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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

宮
沢
浩
一
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
被
害
者
学
の
基
礎
理
論
」

　
宮
沢
浩
一
君
提
出
の
学
位
請
求
論
文
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
本
論
文
は
序
文
及
び
序
説
の
後
に
緒
論
と
本
論
と
を
分
ち
、
1
刑
法
と
刑
事

学
　
2
刑
事
学
の
課
題
と
方
法
　
3
刑
事
学
の
展
開
　
4
現
代
の
刑
事
学
　
5

刑
事
学
と
被
害
者
学
を
緒
論
と
し
、
1
被
害
者
学
の
成
立
過
程
　
2
現
代
の
被

害
者
学
　
3
被
害
者
学
の
一
般
理
論
を
本
論
と
す
る
。
緒
論
は
本
論
の
礎
石
と

し
て
刑
事
学
が
現
代
の
刑
事
学
に
到
る
迄
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
そ
の
目
的
が
あ
り
、
本
論
は
、
被
害
者
学
の
成
立
過
程
及
び
そ
の
現
状
を
明

ら
か
に
し
、
被
害
者
学
の
学
問
的
位
置
づ
け
を
論
じ
、
論
者
自
身
の
見
解
を
示

し
、
最
後
に
被
害
者
学
の
一
般
理
論
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
今
本
論
文
の
内
容
の
概
要
を
記
す
る
と
、
論
者
は
ま
ず
序
説
に
お
い
て
、
従

来
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
高
々
被
害
者
の
同
意
と
か
挑
発
と
か
が
違
法
性
阻
却

事
由
の
一
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
又
犯
罪
後
犯
罪
者
が
被
害
者
に
対
し
て
と
つ
た
態

度
が
情
状
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
、
又
刑
事
学
に
お
い
て

す
ら
第
一
次
大
戦
前
は
学
者
の
殆
ん
ど
が
被
害
者
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な

く
、
専
ら
犯
人
の
個
性
の
究
明
と
社
会
環
境
の
考
察
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
、
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そ
の
後
よ
う
や
く
に
し
て
被
害
者
に
注
目
す
る
に
い
た
つ
た
が
、
そ
れ
は
飽
迄

も
犯
罪
人
を
通
じ
て
被
害
者
を
考
察
す
る
態
度
で
あ
り
、
被
害
者
自
身
を
直
視

す
る
被
害
者
学
の
誕
生
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
被
害
者

学
が
い
か
な
る
意
図
及
び
観
点
の
下
に
被
害
者
に
関
す
る
い
か
な
る
問
題
を
究

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
概
観
し
た
後
、
被
害
者
学
は
、
被
害
者
を
考
察
す

る
場
合
、
加
害
者
を
通
じ
て
で
な
く
直
接
に
こ
れ
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
犯
罪
を
加
害
者
と
被
害
者
と
の
相
関
々
係
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
は
刑
事
学
の
一
部
門
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
独
立
し
た
科
学

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
主
張
す
る
。
要
す
る
に

序
説
は
緒
論
及
び
本
論
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
概
説
で
あ
る
。

　
緒
論
1
「
刑
法
と
刑
事
学
」
は
、
犯
罪
に
関
す
る
学
問
と
し
て
の
刑
法
、
刑

事
学
及
び
刑
事
政
策
学
の
三
者
を
夫
々
規
範
学
、
事
実
学
、
政
策
学
と
し
て
性

質
づ
け
、
そ
の
三
者
の
相
違
並
び
に
相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
（
こ

の
際
論
者
は
被
害
者
学
は
事
実
学
と
政
策
学
と
に
わ
た
る
二
面
を
持
つ
も
の
と

し
て
い
る
）
、
2
「
刑
事
学
の
課
題
と
方
法
」
は
、
刑
事
学
の
研
究
対
象
な
ら
び

に
方
法
に
つ
い
て
詳
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
共
に
論
者
の
こ
の
方
面
に
お
け
る

