請
求
は
時
間
的
に
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
｡
む
ろ
ん
､
1
鑑
定
人
E
が
述
べ
る

よ
う
に
-
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
準
値
に
よ
れ
ば
､
適
応
障
害
は
最
大
で
も

1
年
継
続
す
る
と
い
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
時
間
的
制
限
は
､
医

学
的
意
味
に
お
い
て
は
適
切
で
あ
ろ
う
が
､
実
際
に
は
､
事
故
に
よ
り
惹
起
せ
ら
れ
た
､
X
の
当
該
素
因
に
よ

っ
て
も
助
長
さ
れ
た
と
し
て

も
'
事
故
の
結
果
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
-
､
-
例
え
ば
定
期
金
付
き
退
職
の
よ
う
に
-
事
故
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
の
で
'
医
学
的
診
断

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
図
式
的
基
準
値
に
従

っ
て
時
間
的
制
限
が
顧
慮
さ
れ
る
の
で
は
な
く

む
し
ろ
'
引
用
さ
れ
た
最
高
裁
判
例

〔B
G
H

NJW

L
9
9
8
,
8
1
0
[8
1
3]
(
冒

3
8
】

B
G
H
l
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
)
〕
の
意
味
に
お
け
る
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
控
除
が
な
さ
れ
な

北法63(3･68)728



損害賠償法における素因の位置 (4)

(1-8
)

け
れ
ば
な
ら
な

い
｣
｡

本
判
決
で
は
'
Ⅹ
は
事
故
で
む
ち
打
ち
症
と
な
り
､
早
期
に
退
職
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
Ⅹ
は
も
と
も
と
心
身
症

と
い
う
素
因
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
｡
事
故
の
体
験
を
適
切
に
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
た
め
､
早
期
に
退
職
す
る

こ
と
と
な

っ
た
と
評
価
し
得
る
の
で
あ
り
､
そ
の
誤

っ
た
消
化
が
割
合
的
に
認
定
で
き
る
の
で
､
逸
失
利
益
を
割
合
的
に
控
除
し
得
る
と
判

断
さ
れ
た
の
が
本
判
決
で
あ
る
｡

ま
た
､
本
判
決
は
､
上
述
の
論
理
を
採
る
に
あ
た
り
､
時
間
的
制
限
は
不
適
切
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
時
間
的
制
限
は
､

医
学
的
に
は
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
素
因
に
よ
り
損
害
が
助
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

(規
範
的
に
)
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
､
不
適
切
で
あ
り
､
む
し
ろ
､
割
合
的
控
除
が
正
当
で
あ
る
と
｡

第
二
款

学
説
に
よ
る
評
価

冒
･3
8】
B
G
H
l
九
九
六
年

二

月

二

日
判
決
の
示
し
た
､
B
G
B
二
五
二
条
と
Z
P
O
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
逸
失
利
益
算
定

に
際
し
て
の
立
証
の
軽
減
及
び
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定

(割
合
的
控
除
)
の
理
論
は
､
下
級
裁
判
例
レ
ベ
ル
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
､
学
説
の
評
価
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
.
以
下
で
は
'
冒
3
8幽
B
G
H
一
九
九
七
年

一
一
月

二

日

判
決
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
学
説
を
検
討
す
る
｡

1

ミ
エ
ラ
ー
の
見
解

先
に
見
た
と
お
-
､
ミ
エ
ラ
ー
は
'新
た
な
心
理
学
的
分
析
に
よ
る
と
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
･賠
償
神
経
症
も
転
換
神
経
症
(転
換
性
障
害
)

北法63(3･69)729



説

も
ま
た
'
｢精
神
的
な
誤

っ
た
消
化

(精
神
的
消
化
不
良
)｣
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
り
'
か
つ
､
症
状
発
現
の
本
質
は
'
被
害
者
の
個
人
領

域

(人
格
)
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
､
帰
責
性
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
い
わ
ゆ
る
ノ
イ
ロ
ー

論

ゼ
の
事
例
に
お
い
て
は
果
た
し
て
責
任
の
全
か
無
か
と
い
う
原
則
は
適
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
,
柔
軟
な
解
決
を
試
み
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
'
責
任
の
調
整
方
法
と
し
て
､
冒
-3
83
B
G
H

一
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
の
示
す
'
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
特
別

｢1

-i
:

I)

な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
共
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の
素
因
の
考
慮
を
支
持
す
る

