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『
国
際
法
に
お
け
る

　
　
技
術
起
因
損
害
に
対
す
る
国
家
責
任
』

　
科
学
技
術
が
進
む
こ
と
に
よ
り
．
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
様
々
な

活
動
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
あ
る
種

の
利
益
を
生
む
と
同
時
に
、
他
方
で
は
副
作
用
を
伴
う
活
動
で
も
あ
る
．

先
進
の
技
術
活
動
よ
り
生
ず
る
損
害
は
一
国
の
領
域
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国
境
を
越
え
他
国
の
領
域
へ
と
広
が
り
、
国
際
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
て

い
る
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
国
際
法
の
、
特
に
国
家

責
任
の
観
点
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
キ
ー

ル
大
学
国
際
法
研
究
所
の
出
版
物
（
第
九
七
巻
）
で
あ
る
が
、
一
九
八
二
年

に
著
者
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
基
礎
と
し

た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
各
章
ご
と
に
内
容
を
紹
介
し
た
の
ち
、

若
干
の
批
評
を
加
え
る
。

二

　
著
者
は
本
書
の
目
標
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
技

術
起
因
損
害
（
響
夢
。
一
農
歪
寓
弩
霞
①
）
に
対
す
る
国
家
責
任
法
の
現
在
の

状
況
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
国
際
法
に
お
け
る
違
法
な

干
渉
の
基
準
を
設
定
す
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
法
原
則
が
、
国
内
法
の
相

隣
関
係
の
法
（
一
塁
亀
器
一
管
ぎ
弩
ぎ
a
）
及
び
私
的
不
法
妨
害
（
豆
毒
冨

馨
ぎ
琴
Φ
）
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
、
越
境
的
な
影
響
を
有
す
る
技
術
活
動
の
事
例
を
挙
げ
．
そ

の
技
術
活
動
と
、
そ
れ
よ
り
生
ず
る
損
害
と
に
共
通
の
特
徴
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
汚
染
、
宇
宙
活
動
、
核
兵

器
実
験
、
原
子
力
の
平
和
利
用
、
超
音
速
輸
送
・
オ
ゾ
ソ
層
破
壊
、
気
象

の
変
更
、
生
物
学
実
験
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
越
境
損
害
の
事
例

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
活
動
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
、
一
．
影

響
が
単
一
国
の
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
、
二
、
し
ば
し
ば
政
府
に
よ
り
な

さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
政
府
の
許
可
・
監
督
の
下
で
行
な
わ
れ
る
、
三
、

無
過
失
で
損
害
が
生
じ
、
し
ば
し
ば
必
然
的
に
副
作
用
が
伴
う
、
四
、
活

動
は
社
会
的
に
は
有
益
と
さ
れ
、
通
常
、
国
内
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い

118



紹介と批評

な
い
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
技
術
起
因
越
境
損
害
（
貫
導
甲

蕃
二
8
巴
響
ぎ
。
一
邑
邑
鼠
暴
鴨
）
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
は
、
一
．
多
く

の
被
害
者
を
出
す
か
、
広
範
囲
に
影
響
を
与
え
る
（
両
者
の
場
合
も
あ
り
）
、

二
、
複
数
の
原
因
よ
り
生
ず
る
、
三
、
因
果
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
困

難
、
四
、
損
害
の
程
度
・
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
金
銭
で

の
評
価
困
難
、
五
、
多
く
の
場
合
、
当
該
技
術
活
動
を
全
く
や
め
な
け
れ

ば
損
害
防
止
は
不
可
能
、
六
、
大
気
ま
た
は
水
を
通
じ
て
移
転
、
を
挙
げ

て
い
る
。

　
第
二
章
は
、
国
際
私
法
と
技
術
起
因
越
境
損
害
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
国
際
私
法
に
よ
り
こ
の
種
の
損
害
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
考

え
方
に
つ
い
て
、
そ
の
場
合
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
は
主
権