豊
か
な
学
識
と
透
徹
し
た
理
解
と
を
示
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
3
「
刑

事
学
の
展
開
」
は
、
総
説
、
ベ
ッ
カ
リ
！
ア
と
ベ
ン
サ
ム
、
行
刑
に
関
す
る
科

学
の
展
開
、
刑
事
責
任
能
力
の
展
開
（
ア
メ
リ
カ
）
、
イ
タ
リ
ア
実
証
学
派
の
刑

事
学
、
フ
ラ
ン
ス
の
犯
罪
社
会
学
、
独
懊
刑
事
学
の
形
成
、
イ
タ
リ
ア
実
証
学

派
に
対
す
る
二
つ
の
批
判
の
各
小
節
よ
り
成
り
、
か
つ
て
刑
事
学
の
研
究
に
貢

献
し
た
諸
々
の
学
者
の
人
間
像
を
浮
彫
り
に
し
そ
の
研
究
の
成
果
を
極
め
て
詳

細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
論
述
中
に
は
刑
事
学
の
発
達
史
の
叙
述
に
あ
ま
り
必



要
で
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
被
害
者
学
の
論
述
に
と

つ
て
も
不
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
が
相
当
多
い
の
で
あ
る
が
、
論
者
の
こ
の
方

面
に
お
け
る
知
識
の
博
く
且
つ
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
4
「
現
代
の
刑
事
学
」
に
お
い
て
は
、
従
来
ド
イ
ッ
の

刑
事
学
で
争
わ
れ
て
い
た
刑
事
学
の
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
論
争
の
無
意
味
さ
を

指
摘
し
、
現
代
の
刑
事
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学

的
な
刑
事
学
に
お
け
る
理
論
（
作
業
仮
説
）
を
批
判
的
に
紹
介
す
る
。
こ
こ
に

お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
「
犯
罪
人
」
中
心
の
仮
説
で
あ
る
こ
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
5
「
刑
事
学
と
被
害
者
学
」
に
お
い
て
は
、
右
4
に
あ
げ

た
現
代
刑
事
学
の
仮
説
で
も
説
明
し
ぎ
れ
な
い
被
害
者
の
問
題
性
を
論
ず
る
科

学
と
し
て
、
被
害
者
学
が
必
要
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
問
題
意
識
の
概
要
が
論

述
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
緒
論
の
後
を
受
け
て
本
論
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
論
者
は
ま
ず
ー
「
被

害
者
学
の
成
立
過
程
」
に
お
い
て
、
被
害
者
学
の
学
と
し
て
の
成
立
過
程
を
検

討
す
る
。
即
ち
大
体
に
お
い
て
二
〇
世
紀
以
前
に
公
刊
さ
れ
た
被
害
者
に
つ
い

て
の
科
学
的
分
析
を
蒐
集
し
、
そ
れ
を
分
類
し
、
被
害
者
に
関
す
る
知
見
の
展

開
の
あ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
犯
罪
は
単
に
加
害
者
で
あ
る
犯
人
だ
け
を

取
り
上
げ
て
一
面
的
に
研
究
す
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
つ
て
、
犯
罪
の
成
立

に
消
極
的
に
加
功
し
て
い
る
被
害
者
の
存
在
を
研
究
す
る
必
要
が
大
で
あ
る
と

い
う
認
識
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
の
刑
事
学

は
「
関
係
の
刑
事
」
学
で
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
被
害
者
を
考
慮
し
な
い
刑
事

学
は
刑
事
学
の
名
に
価
し
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
し
つ
つ
・
な
お
、
被
害
者
学

の
独
立
性
を
主
張
し
、
刑
事
学
に
お
い
て
は
、
被
害
者
を
考
え
る
と
い
つ
て
も
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位
請
求
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文
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そ
れ
は
犯
罪
を
惹
起
し
た
面
で
の
存
在
と
し
か
評
価
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、
被