(第
三
章
第
三
節
二

参

照

)
0

ミ
エ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
､
欲
望
観
念
が
別
原
因

(加
害
行
為
)
を
完
全
に
凌
駕
す
る
場
合
に
は
､
帰
寮
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
し

か
し
､
別
原
因
と
併
存
し
て
い
る

(例
え
ば
五
〇
%
だ
け
関
与
し
て
い
る
)
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
の
範
囲
に
お
い
て
責
任
を
制

限
し
得
る
｡
す
な
わ
ち
､
被
害
者
の
欲
望
観
念
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態

へ
の
影
響
が
定
量
化
で
き
る
場
合
に
は
､
そ
の
程
度
に
応
じ
て
責
任
制

3暇
E

限
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

上
述
の
程
度
に
応
じ
た
責
任
制
限
の
判
断
に
際
し
て
は
､被
害
者
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
仮
定
的
展
開
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
｡

す
な
わ
ち
､
被
害
者
の
人
的
領
域
に
由
来
す
る
事
故
と
は
無
関
係
の
要
素

(素
因
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
)
が
､
具
体
的
な
加
害
行

為
が
な
-
と
も
､

〓
疋
の
蓋
然
性
を
も

っ
て
同
程
度
の
精
神
的
損
害
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
､
仮
定
的
展
開
を
顧
慮
す
る
こ
と

(1-1
)

に
よ
る
責
任
制
限
の
余
地
が
あ
る
と
す

る

｡
そ
し
て
､
そ
の
仮
定
的
展
開
の
判
断
に
際
し
て
'
鑑
定
人
は
､
労
働
不
能
状
態
は
事
故
が
な
-

と
も
生
じ
た
か
否
か
､
ま
た
は
事
故
が
な
け
れ
ば
､
素
因
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
依
然
と
し
て
労
働
可
能
で
あ

っ
た
か
及
び
労
働
可
能
で

あ

っ
た
と
す
れ
ば
'
ど
の
程
度
で
あ
る
か
､
を
明
ら
か
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
､
鑑
定
人
は
､
被
害
者
の
前
致

損

(v
orsch
adigun
g
)､
職
業
的
問
題
'
パ
ー
ー
ナ
-
と
の
問
題
等
の
要
素
と
並
ん
で
､
被
害
者
の
欲
望
観
念
に
対
す
る
脆
弱
性
及
び
そ

の
傾
向

(す
な
わ
ち
素
因
)
と
そ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態

へ
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
､
そ
の
上
で
､
事
故
が
な
か
っ
た
場
合
の

(112
)

被
害
者
の
精
神
状
態
の
仮
定
的
展
開
を
予
測
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る

｡

北法63(3･70)730



損害賠償法における素因の位置 (4)

ミ
エ
ラ
ー
は
'
こ
の
よ
う
に
し
て
､
欲
望
観
念
を
そ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
形
成
に
対
す
る
程
度

(G
ew
ich
t)
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
う
る
と
し
､

z
p
o
二
八
七
条
を
媒
介
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
仮
定
的
展
開
の
予
測
と
関
連
さ
せ
て
､
責
任
の

】臓
四

量
的
制
限
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
､
こ
れ
が
柔
軟
な
解
決
で
あ
-
､
ま
た
､
公
平

(g
e
rechtig
)
で
あ
る
と
す

る

｡

以
上
に
よ
れ
ば
､
ミ
エ
ラ
ー
は
､

z
p
O
二
八
七
条
に
よ
-
事
実
認
定
の
証
明
度
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
､
素
因
の
影
響
力

(わ
が
国

で
言
え
ば
寄
与
度
に
あ
た
る
)
を
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
､
冒
･3
8】
B
G
H

l
九
九
六
年

一
一
月

二

日
が
傍
論
的
に
述
べ
た
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
も
ま
た
証
明
度
の
軽
減
に
よ
り
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡
し
か
し
､
ミ
エ
ラ
ー
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
そ
も
そ
も
素
因
の
影
響
力
を
定
量
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､

Z
P
O
二
八
七
条
に
よ
っ
て
そ
の
証
明
度
を
低
減
し
た
と
し
て
も
問
題
は
何
も
解
決
さ

れ
て
お
ら
ず
'
割
合
的
控
除
の
た
め
の
理
論
的
基
礎
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
｡

二

ヘ
ス
の
見
解

｢
‖
＼

ヘ
ス
は
､
上
述
ミ
エ
ラ
ー
に
対
し
異
論
を
唱
え
つ
つ
も
､
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
自
体
に
は