免
除
に
係
る
問
題
で
、
主
権
的
行
為
（
8
需
覧
ミ
ミ
§
鳩
ミ
琶
と
職
務
的
行

為
（
8
♂
楓
ミ
恥
婁
ぎ
蔚
。
・
）
と
の
区
別
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
問

題
と
な
る
活
動
が
主
権
免
除
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
．
被
害
者
が
多
数

で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
個
々
を
私
法
上
の
請
求
に
よ
り
解
決
す
る

こ
と
は
時
間
・
費
用
が
か
か
る
の
で
、
国
際
私
法
よ
り
国
際
法
で
処
理
す

る
こ
と
に
は
実
際
上
の
政
策
的
理
由
が
あ
る
と
す
る
。
第
二
は
．
こ
の
種

の
活
動
は
、
国
際
私
法
上
の
分
類
と
し
て
は
不
法
行
為
に
入
れ
ら
れ
る
が
、

こ
の
分
野
は
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
問
題
点
と
し
て
は
、
裁
判
管
轄
権
と
適
用
法
に
つ
い
て
様
々
な
対

立
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
際
私
法
は
、
主
権
免
除
や
外
国

判
決
執
行
の
問
題
等
に
よ
り
．
問
題
の
処
理
に
不
充
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
．

国
際
法
に
よ
る
解
決
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
．

　
第
三
章
は
、
国
際
法
と
国
家
責
任
の
諸
原
則
に
関
し
て
・
技
術
起
因
越

境
損
害
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
取
り
組
む
の
か
、
そ
の
際
の
責
任
原
則
と

は
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
．
ま
ず
、
取
組
方
法
と
し
て

は
、
国
際
法
は
技
術
起
因
越
境
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
補
償
よ
り
も
．
そ

れ
を
防
止
す
る
措
置
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
対

し
て
、
こ
の
種
の
損
害
は
防
止
措
置
に
拘
ら
ず
生
ず
る
こ
と
、
国
家
責
任

を
前
提
と
し
て
、
防
止
措
置
を
定
め
た
条
約
上
の
義
務
の
受
諾
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
国
家
に
国
際
法
違
反
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
の

は
、
国
家
責
任
の
法
の
最
も
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
技

術
起
因
越
境
損
害
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
防
止
の
法
的
措
置
だ
け
か
ら
で

は
な
く
、
国
家
責
任
の
観
点
か
ら
も
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
次
に
、
技
術
起
因
越
境
損
害
を
律
す
る
責
任
原
則
に
つ
い
て
、
賠
償
の

レ
ジ
ー
ム
は
条
約
に
よ
る
の
が
最
も
満
足
の
行
く
方
法
で
あ
る
が
、
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
、
条
約
は
、
多
く
が
民
事
責
任
誉
三
＝
喜
強
蔓
）
を
定
め

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
条
約
に
は
活
動
国
で
あ
り
な
が
ら
加
盟
し
て
い

な
い
国
が
存
在
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
油
汚
染
に
つ
い
て
の
便
宜
置
籍
国
、
核
実

験
禁
止
条
約
に
お
け
る
中
華
人
民
共
和
国
・
フ
ラ
ン
ス
）
の
限
界
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
条
約
と
は
別
に
、
一
般
国
際
法
上
の
規
則
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
な

り
つ
つ
あ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
、
国
家
責
任
の
原
則
を
見
出
す
た
め
に
、
国
際
法
委
員
会
の
作
業
に
言

及
す
る
。
国
際
違
法
行
為
よ
り
生
ず
る
国
家
の
国
際
責
任
の
法
典
化
作
業

に
お
い
て
，
国
際
法
委
員
会
の
関
心
は
「
第
二
次
」
規
範
の
み
に
あ
る
の

に
対
し
、
本
著
は
、
技
術
活
動
を
律
す
る
国
際
法
上
の
「
第
一
次
」
規
範

119



法学研究62巻2号（’89：2）

の
分
析
を
目
的
と
す
る
と
し
た
上
で
、
草
案
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
は
、