害
者
学
に
お
い
て
は
、
犯
罪
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
間
像
、
被
害
者
に
な

る
前
の
危
険
な
状
態
を
予
測
し
、
発
見
し
、
処
置
す
る
こ
と
を
終
局
の
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
次
い
で
2
「
現
代
の
被
害
者
学
」
に
お
い

て
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
ち
つ
た
「
被
害
者
」
に

つ
い
て
の
科
学
的
研
究
を
ま
と
ま
つ
た
形
に
集
大
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
発
表
し
た
学
者
即
ち
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
、
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ

ー
、
メ
ン
デ
ル
ソ
ー
ン
、
シ
ュ
ル
ツ
．
コ
ル
ニ
ル
、
ナ
ー
ゲ
ル
等
の
見
解
を
紹

介
し
且
つ
若
干
の
批
判
を
加
え
、
も
つ
て
現
代
の
被
害
者
学
の
概
観
を
試
み

る
。
以
上
専
ら
紹
介
的
、
資
料
的
部
分
を
基
盤
と
し
て
論
者
自
身
の
見
解
を
展

開
し
て
い
る
の
が
3
の
「
被
害
者
学
の
一
般
理
論
」
で
あ
り
、
本
論
の
主
要
部

分
を
な
す
．
論
述
は
A
「
被
害
者
学
の
方
法
」
B
コ
般
的
被
害
者
性
」
C
「
特

殊
的
被
害
者
性
」
の
三
よ
り
成
り
、
A
に
お
い
て
、
論
者
は
ま
ず
刑
事
学
と
被

害
者
学
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
被
害
者
学
は
そ
の
方
法
に
お
い
て
刑
事
学
の
そ

れ
と
大
き
く
交
叉
し
あ
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
点
は
そ
の
関
心
方
向
が

一
方
的
で
あ
る
か
双
方
的
で
あ
る
か
と
い
う
点
、
つ
ま
り
刑
事
学
に
お
い
て
は

犯
罪
人
を
中
心
と
し
て
そ
れ
を
生
み
出
し
た
環
境
や
そ
の
素
質
的
要
因
を
考
え

る
の
に
反
し
、
被
害
者
学
は
何
故
こ
の
者
が
被
害
者
と
な
つ
た
か
を
加
害
者
及

び
犯
罪
行
動
の
場
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
も
の
と
す
る
。
つ
づ
い
て
論
者

は
、
被
害
者
学
は
被
害
者
と
な
つ
た
者
の
人
柄
、
心
理
状
態
、
職
業
、
過
去
の

履
歴
等
を
考
察
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
又
被
害
者
は
犯
罪
者
が
犯
罪
を

犯
し
た
行
為
環
境
の
一
つ
を
形
成
す
る
か
ら
、
両
者
の
出
合
を
形
成
し
た
社
会

関
係
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
被
害
者
学
は
人
問
に
関
す
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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

る
科
学
の
多
方
面
の
分
野
と
関
係
を
持
つ
科
学
で
あ
り
、
統
合
科
学
で
あ
る
と

す
る
。
又
こ
れ
と
関
連
し
て
、
被
害
者
学
に
お
け
る
多
面
性
を
説
き
、
被
害
者

の
身
体
的
構
造
と
性
格
の
研
究
、
精
神
的
・
心
理
的
面
の
研
究
及
び
人
間
関
係

の
相
互
作
用
の
研
究
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
最
後
の
点
は
、
犯
罪
現
象
を
加

害
者
と
被
害
者
と
の
相
互
関
連
的
事
実
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
論
者
の
主
張
と

関
連
し
、
そ
の
方
法
は
社
会
学
の
そ
れ
に
準
拠
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
最
後
に
「
被
害
者
性
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
論
者
は
B
「
一
般
的
被