〓
疋
の
理
解
を
示

す

｡

ヘ
ス
に
よ
る
と
､
逸
失
利
益
は
数
年
又
は

1
0
年
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
が
､
比
較
的
軽
微
な
傷
害
の
場
合
に
お
い
て
も
無
制
限
に
加
害

者
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
B
G
H
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
そ
の
た
め
､
B
G
H
は

冒

･3
8
山

B
G
H

l
九

九
七
年

二

月

二

日
判
決
に
お
い
て
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
と
い
う
理
論
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
控
除
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か

は
予
測
L
が
た
い
も
の
で
あ
る
｡
ミ
ユ
ラ
ー
は
､
こ
の
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
と
い
う
理
論
に
よ
り
､
事
実
審
裁
判
官
に
対
し
て
全
か
無

か
の
解
決
の
代
わ
-
に
柔
軟
な
解
決
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と
す
る
が
､
こ
の
方
法
は
問
題
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
､

慰
謝
料
に
関
し
て
は
B
G
B
八
四
七
条

(硯
二
五
三
条
)
の
衡
平

(B
iltigkeit)
の
原
則
が
あ
る
が
､
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の

北法63(3･71)731



(m
)

説

よ
う
な
原
則

･
根
拠
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

り

､
そ
の
よ
う
な
原
則

･
根
拠
が
存
在
し
な
い
以
上
､
割
合
的
控
除
の
理
論
自
体
の
正
当
化
は

困
難
で
あ
る
｡

論

ま
た
､
鑑
定
書
に
従
い
,
あ
る
仮
定
的
時
点
ま
で
し
か
労
働
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
生
じ
た
損
害
は
そ
の
仮
定
的
時

点
ま
で
し
か
賠
償
さ
れ
な
い
と
い
う
仮
定
的
因
果
関
係
の
問
題
と
な
り
､
全
か
無
か
の
原
則
は
時
間
的
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
が
､
当
該
仮
定
的
時
点
は
裁
判
所
が
十
分
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
｡
す
な
わ

ち
､
裁
判
所
が
仮
定
的
時
点
以
降
に
つ
い
て
賠
償
請
求
権
が
消
滅
す
る
と
の
確
信
に
至
る
ほ
ど
の
将
来
に
対
す
る
証
言
は
具
体
的
に
は
ど
の

(1-6
)

程
度
な
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
換
言
す
る
と
､
ど
の
程
度
具
体
的
な
証
言
が
な
さ
れ
れ
ば
､
裁
判
所
は
仮
定
的
時
点
に
つ
い
て

確
信
を
持
つ
か

(｢特
定
の
｣
仮
定
的
時
点
の
蓋
然
性
)
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
題
を
踏
ま
え
､
ヘ
ス
は
､
B
G
H

の
割
合
的
控
除
の
理
論
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
責
任
は
､
加
害
者
及
び
そ
の
責
任
保
険
者
が
負

う
も
の
で
あ
る
が
､
加
害
者
側
に
と
っ
て
も

｢特
定
｣
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
は
困
難
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
B
G
H
は
z
p
O
二
八
七

条
を
媒
介
と
し
て
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
ヘ
ス
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
割
合

(パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
)
に
つ
い
て
は
原
則
と
い
う
も
の
が
な
-
'
そ
の
た
め
､
割
合
の
評
価
は
､
事
実
審
裁
判
官
の
評
価
､
す
な
わ
ち
裁
量
に
委
ね

(117
)

ら
れ
た
の
で
あ
る
t

と

｡

ヘ
ス
の
指
摘
す
る
､
加
害
者
側
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
の
困
難
さ
と
い
う
点
は
､
確
か
に
も

っ
と
も
で
あ
り
､
そ
の
仮
定
的

｢時
点
｣
の

証
明
度
を
軽
減
す
る
た
め
に
､

z
p
O
二
八
七
条
を
適
用
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
正
当
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し

か
し
､
冒
3
8山
B
G
H
l
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
は
､
同
時
に
､

z
p
O
二
八
七
条
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
逸
失
利
益
の
割
合

的
控
除
を
も
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ス
は
､
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
な
が

ら
､
い
-
ら
証
明
度
を
軽
減
し
た
と
こ
ろ
で
､
割
合
的
な
評
価
の
理
論
的
根
拠
と
は
な
り
え
ず
､
ミ
エ
ラ
ー
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
し
ま