既
存
の
法
（
§
§
9
）
を
述
べ
た
規
則
で
あ
る
と
し
て
各
条
を
検
討
・
批

評
し
、
各
国
の
技
術
活
動
又
は
、
そ
れ
よ
り
生
ず
る
越
境
的
影
響
を
制
限

す
る
国
際
義
務
を
見
て
行
こ
う
と
す
る
．

　
第
四
章
で
は
、
主
権
概
念
は
、
自
国
の
技
術
活
動
が
他
国
に
影
響
を
及

ぽ
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
が
、
他
方
、

逆
に
主
権
概
念
が
、
他
国
に
影
響
を
及
ぽ
す
技
術
活
動
の
法
的
制
約
と
な

り
う
る
も
の
で
は
な
い
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
国
際
法
上
の
主

権
概
念
に
は
、
政
治
的
独
立
と
領
土
保
全
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
が
、
後

者
が
本
著
の
脈
絡
で
は
重
要
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
領
土
保
全
概
念
を
技

術
活
動
よ
り
生
ず
る
越
境
的
影
響
に
つ
い
て
適
用
す
る
際
の
二
つ
の
問
題

を
論
じ
て
い
る
。
第
一
の
問
題
は
、
領
土
保
全
の
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
物
理

的
な
影
響
を
カ
バ
ー
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
併
合
を
意
図
し
た
武

力
に
よ
る
重
大
な
干
渉
の
場
合
に
の
み
領
土
保
全
概
念
を
援
用
し
う
る
と

の
立
場
が
あ
る
一
方
、
有
毒
の
煙
、
水
質
汚
染
、
電
磁
波
、
放
射
能
に
つ

い
て
の
援
用
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
領
土
保
全
概
念

の
潜
在
的
適
用
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
の
間
題
は
、
領
土
保
全
は
領

域
主
権
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
領
域
主
権
に
よ
り
、
と
も
に
正
当
化
さ
れ

る
権
利
・
利
益
の
衝
突
に
お
い
て
、
国
家
の
個
別
の
義
務
は
如
何
な
る
も

の
な
の
か
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
、
ま
ず
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
を
検
討
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
領
土
保
全
概
念
の
越
境
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
技

術
活
動
へ
の
適
用
は
排
除
さ
れ
は
し
な
い
が
、
憲
章
か
ら
は
具
体
的
内
容

を
導
き
出
せ
な
い
と
す
る
。

　
次
に
、
領
土
保
全
概
念
が
、
他
国
で
な
さ
れ
た
技
術
活
動
よ
り
生
ず
る

損
害
に
対
し
て
、
効
果
的
な
防
禦
と
な
り
う
る
と
い
う
主
張
を
検
証
す
る

た
め
に
、
技
術
活
動
に
制
約
を
課
す
義
務
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
が
有

益
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
活
動
の
禁
止
が
国
家
の
義
務
と
さ
れ

う
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
人
気
球
を
含
む
航
空
機
に
よ
る
外
国
空

域
へ
の
侵
入
、
宇
宙
物
体
に
よ
る
外
国
空
域
へ
の
侵
入
、
他
国
領
域
に
煙

に
よ
り
被
害
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
形
態
で
国
家
領
域
を
使
用
し
、
使
用

を
許
す
こ
と
、
外
国
空
域
へ
電
磁
波
を
発
す
る
こ
と
及
び
ジ
ャ
、
・
・
ン
グ
に

よ
り
外
国
領
域
の
電
磁
波
に
干
渉
す
る
こ
と
、
外
国
領
域
に
放
射
性
物
質

又
は
核
放
射
線
が
入
る
の
を
許
す
こ
と
、
自
然
状
態
に
お
け
る
国
際
河
川

の
水
を
下
流
国
に
重
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
よ
う
変
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
法
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
不
明
確
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
個
別
に
検
討
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
領
域
主
権
概
念
は
他
国
領
域
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
技
術
活