害
者
性
」
に
お
い
て
、
年
齢
、
性
、
職
業
、
社
会
的
地
位
等
が
被
害
者
性
に
い

か
な
る
影
響
を
持
つ
か
に
つ
い
て
種
々
の
例
を
挙
げ
て
説
明
を
加
え
、
C
「
特

殊
的
被
害
者
性
」
に
お
い
て
、
知
能
的
に
遅
滞
し
て
い
る
者
、
ア
ル
コ
ー
ル
中

毒
者
、
意
気
喪
失
者
、
意
志
薄
弱
者
、
情
緒
不
安
定
者
、
被
抑
圧
者
、
抑
圧
者
、

偏
執
狂
、
強
慾
者
等
の
被
害
者
性
に
つ
い
て
克
明
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
本
論
文
の
全
体
と
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
を
綜
合
す
る
と
、
論

者
が
本
論
文
に
お
い
て
究
極
的
に
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
主
た
る
も
の
は
、

第
一
に
被
害
者
学
の
科
学
と
し
て
の
独
立
性
、
第
二
に
被
害
者
学
の
体
系
化
、

そ
の
方
法
論
の
樹
立
並
び
に
い
わ
ゆ
る
被
害
者
性
の
系
統
的
研
究
、
第
三
に
被

害
者
学
の
方
面
よ
り
す
る
犯
罪
予
防
対
策
へ
の
指
標
の
提
供
の
三
つ
に
あ
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
被
害
者
学
が
誕
生
す
る
に
到
る
迄
の
刑
事
学
の

史
的
考
察
は
、
本
論
文
に
関
す
る
限
り
、
以
上
の
論
述
へ
の
礎
石
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
論
者
の
右
意
図
は
果
し
て
成
功
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
の
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
論
者
は
一
方
に
お
い
て
刑
事
学
と
被
害
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者
学
と
の
相
違
点
を
挙
示
し
、
他
方
に
お
い
て
被
害
者
学
の
方
法
の
多
元
性
は

そ
の
独
立
科
学
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

被
害
者
学
の
科
学
と
し
て
の
独
立
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で

あ
る
が
、
被
害
者
学
と
刑
事
学
と
の
相
違
点
に
関
す
る
論
述
は
、
遺
憾
乍
ら
、

甚
だ
簡
略
で
あ
り
、
断
片
的
で
あ
り
、
更
に
論
述
の
前
後
に
相
違
さ
え
見
ら
れ
、

こ
れ
が
論
者
の
主
張
を
不
明
な
ら
し
め
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ま
い
。
即
ち

論
者
は
、
「
被
害
者
学
の
成
立
過
程
」
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
「
刑
事
学
は
そ

の
本
質
上
犯
人
を
中
心
と
し
た
考
察
で
あ
つ
て
、
被
害
者
を
考
え
る
と
い
つ
て

も
犯
罪
を
惹
起
し
た
と
い
う
面
で
の
存
在
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な
い
。
被
害

者
学
は
犯
罪
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
間
像
．
被
害
者
に
な
る
前
の
危
険

な
状
態
を
予
測
し
、
発
見
し
、
処
置
す
る
と
い
う
こ
と
を
終
局
の
目
的
と
す

る
」
と
し
て
い
る
が
、
他
方
「
被
害
者
学
の
一
般
理
論
」
の
箇
所
で
は
、
「
両
者

の
相
違
点
は
そ
の
関
心
方
向
が
一
方
的
で
あ
る
か
双
方
的
で
あ
る
か
の
点
、
つ

ま
り
刑
事
学
に
お
い
て
は
犯
罪
人
を
中
心
と
し
て
そ
の
素
質
的
要
因
を
考
え
る

の
で
あ
る
が
、
被
害
者
学
は
何
故
こ
の
者
が
被
害
者
と
な
つ
た
か
を
加
害
者
及

び
犯
罪
行
為
の
場
所
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
点
に
あ
り
、
例
え
ば
被
害
者
と

な
り
や
す
い
人
間
の
タ
イ
プ
を
問
う
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
た