北法63(3･72)732



損害賠償法における素因の位置 (4)

う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

三

シ
ー
マ
ン
の
見
解

上
述
の
､
ミ
エ
ラ
ー
及
び

ヘ
ス
に
関
す
る
問
題
点
は
､
シ
ー
マ
ン
が
適
切
に
指
摘
す
る
｡

シ
ー
マ
ン
は
､
冒
･38
3
1
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
に
お
い
て
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
･賠
償
神
経
症
と
転
換
神
経
症
(転
換
性
障
害
)

の
責
任
区
分
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
-
､
精
神
性
の
損
害
の
帰
責
が
原
則
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､
賠
償
範
囲
に
関
し
て
特

(118
)

別
な
精
神
状
況
及
び
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
な
欲
望
観
念
を
考
慮
す
る
こ
と
は
結
論
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
し
つ
つ

も

､
B
G
H
の
理
論
構
成
に
は

異
議
を
唱
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
､
B
G
H
は
B
G
B

二五
二
条
に
基
づ
-
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
'

z
p
O
二
八

七
条
を
適
用
す
る
こ
と
で
､
最
終
口
頭
弁
論
時
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
観
点
を
顧
慮
す
る
予
測
を
要
求
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
が
､

z
p
o
二
八
七
条
は
裁
判
官
に
対
し
て
事
実
認
定
の
み
を
軽
減
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
実
体
法
規
範
に
よ
る
包
摂
の
代
わ
り
で
は
な
い
｡
そ

(119
)

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
B
G
H
は
実
体
法
上
の
規
範
を
Z
P
O
l
一八
七
条
の
衣
を
ま
と
わ
せ
て
適
用
し
て
い

る

｡
し
か
し
､
そ
の
実
体
法
規

範
は
'
逸
実
利
益
賠
償
に
関
す
る
仮
定
的
損
害
事
象
の
判
断
に
つ
い
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
､
B
G
H
は
､
明
確
に
､
具
体
的
事
案
に
対

(1-0
)

し
て
行
わ
れ
る
予
測
は
凌
駕
的
因
果
関
係
の
判
断
が
問
題
な
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ

る

｡
そ
う
す
る
と
t
B
G
H
が
z
p
o
二
八
七
条

を
媒
介
と
し
て
実
体
法
規
範
を
適
用
す
る
理
論
的
根
拠
が
乏
し
-
な
り
､
当
該
理
論
の
正
当
化
は
困
難
と
な
る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
い
た
ず

(1-1
)

ら
に
z
p
O
二
八
七
条
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
な

-

､
か
え

っ
て
不
当
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
シ
ー
マ
ン
は
､
B
G
B
二
五
二
条
に

基
づ
-
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
z
p
O
二
八
七
条
を
適
用
す
る
の
は
理
論
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
｡

他
方
で
､
シ
ー
マ
ン
は
､
賠
償
範
囲
に
関
し
て
特
別
な
精
神
状
況
及
び
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
な
欲
望
観
念
を
考
慮
す
る
こ
と
は
結
論
と
し

(旧
)

て
正
当
で
あ
る
と
し
て
お

り

､
賠
償
責
任

の
縮
小
に
関
し
て
別
の
正
当
化
理
論
を
示
す
｡
シ
ー
マ
ン
は
､
賠
償
範
囲
を
制
限
す
る
実
体

北法63(3･73)733



説

法
上
の
根
拠
は
t

B
G
B
二
五
四
条

の
適
用
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
不
法
行
為
体
験
の
精
神
的
な
誤

っ
た
消
化

(潤
)

(F
e
h
lv
e
ra
rb
e
it
ung)を
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
責
(M
itv
e
rsch
u
ld
en
)
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ

る

｡
従
来
の
裁
判
例
が
採

っ
て
い
た
､

論

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

･
賠
償
神
経
症
の
場
合
に
は
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
､
他
方
で
転
換
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
加
害
者
の
責
任
を
肯

定
す
る
と
い
う
､
責
任
の
全
か
無
か
的
判
断
は
'
古
め
か
し
い
効
果
な
の
で
あ
-
､
柔
軟
性
が
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
シ
ー
マ
ン
は
､
B
G
B

(以
)

二
五
四
条
に
よ
る
損
害
の
分
配
が
近
代
的
か
つ
柔
軟
な
解
決
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ

る

｡

北法63(3･74)734

第
三
款

小
括
-
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
が
意
味
す
る
も
の

以
上
よ
-
､
上
述
の
B
G
H
判
決

(
冒
･3
8】
一
九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
)
の
示
し
た
B
G
B
二
五
二
条
と

Z
P
O
二
八
七
条
を

併
用
し
た
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
は
､
次
の
通
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

被
害
者
の
有
し
て
い
た
精
神
的
脆
弱
性
と
い
う
素
因
が
共
働
し
て

一
個
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
､
当
該
素
因
が
存
在
す
る
こ
と
及
び
当
該

素
因
が
共
働
し
て
損
害
が
生
じ
た
こ
と
の
証
明
責
任
は
､
責
任
の
減
免
を
求
め
る
加
害
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
場
合
､
加
害
者

は
､
抗
弁
と
し
て
､
仮
定
的
推
移
に
お
け
る
素
因
の
影
響
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
加
害
者
は
'
仮
定
的
因
果
関
係
に

お
い
て
'
あ
る
仮
定
的

｢時
点
｣
以
降
に
つ
い
て
は
'
素
因
の
影
響
に
よ

っ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
同
じ
状
況
に
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
､

自
ら
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
主
張
し
､
ま
た
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
場
合
､
加
害
者
が
証
明
を
求
め
ら
れ

る
の
は
､
あ
る
特
定
の
仮
定
的

｢時
点
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の

｢時
点
｣
の
証
明
は
､
加
害
者
に
と

っ
て
も
非
常
に
困
難
で
あ

る
｡
し
た
が

っ
て
t

z
p
O
二
八
七
条
の
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
､
加
害
者
の
証
明
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
｡
さ
ら
に
は
､
同
規
定
に
よ
り
､
｢時
点
｣
で
は
な
-
､
割
合
と
し
て
認
定
し
得
る
の
で
あ
る
｡



損害賠償法における素因の位置 (4)

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
､
従
来
'
判
例

･
学
説
で
は
､
加
害
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
が
､
被
害
者
の
素
因
に
よ
っ
て
､
加
害
行

為
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
確
実
に
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
は
､
所
得
喪
失
等
の
継
続
的
損
害
に
つ
い
て
素
因
を
考
慮

(料

酌
)
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
､
そ
の
場
合
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
に
は
､
加
害
者
が
そ
の
こ
と
を
確
実
性
に
近
い
程
度
で
証
明
す
る

必
要
が
あ
芦

｡
冒

8
二

九
九
七
年

二

月

二

日
判
決
は
,
z
p
O
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
り
十
分
墓

皿雛

で
足
-
る
と
し
,
か
つ
,

割
合
的
控
除
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
､
加
害
者
の
立
証
を
軽
減
し
た
点
に
意
義
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
ま
た
'
こ

の
証
明
度
の
軽
減
及
び
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
と
い
う
理
論
は
､
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
責
任
の
全
か
無
か
的
な
判
断
か
ら
脱
却
す

る
こ
と
が
で
き
､
ま
た
､
割
合
的
控
除
は
近
代
的
か
つ
衡
平
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
､
加
害
者
に
よ
る

｢時
点
｣
の
証
明
の
軽
減
に
つ
い
て
は
と
も
か
-
､
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
に
つ
い
て
は
､
シ
ー
マ
ン
が
指

摘
す
る
通
り
､
理
論
面
で
は
大
き
な
問
題
を
季
ん
で
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
B
G
H
判
決
は
､
z
p
O
二
八
七
条
に
よ
り
逸
失
利
益
の
割
合
的

認
定
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
z
p
o
二
八
七
条
の
有
す
る
証
明
度
の
軽
減
と
い
う
機
能
が
割
合
的
認
定
と
結
び
つ
-
こ
と
の

ロ
ジ
ッ
ク
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
'
そ
の
理
論
の
正
当
化
根
拠
が
希
薄
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
ヘ
ス
は
､
割
合
的
認
定
は
裁
判
官
の
裁

量
に
よ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
､
証
明
度
の
軽
減
と
裁
判
官
の
裁
量
と
は
論
理
的
に
整
合
性
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
と
い

う
の
も
､
シ
ー
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
は
実
体
法
規
範
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
､
Z
P
O
二
八
七
条
は