動
の
非
合
法
性
を
決
定
す
る
際
に
重
要
な
出
発
点
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
る

が
、
有
形
物
体
の
外
国
領
域
へ
の
侵
入
は
領
土
保
全
の
侵
害
と
し
て
特
別

の
場
合
を
除
き
国
際
義
務
違
反
で
あ
る
も
の
の
、
有
形
物
体
以
外
の
手
段

に
よ
る
領
域
へ
の
物
理
的
干
渉
は
、
領
土
保
全
概
念
に
よ
っ
て
は
完
全
に

禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
国
を
技
術
活
動
よ
り
生
ず

る
有
害
な
物
理
的
影
響
下
に
さ
ら
す
無
制
限
の
権
利
を
国
が
享
有
す
る
の

で
は
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
は
増
え
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
内
事
項
と
し
て
技
術
活
動
を
な
す
権
利
が
、
他
国
の
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領
土
保
全
概
念
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
的
に
容
認
す
る
と
、
次

に
は
、
如
何
に
、
ど
こ
で
許
容
さ
れ
る
干
渉
と
許
容
さ
れ
な
い
干
渉
の
区

別
を
行
な
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
す
る
。

　
第
五
章
で
は
，
認
め
ら
れ
る
干
渉
と
違
法
な
干
渉
と
を
区
別
す
る
基
準

を
定
め
る
の
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
の
は
条
約
で
あ
る
と
し
て
、
様
々
な

条
約
規
定
を
分
析
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
環
境
保
護
の
た
め
締
結
さ
れ
た

条
約
は
、
多
く
の
場
合
、
生
態
学
上
の
基
準
を
定
め
て
お
ら
ず
、
単
に
、

協
力
、
相
互
援
助
義
務
、
民
事
責
任
、
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
．
ま
た
、
生
態
学
上
の
基
準
を
定
め
て
い
て
も
、
そ
の
不
遵
守

は
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
な
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
条
約
中
で
、
当
事
国
は
将
来
、
国
家
の
損
害
賠
償

責
任
の
事
項
に
つ
い
て
の
規
則
に
関
し
交
渉
す
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
当
該
条
約
に
は
そ
の
よ
う
な
法
規
則
が
存
し
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
分
析
の
対
象
と
さ
れ
た
条
約
は
、
普
遍
条
約
と
し
て
、
一
九
五
八
年
公

海
条
約
、
一
九
六
三
年
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
、
一
九
五
四
年
I
M
C

O
条
約
、
一
九
七
二
年
・
ソ
ド
ソ
投
棄
条
約
、
一
九
七
一
年
海
底
非
核
化

条
約
、
（
一
九
五
七
年
船
主
責
任
制
限
条
約
、
一
九
六
九
年
私
法
条
約
、
一
九
六
九

年
公
法
条
約
、
一
九
七
一
年
核
物
質
海
洋
運
搬
民
事
責
任
条
約
）
、
地
域
条
約
と

し
て
は
、
一
九
七
二
年
オ
ス
ロ
条
約
、
一
九
七
六
年
．
ハ
ル
セ
・
ナ
条
約
、

一
九
七
四
年
パ
リ
条
約
、
一
九
七
四
年
ヘ
ル
シ
ン
キ
条
約
、
一
九
五
九
年

南
極
条
約
、
一
九
六
九
年
ボ
ン
協
定
、
一
九
七
一
年
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
デ
ン

マ
ー
ク
・
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
協
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条

約
に
つ
い
て
、
規
制
の
対
象
物
、
規
制
内
容
、
規
制
地
域
、
適
用
の
例
外
、

責
任
と
の
関
係
を
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
諸
条
約
に
規
定
さ
れ
た
生

態
学
上
の
基
準
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
は
、
国
家
責
任
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
新
し
い
海
洋
環
境
保
護
の
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
、