者
の
一
方
的
な
存
在
を
説
く
の
で
は
な
く
、
他
人
と
の
交
流
に
お
い
て
問
題
を

起
し
そ
う
な
性
質
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
云
々
」
と
い

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
二
つ
の
論
述
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は

い
な
め
な
い
。
つ
ま
り
、
前
の
論
述
に
お
い
て
は
、
刑
事
学
と
被
害
者
学
と
の

相
違
は
、
前
者
が
飽
迄
も
犯
人
の
研
究
で
あ
る
の
に
対
し
後
者
は
被
害
者
の
研

究
で
あ
る
こ
と
及
び
前
者
に
お
い
て
被
害
者
が
考
察
さ
れ
る
場
合
に
も
そ
れ
は



既
に
犯
罪
を
惹
起
し
た
者
1
こ
れ
は
恐
ら
く
犯
罪
を
誘
発
し
た
老
と
い
う
程
の

意
味
で
あ
ろ
う
が
ー
と
し
て
の
被
害
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て

は
．
将
来
犯
罪
を
惹
起
し
被
害
者
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
と
し
て
の
被
害
老

が
問
題
と
な
る
、
と
い
う
二
点
に
存
す
る
も
の
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る

が
、
後
の
論
述
に
お
い
て
は
、
刑
事
学
と
被
害
者
学
と
の
相
違
点
は
、
そ
の
関

心
方
向
が
、
前
者
に
お
い
て
は
一
方
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は

双
方
的
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
受
取
れ
る
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
こ
れ
を
善
解
す
れ
ぽ
、
論
者
が
刑
事
学
と
被
害
者
学
と
の
相
違
点
と

し
て
指
摘
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
右
三
点
の
す
べ
て
で
あ
る
と
も
解
し
得
よ

う
，
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
論
者
の
挙
げ
る
こ
れ
ら
三
点
の
理
由
は
果
し
て
無

条
件
に
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
犯

罪
現
象
は
加
害
者
と
被
害
者
と
の
相
互
関
係
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
論
者
自
ら
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
か
る
立
場
よ
り

す
る
と
き
は
、
刑
事
学
の
研
究
に
お
い
て
も
亦
犯
人
の
研
究
の
み
な
ら
ず
被
害

者
を
も
直
接
の
研
究
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
又
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
刑
事
学
に
お
い
て
も
亦
既
に
犯
罪

を
犯
し
た
者
の
み
な
ら
ず
将
来
犯
罪
を
犯
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
つ
い
て
の
研

究
が
含
ま
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
目
が

過
去
に
向
け
ら
れ
る
か
将
来
に
向
け
ら
れ
る
か
も
亦
両
者
の
区
別
の
規
準
と
は

な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
第
三
点
に
つ
い
て
も
、
第
一
点
に
つ
い
て
述

べ
た
よ
う
に
、
犯
罪
が
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
の
人
的
相
互
関
係
と
し
て
考

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
刑
事
学
に
お
い
て
も
亦
そ
の
関
心
は

ひ
と
り
犯
罪
人
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
人
と
被
害
者
と
の
問
の
相
互
関
係
、
交
流
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関
係
に
も
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
う
で
な
弧
つ

た
と
い
5
事
実
は
、
従
来
の
刑
事
学
の
欠
陥
と
称
し
得
て
も
、
理
念
と
し
て
の

刑
事
学
と
被
害
者
学
と
を
区
別
し
、
後
者
の
独
立
性
を
根
拠
づ
け
る
メ
ル
ク
マ

ー
ル
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
の
よ
う
な
疑
問
は
、
論
者

の
努
力
に
も
拘
ら
ず
な
お
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
ぺ
く
、
従
つ
て
こ
れ
ら

の
疑
問
を
一
掃
し
て
被
害
者
学
の
独
立
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
努
力
は
論