訴
訟
法
規
定
で
あ
り
'
証
明
度
の
軽
減
の
み
を
定
め
て
い
る
た
め
､
z
p
O
二
八
七
条
を
援
用
し
た
と
こ
ろ
で
､
加
害
者
の
抗
弁
と
し
て
提

出
さ
れ
る
事
実
の
証
明
が
軽
減
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
､
割
合
的
認
定
と
は
論
理
的
に
結
合
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
､

B
G
H
判
決
に
よ
る
Z
P
O
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
は
､
論
理
的
に
飛
躍
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
解
釈

∴;i
l

論
と
し
て
採
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う

｡

と
は
い
え
､
上
述
の
理
論
を
排
す
る
な
ら
ば
､
責
任
の
全
か
無
か
的
な
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
､
柔
軟
な
解
決
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
と

北法63(3･75)735



説

な
る
｡
し
た
が

っ
て
､
別
の
論
理
構
成
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
シ
ー
マ
ン
の
提
唱
す
る

B
G
B
二
五
四

条
の
適
用
に
よ
る
解
決
で
あ
る
｡
よ

っ
て
､
次
に
､

B
G
B
二
五
四
条
と
素
因
と
の
関
係
に
つ
き
考
察
を
試
み
る
｡

請

北法63(3･76)736
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s
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ll,
a
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n
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S
1
20
.

(20
)
と
-
わ
け
自
殺
の
場
合
､
わ
が
国
で
は
'
基
本
的
に
事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
を
認
め
た
う
え
で
､
賠
償
額
算
定
に
お
い
て
､
素
因
を
掛

酌
し
賠
償
額
の
減
額
が
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡
樫
見
由
美
子

｢事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
｣
民
法
判
例
百
選
Ⅱ

(別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

ー
七
六
号
)
(有
斐
閣
､
二
〇
〇
五
)

一
六
七
頁
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な
お
'
事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
､
高
崎
尚
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通
訴
訟
に
お
け
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因
果

関
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｣
交
通
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研
究
第
五
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一
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二
頁
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福
永
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｢事
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損
害
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因
果
関
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ジ
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リ
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八

二
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事
故
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五
三
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井
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通
事
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殺
｣
交
通
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研
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七
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一
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四
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､
加
藤
了
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害
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自
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賠
償
範
囲
｣
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法
行
為
法
研
究
会
編
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通
事
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賠
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現
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潔
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｣
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読
三∠ゝ
自閉

(26
)
v
ersR
19
69
,
)60
.
も
っ
と
も
､
本
判
決
で
は
､
加
害
行
為
と
損
害
と
の
間
の
原
因
関
係
が
z
p
o
二
八
七
条
に
従
い
立
証
さ
れ
た
か
否
か

と
い
う
点
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
｡

(
27
)
B
G
H
Z
20
,
137
.

(28
)
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー

ゼ

(賠
償
神
経
症
)
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
､
角
田
光
隆

｢損
害
賠
償
の
軽
減
-
被
害
者
の
賠
償
神
経
症
-
｣
早
稲
田
法

学
会
誌
四

一
巻

(
1
九
九

1
)
二
八
七
頁
が
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
｡
本
稿
は
､
こ
れ
に
多
-
を
負
う
｡

(
29

)

『南
山
堂
医
学
大
辞
典
第

一
九
版
』
(南
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､
二
〇
〇
六
)
よ
-
｡
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B
.
A
.

ヴ
ア
ン
･
デ
ア
･
コ
ル
ク
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編
/
西
洋
哲
訳

『ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク

･
ス
ト
レ
ス
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P
T
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よ
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ラ
ウ
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床
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研

究
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〇
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1
頁
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下
｡
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イ
ツ
不
法
行
為
法
』
(中
央
大
学
出
版
､
二
〇
〇
〇
)
一
五
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(3
)
W
o
lf
a
.a.0
.
(F
n
1
33),S
.52
.

(35
)
w
olf
a.ab
.
(F
n
.
33),
S
.
52
.
な
お
､
ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
観
点
か
ら
'
被
害
者
が
治
療
行
為
を
免
れ
る
と
し
た
ら
､
B
G
B
二
五
四
条
に
よ

り
彼
の
請
求
権
は
縮
減
さ
れ
う
る
か
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
消
滅
し
う
る
と
し
て
'
共
働
過
責
の
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
.

ders.a.a.0
.

(F
n
.3
3),S
.5
2
.
F
n
.
179
.

(3
)
L
a
ng
e＼扇
ch
iem
a
n
n
,
a.a
.0
.
(F
n
.
1).∽
3
x

2
,S
.
140
.