一
九
七
三
年
の
I
M
C
O
条
約
及
び
、
一
九
八
二
年
国
連
海
洋
法
条
約
を

挙
げ
、
両
条
約
の
規
定
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
．

　
以
上
の
条
約
の
分
析
か
ら
、
明
確
な
条
約
上
の
義
務
が
海
洋
環
境
の
保

護
・
保
全
に
つ
い
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
義
務
違
反
は
、
海
洋
環

境
に
対
す
る
技
術
活
動
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
の
基
礎

と
な
る
が
、
既
存
の
条
約
で
は
、
非
常
に
例
外
的
な
場
合
に
の
み
条
約
義

務
違
反
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
海
洋
汚
染
に
つ
い
て
の
条
約
は
、

国
家
責
任
の
問
題
を
避
け
る
の
に
苦
心
し
て
い
る
と
述
べ
、
条
約
規
定
が

存
し
な
い
場
合
に
は
、
国
際
慣
習
及
び
、
法
の
一
般
原
則
か
ら
違
法
な
干

渉
の
国
際
法
上
の
基
準
が
導
き
出
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
六
章
は
、
権
利
濫
用
と
相
隣
関
係
の
法
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

本
書
に
お
い
て
中
心
的
な
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
権
利
濫
用
に
つ
い
て
、
こ
の
名
の
下
で
少
く
と
も
四
つ
の
異
な

る
理
論
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
各
々
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
の
ち
、

慣
習
国
際
法
、
法
の
一
般
原
則
、
警
暮
①
お
ε
。
暮
＆
①
召
ヨ
ロ
8

宣
a
器
（
汝
の
物
を
使
用
す
る
に
他
人
の
物
を
害
せ
ざ
る
が
如
く
こ
れ
を
為
す
べ

し
）
、
平
和
的
変
更
、
と
の
関
連
で
権
利
濫
用
を
論
じ
て
い
る
．
こ
こ
で
は
、

権
利
濫
用
の
原
則
は
、
外
交
文
書
や
国
家
実
行
に
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

条
約
中
に
規
定
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
慣
習
国
際
法
を
導
き
出
す
ほ
ど
に
統
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一
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
．
慣
習
国
際
法
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
は
ほ

と
ん
ど
言
え
な
い
と
す
る
。
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
権
利
濫
用
に
も
否

定
的
で
あ
る
．
匹
。
暮
Φ
お
ξ
。
に
つ
い
て
は
、
本
来
ロ
ー
マ
法
に
な
い

も
の
が
ニ
ュ
イ
サ
ン
ス
と
の
関
係
で
国
際
法
で
援
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
が
権
利
一
般
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
ま
だ
確
立

さ
れ
て
お
ら
ず
．
国
内
法
と
同
じ
ニ
ュ
イ
サ
ソ
ス
の
問
題
と
な
る
状
況
で

の
み
適
用
し
う
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
権
利
濫
用
は
技
術
起
因
損
害
に
関

す
る
問
題
を
解
決
す
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　
次
に
、
権
利
濫
用
の
一
変
形
と
し
て
の
相
隣
関
係
の
法
（
コ
モ
ン
．
・
ー

の
ブ
ラ
イ
ベ
ー
ト
．
ニ
ュ
イ
サ
ン
ス
に
あ
た
る
も
の
）
の
検
討
を
慣
習
国
際
法
と

法
の
一
般
原
則
の
観
点
か
ら
行
な
う
。
慣
習
国
際
法
上
、
領
域
使
用
に
関

す
る
相
互
的
な
制
約
は
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
の
明
確
な
基
準
に
つ
い
て

は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
曖
昧
さ
が
残
る
が
、
こ
れ
は
、
問
題
が
技
術
の

急
速
な
進
歩
に
よ
る
も
の
で
、
二
十
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
生
じ
た
の
で