者
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．

　
次
に
論
者
が
企
図
し
た
第
二
の
点
即
ち
被
害
者
学
の
体
系
化
、
方
法
論
の
樹

立
及
び
被
害
者
性
の
系
統
的
研
究
に
関
す
る
論
述
は
、
大
体
に
お
い
て
成
功
し

て
い
る
も
の
と
評
し
得
よ
う
。
こ
と
に
犯
罪
を
被
害
者
対
加
害
者
の
人
的
相
互

関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
社
会
学
の
方
法
を
導
入
し
且
つ
被
害
者
学
の

特
色
を
従
来
の
統
計
的
、
数
量
的
な
も
の
に
終
ら
せ
ず
、
加
害
者
被
害
者
の
人
的

交
流
を
動
的
、
発
展
的
に
捉
え
、
生
物
・
社
会
・
心
理
的
な
全
体
像
と
し
て
の

被
害
者
の
綜
合
的
研
究
の
必
要
を
説
く
こ
と
は
、
仮
令
論
者
の
創
見
で
な
い
に

し
て
も
、
極
め
て
正
当
な
主
張
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
こ
ま
か
い
点

を
間
題
に
す
れ
ば
、
一
般
的
被
害
者
性
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
年
齢
に
つ
い
て

は
も
つ
と
全
面
的
な
実
例
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
性
に
つ
い
て
は
日
本
の
統

計
の
よ
り
多
く
の
引
用
が
望
ま
れ
る
。
又
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
の
論
述
は
徒

ら
に
素
材
を
な
ら
べ
た
感
が
あ
り
、
整
理
の
必
要
が
あ
ろ
う
．
論
述
中
単
に
常

識
的
な
判
断
乃
至
想
像
に
基
づ
く
記
述
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
の
も
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
．

　
最
後
に
第
三
の
被
害
者
学
の
犯
罪
予
防
対
策
へ
の
指
標
の
提
供
と
い
う
点
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
異
論
を
唱
え
る
余
地
は
存
し
な
い
。
も
つ
と
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も
現
実
に
被
害
者
学
が
い
か
な
る
程
度
迄
犯
罪
予
防
対
策
に
寄
与
し
得
る
か

は
、
一
に
被
害
者
学
の
成
果
い
か
ん
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
．

　
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
に
は
若
干
の
疑
問
と
不
十
分
さ
と
が
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
本
論
文
が
学
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
寛
に
多
大
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
被
害
者
学
の
成
立
過
程
と
そ
の
現

状
と
に
関
し
本
論
文
の
如
く
詳
細
に
し
て
緻
密
な
考
察
を
施
し
た
労
作
は
他
に

そ
の
類
を
見
な
い
。
第
二
に
本
論
文
が
、
仮
令
他
の
先
学
の
示
唆
に
負
う
と
こ

ろ
が
あ
る
に
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
な
方
法
で
、
被
害
者
学
の
体
系
化
と
方
法

論
の
樹
立
と
い
う
仕
事
に
一
歩
を
進
め
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
又
第
三
に
、
被
害
者
学
に
科
学
と
し
て
の
独
立
性
を
附
与
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
未
だ
成
功
し
た
も
の
と
は
認
め
難
い
が
、
そ
の
成

功
の
可
能
性
は
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
点
に
関
す

る
論
者
の
見
解
が
、
今
後
刑
事
学
と
被
害
者
学
と
の
関
係
の
問
題
を
考
究
し
よ

う
と
す
る
も
の
に
と
つ
て
、
益
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
ろ
う
こ
と
も
亦
否
定
し

得
な
い
事
柄
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
如
く
、
本
論
文
は
学
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
論
者
の
学
識
の
豊
さ
を
示
す
に
十
分
で
あ
り
、
そ
の
研
究
の
価
値

と
学
力
と
は
、
論
者
に
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に

値
す
る
も
の
と
思
料
す
る
。

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
主
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
宮
崎
澄
夫

　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
法
学
博
士
　
米
山
　
桂
三

　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
講
師
　
法
学
博
士
　
青
柳
　
文
雄

一
二
〇

（
四
七
二
）