(37
)
NI
W

L965.2293,22
94
.

(3
)
N
IW
L965,
229
3
,
22
9
4;
L
a
nge
＼湧
ch
iem
a
n
n
,
a.a
.0
.(F
n
.
i),
S

3
x

2
.
S
.
)40
;
S
ta
ud
ing
e7:/
S
ch
iem
a
n
n
.
a.a.0
(F
n
.
i),
∽
24
9
R
n
.

4
1;
G
rd
n
eberg
,
C
h
ris
tian,
P
al
a
n
d
t.
B
d
rg
erlich
es
G
esetzb
u
ch
.
70
.
A
u
a
20
1
1,
v
or
∽
24
9
R
n
.3
9
:
k
ritik
.
O
etk
er,
H
a
rtm
u
t.

M
tin
ch
en
er
K
o
m
m
entar
zu
m
B
d
rg
erlich
es
G
esetzb
u
ch
B
d
.2
.
∽
24
8･432
,5.
A
u
fl.2007
.

∽
24
9
R
n
.
18
3.

(3
)
N
IW

L965.2293
,22
94
;L
a
ng
e/
S
ch
iem
a
n
n
.
a.a.0
.(F
n
.
)).S
.
14
0
.

(40
)
本
稿
第
二
章
第
三

節

第
二
款

一

(拙
稿

こ
別
掲
注

(3
)
八

l
頁
以
下
)
を
参
照
.



損害賠償法における素因の位置 (4)
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現
実
神
経
症
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対
置
さ
れ
る
の
は
'
精
神
神
経
症
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s
y
ch
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で
あ
る
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者
は
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部
的

･
無
意
識
的
な
葛
藤
｣
に
原
因
が

あ
る
と
さ
れ
､
か
つ
て
は
両
者
は

｢
原
因
｣
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
現
在
の
精
神
医
学
で
は
､
｢
内
部
的
原
因
を
重
視
す

る
精
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神
経
症
｣
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｢
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｣
を
区
別
す
る
こ
と
は
無
-
な

っ
て
お
り
､
D
S
M

I葛
(米
国
精
神
医
学
会

発
行

『精
神
疾
患
の
診
断
と
統
計

マ
ニ
ュ
ア
ル
第
四
版

(D
S
M
･N
)』
(A
m
erican
P
sy
ch
iatric
A
sso
ciation
,
D
IA
G
N
O
S
T
iC
A
N
D

s
T
A
T
IS
T
IC
A
L
M
A
N
U
A
L
O
F
M
E
N
T
A
L
D
IS
O
R
D
E
R
S
,
4dl
E
d
ition
.
T
E
X
T
R
E
V
IS
IO
N
.
1994.
日
本
語
訳
と
し
て
'
高
橋
三
郎

ほ
か
訳

『精
神
疾
患
の
診
断

･
統
計

マ
ニ
ュ
ア
ル
』
(医
学
書
院
'
二
〇
〇
二
)
)
や
IC
D
古
0
(W
H
O

(W
orld
H
ea
lth
O
rg
an
iza
tion
)

発
行

｢臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
(W
orld
H
eal
th
O
rg
an
iz
ation
.
T
h
e
IC
D
･LO
C
lassiB
cati
on
of
M
en
tat
an
d
B
eh
avi
orat

D
is
orders.D
ia
g
n
os
tic
criteria
fo
r
research.日
本
語
訳
と
し
て
'
融
道
男
ほ
か
監
訳

｢精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

臨
床
記
述
と
診
断
ガ

イ

ド
ラ
イ
ン
｣
(医
学
書
院
､
一
九
九
三
)
)
に
よ
-
客
観
的
な
分
類

･
診
断
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

(48
)
B
G
H
V
ersR
196
1,
59
7
;
19
6
3,26
);
19
6
8
.
39
6
:
197
0
.27
2.

(49
)
s
to
ll,
H
a
ws.A
n
m
erk
un
g
z
u
B
G
声

U
rt.
V
.
).
9
.
198
1
0
L
G
F
ran
k
fu
rt
a
M
L
Z
L98
2.203,2
0
4
f.;S
ta
u
d
ing
er/
S
ch
iem
a
n
n
,
a.a.0
.

(F
n
.
)).
S
24
9
R

n
.40
;L
a
ng
e/
S
chie
m
a
n
n
,a.a
.0
.
(F
n
.
1),
S
3
x
2
,
S
.
li
l
(F
n
.
37
))
.