あ
り
、
慣
習
国
際
法
の
生
成
に
な
じ
み
に
く
い
性
質
を
有
し
て
い
る
と
す

る
。
こ
の
慣
習
国
際
法
の
不
明
確
性
に
対
比
す
る
と
，
各
国
の
国
内
法
制

は
、
よ
り
詳
細
な
規
定
を
有
し
て
お
り
、
条
約
制
度
が
な
い
場
合
に
は
、

国
内
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
越
境
技
術
活
動
の
影

響
を
律
す
る
国
際
的
な
相
隣
関
係
の
法
を
．
よ
り
明
確
で
個
有
の
規
則
と

し
て
認
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
し
．
法
の
一
般
原
則
の
精
細
な
分

析
を
行
な
う
。
そ
の
際
に
、
三
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
ゆ
く
。

　
第
一
に
、
各
国
の
国
内
法
制
に
お
け
る
隣
接
地
の
利
用
に
物
理
的
干
渉

を
も
た
ら
す
土
地
利
用
の
制
限
に
関
し
て
明
確
化
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ

で
は
．
ロ
ー
マ
法
系
（
・
ー
マ
法
．
・
ー
マ
法
系
に
属
す
る
各
国
法
ー
フ
ラ
ン
ス
．

ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
三
国
・
モ
ナ
コ
、
イ
タ
リ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
ケ
ベ

ッ
ク
州
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
i
）
、
ゲ
ル
マ
ソ
法
系
（
オ
ー
ス
ト
リ

ア
．
ギ
リ
シ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
大
韓
民
国
、
ス
イ
ス
、
台
湾
、
タ
イ
、

ト
ル
コ
、
西
ド
イ
ツ
、
日
本
）
．
北
欧
諸
国
の
法
系
（
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ソ
ラ
ン

ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
．
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
、
東
欧
社
会
主
義
諸
国

の
法
系
（
ソ
連
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
東
ド
イ
ッ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
．
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ
ア
）
、

英
米
法
系
（
英
国
、
米
国
、
キ
プ
・
ス
、
イ
ス
ラ
エ
ル
）
、
混
合
法
制
（
エ
チ
オ
ピ

ア
、
ア
ラ
ブ
諸
国
、
南
ア
フ
リ
カ
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
法

系
に
お
い
て
、
許
容
さ
れ
る
干
渉
の
範
囲
に
つ
い
て
違
い
は
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
法
に
共
通
し
て
、
相
隣
関
係
を
律
す
る
法
が
あ
り
、
共
通
の
ル
ー

ル
と
し
て
、
審
目
一
三
ヨ
δ
⇒
8
0
麩
暮
一
霞
（
法
律
は
些
事
を
顧
り
み
ず
）
、

地
域
の
個
有
性
、
問
題
と
な
る
行
為
の
公
益
性
、
そ
れ
ま
で
の
状
況
の
考

慮
、
公
的
な
許
認
可
、
取
り
う
る
措
置
の
技
術
的
・
経
済
的
な
実
行
可
能

性
、
救
済
措
置
の
種
類
等
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
国
内
法
に
見
出
し
う
る
相
隣
関
係
の
法
が
、

国
際
法
上
の
適
用
に
耐
え
う
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
国
内
法
上
の
土
地

の
所
有
権
・
占
有
権
に
関
係
し
て
適
用
さ
れ
る
原
則
が
、
国
際
法
の
主
権

の
関
係
に
適
用
し
う
る
か
を
、
主
権
概
念
、
領
域
と
主
権
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
学
説
の
対
立
を
考
察
し
な
が
ら
見
て
行
ぎ
．
限
定
的
な
範
囲
で
両

者
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
三
に
、
見
出
さ
れ
た
基
準
・
原
則
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三

八
条
一
項
C
の
意
味
で
の
法
の
一
般
原
則
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
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い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
の
一
般
原
則
に
関
す
る
「
一
般
性
」

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
の
点
を
、
原
則
の
内
容
の
一
般
性
、
原
則
の
地

理
的
な
一
般
性
に
つ
い
て
吟
味
し
、
内
容
が
一
般
的
で
な
く
明
確
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
充
分
な
国
の
法
系
が
認
め
て
い
れ
ば
法
の
一
般
原
則
に
な

り
う
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
法
系
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必

要
か
、
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
的
」
或
い
は
、
「
二
国
間
」
の
法
の
一
般
原

則
の
可
能
性
を
．
地
域
的
な
国
際
機
構
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ま
え
て
、
国
内
法
に
見
出
し
う
る
相
隣
関
係
の

法
が
、
国
際
法
上
も
領
域
使
用
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
際
に
、

国
内
法
に
共
通
の
個
別
具
体
的
な
違
法
な
干
渉
に
関
す
る
基
準
が
国
際
法

と
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
国
際
法
上
の
基
準
を
確
認
す
る
た
め
の
法

的
な
手
段
・
技
術
を
関
係
国
の
国
内
法
か
ら
採
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。

　
第
七
章
は
、
帰
属
の
問
題
、
賠
償
責
任
の
基
準
、
合
法
行
為
よ
り
生
ず

る
賠
償
責
任
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
帰
属
に
つ
い
て
は
、
い
か
な

る
行
為
が
国
家
の
行
為
と
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
の
伝
統
的
見
解
を
踏
ま

え
て
、
私
人
に
よ
る
技
術
活
動
が
国
家
機
関
の
認
可
・
監
督
下
に
あ
る
場

合
に
は
、
国
家
責
任
と
の
関
係
で
国
家
に
帰
属
す
る
が
、
国
家
の
管
轄
権

下
ま
た
は
領
域
内
で
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え

当
該
行
為
が
危
険
な
も
の
で
あ
っ
て
も
国
家
に
直
接
に
帰
属
し
え
な
い
と

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
裁
判
等
や
国
家
実
行
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

宇
宙
損
害
責
任
条
約
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
諸
条
約
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
人
の
危
険
な
活
動
が
国
家
に
責
任
を
生
ぜ

し
め
る
の
は
、
そ
の
国
家
が
防
止
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
そ
の
義
務
の

履
行
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
と
す
る
．

次
に
、
責
任
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
過
失
の
有
無
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立

を
紹
介
し
、
こ
の
間
題
は
具
体
的
な
特
定
の
状
況
の
下
で
の
相
当
の
注
意

の
程
度
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
私
人
に
よ
る
技
術
活
動

に
つ
い
て
は
、
相
当
の
注
意
の
基
準
は
越
境
損
害
の
生
ず
る
可
能
性
の
程

度
、
ま
た
は
、
可
能
性
は
低
く
て
も
生
じ
う
る
損
害
の
程
度
に
依
拠
す
る

と
考
え
て
い
る
。
最
後
に
、
合
法
行
為
に
対
す
る
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、

こ
の
概
念
自
体
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
．
絶
対
責
任
に
関
し
て
論
じ
た

の
ち
、
条
約
の
形
式
に
よ
り
、
例
え
ば
宇
宙
活
動
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る

場
合
を
除
い
て
、
合
法
で
は
あ
る
が
危
険
な
行
為
に
対
す
る
賠
償
責
任
の

原
則
は
、
国
際
判
例
か
ら
も
、
ま
た
、
国
内
法
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
え
な

い
と
す
る
．
さ
ら
に
、
こ
の
合
法
行
為
に
対
す
る
賠
償
責
任
に
関
連
し
て
、

ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
バ
ク
ス
タ
ー
を
特
別
報
告
者
と
し
た
国
際
法
委
員
会
で

の
法
典
化
作
業
を
、
第
五
報
告
書
で
提
案
さ
れ
た
五
ケ
条
に
沿
っ
て
検
討

し
、
こ
の
問
題
は
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責
任
の
範
囲
内
に
あ

り
、
特
別
報
告
者
も
第
三
報
告
書
で
方
針
変
更
を
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
国
際
法
委
員
会
は
、
国
際
法
に
お
け
る
絶
対
責
任
（
危
険
責
任
）