(50
)
B
G
H
N
IW

198
6
.7
77.779こ
9
9
3
.
1523;L
a
ng
e/
S
ch
iem
a
n
n
,a.a
b
.
(F
n
.
)).
∽
3
x
2
,S
.
14
1
;S
ta
ud
ing
er/
S
ch
iem
a
n
n
.a
.a.0
.
(F
n
.

)
).
∽
2
49
R
n
.
40
.

(51
)
B
G
H
N
JW

t99
1.234
7
.2
3
4
8
1

(5
)
B
G
H
N
IW

19
9
3.
15231
な
お
､
本
判
決
で
は
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
発
症
を

l
般
生
活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う

北法63(3･79)739



読論

に
述
べ
る
｡
｢被
害
者
が
自
身
の
特
別
な
人
格
構
造
を
理
由
と
し
て
事
故
を
潜
在
的
な
内
的
葛
藤
を
補
う
た
め
の
単
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
利
用

し
､
そ
し
て
彼
が
'
事
故
と
は
も
は
や
内
的
関
連
が
な
-
､
こ
の
事
象
が
任
意
の
別
の
出
来
事
に
よ
っ
て
交
換
可
能
な
神
経
症
の
進
展
に
対
す

る
結
晶
化
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し
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の
現
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か
な
い
ノ
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ロ
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逃
げ
込
む
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ば
､
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者
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精
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害
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八
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1
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っ
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取
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受
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頁
｡



損害賠償法における素因の位置 (4)

(1

)
Z
P
O
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
り
証
明
度
が
低
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
-
､
証
明
度
は
優
越
的
蓋
然
性

(d
b
erw
ieg
en
d
e
W
ah
rsc
heinlichk
e
it)

で
足
る
と
さ
れ
る
｡
M
tin
ch
K
om
m
Z
P
O
JP
rd
ttina
,
ar.a
b
.
(F
n
_
106).
∽
28
7
R
n
.
17
.

(1-7
)
他
方
で
､
日
本
法
に
お
け
る
民
訴
法
二
四
八
条

(損
害

額
の
認
定
)
を
実
体
法
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
(例
え
ば
'平
井
宜
雄
｢民

事
訴
訟
法
第
二
四
八
条
に
関
す
る
実
体
法
的
考
察
｣
『不
法
行
為
法
理
論
の
諸
相

平
井
宜
雄
著
作
集
Ⅱ
』
(有
斐
閣
､
二
〇
〓

)
二
五
九
頁

(初
出
‥井
原
-
庄
子
=
渡
辺
編

『現
代
企
業
法
学
の
研
究
-
筑
波
大
学
大
学
院
企
業
法
学
専
攻
十
周
年
記
念
論
集
』
(二
〇
〇
1
)
四
五
五
頁
)
'

二
八
三
頁
以
下
)
､
わ
が
国
に
お
い
て
､
二
四
八
条
を
適
用
し
た
形
の
割
合
的
認
定
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
本
稿
の
目

的
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
た
め
､
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
｡

※
本
稿
は
､
北
海
道
大
学
審
査
博
士

(法
学
)
学
位
論
文

｢損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
｣
(二
〇
二

年
三
月
二
四
日
授
与
)
を
加
筆

｡
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
.
な
お
､
本
稿
は
､
執
筆
に
あ
た
-
'
平
成
二

l
-

二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(研
究
活
動
ス
タ
ー
-
支
援
)
(二

一
八
三

〇
〇
〇
二
)
の
支
援
を
得
た
｡
ま
た
､
加
筆
･修
正
に
あ
た
-
､
平
成
二
三
-
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(若
手

(

B

)

)

(

二
三
七
三
〇
〇
七
八
)

の
援
助
を
受
け
て
い
る
｡

※
※
校
正
の
段
階
で
､
谷
口
聡

｢
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
に
関
す
る

一
考
察
｣
高
崎
経
済
大
学
論
集
五
五
巻

言
号

(二
〇
二

一)

l
五
頁

に
接
し
た
｡

円訂
正
】
拙
稿

｢損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置

(二
)｣
北
大
法
学
論
集
六
二
巻
五
号
三
五
頁
に
左
記
の
誤
り
が
あ
-
ま
し
た
の
で
､
こ
こ
で

訂
正
い
た
し
ま
す
｡
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七
七
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