の
以
前
の
提
案
を
放
棄
し
た
と
考
え
て
い
る
。

三

　
本
著
の
特
徴
は
、
そ
の
論
理
構
成
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
技
術
起
因
越

境
損
害
の
法
的
規
制
の
た
め
に
、
国
際
法
の
現
状
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
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を
、
責
任
原
則
．
つ
ま
り
、
国
家
に
課
さ
れ
た
義
務
の
違
反
よ
り
責
任
が

生
ず
る
と
い
う
原
則
か
ら
出
発
し
、
そ
の
義
務
は
如
何
な
る
も
の
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
領
土
保
全
概
念
か
ら
問
題
を
捉
え

る
一
方
、
様
々
な
条
約
中
に
国
家
に
課
さ
れ
た
義
務
の
具
体
的
内
容
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
義
務
の
一
層
の
具
体
化
の
た
め
に
、
義
務

そ
れ
自
体
は
慣
習
国
際
法
に
よ
り
国
家
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具

体
的
内
容
を
見
出
す
方
法
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
国
内
法
に
共
通
の
規
範

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
う
る
と
の
考
え
か
ら
、
各
国
の
国
内
法
を

詳
細
に
検
討
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
で
き
よ
う
．

　
領
土
保
全
と
の
関
連
で
、
航
空
機
、
無
人
気
球
、
宇
宙
物
体
と
、
そ
の

他
の
も
の
（
煙
、
電
磁
波
な
ど
）
に
ょ
る
侵
入
と
を
一
緒
に
取
り
扱
う
こ
と

に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
両
者
を
分
け
、
前
者

に
つ
い
て
は
領
土
保
全
で
カ
バ
ー
で
き
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
領
土
保

全
概
念
で
す
べ
て
を
カ
バ
ー
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、

全
体
と
し
て
領
土
保
全
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
ら
れ
る
。

　
条
約
中
に
義
務
内
容
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
か
で
一
九
八
二
年
の
国
連

海
洋
法
条
約
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
の
条
約
の
第
二
一
部
で
な
さ
れ
て
い

る
他
の
条
約
上
の
義
務
の
援
用
に
つ
い
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
当
事
国

は
、
自
ら
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
な
い
条
約
に
規
定
さ
れ
た
義
務
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
ぺ
て
い
る
の
は
傾
聴
に
値
し
よ

う
。
た
だ
、
一
九
七
二
年
ロ
ン
ド
ン
投
棄
条
約
の
加
盟
国
で
な
い
国
が
国

連
海
洋
法
条
約
に
入
っ
た
場
合
に
、
こ
の
条
約
の
第
一
二
〇
条
六
項
に
よ

り
、
ロ
ン
ド
ン
条
約
の
義
務
を
負
う
の
は
、
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
る
も

の
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
ロ
ソ
ド
ソ
条
約
そ
の
も
の
に
対
し

て
で
は
な
く
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
批
准
書
寄
託
等
を
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法

条
約
第
三
五
条
に
言
う
書
面
に
よ
る
同
意
と
し
う
る
と
は
解
し
が
た
い
。

　
法
の
一
般
原
則
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
条
約
、
慣
習
国
際
法
の
な
い
場

合
の
．
法
の
欠
訣
を
補
充
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
．
こ
こ
で

は
、
む
し
ろ
、
国
家
の
義
務
は
慣
習
国
際
法
上
確
立
し
て
い
る
と
し
た
上

で
、
当
該
義
務
内
容
の
明
確
化
と
い
う
機
能
を
法
の
一
般
原
則
に
持
た
せ

て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
「
地
域
的
な
」
法
の
一
般
原
則
を

考
え
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
先
進
技
術
よ
り
生
ず
る
越
境
損
害
の
問
題
に
限
定
し
て
、
様
々
な
国
際

法
上
の
基
準
を
見
出
そ
う
と
す
る
本
書
は
、
同
時
に
、
国
際
法
の
一
般
理

論
に
つ
い
て
も
示
唆
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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