
 

Instructions for use

Title 不法行為帰責論の再構成・序説（２）　－ネグリジェンス法における事実的因果関係と賠償範囲との「区別
」論の検討を中心に

Author(s) 水野, 謙

Citation 北大法学論集, 47(6), 59-111

Issue Date 1997-04-10

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/15702

Type bulletin (article)

File Information 47(6)_p59-111.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


論:;

説 :i
不
法
行
為
帰
責
論
の
再
構
成
・
序
説
，--.、、

、-〆

|
|
『
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
事
実
的
因
果
関
係
と

「
区
別
」
論
の
検
討
を
中
心
に
|
|

賠
償
範
囲
と
の

目

次

第
一
章
は
じ
め
に

第
一
節
平
井
説
と
そ
の
後
の
学
説
に
見
る
「
区
別
」
論

第
二
節
「
区
別
」
論
に
対
す
る
近
時
の
批
判
説

第
三
節
「
区
別
」
論
の
三
つ
の
側
面
・
本
稿
の
目
的
・
分
析
の
視
角

第
二
章
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
区
別
」
論
の
成
立
過
程

水

野

謙
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説

第第

節節

(
以
上
、
四
七
巻
五
号
)

は
じ
め
に

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史

|
|
因
果
関
係
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
っ
た
の
か

被
告
の
免
責
ま
た
は
責
任
を
正
当
化
す
る
た
め
の

d
E
甘
『
z

と
い
う
一
言
明

|
|
原
因
の
必
要
的
競
合
事
例

第
一
款
寄
与
過
失
事
例
1

1
イ
ギ
リ
ス
の
動
き

第
二
款
寄
与
過
失
事
例
以
外
の
原
因
競
合
事
例
|
|
ア
メ
リ
カ
の
動
き

第
四
節
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る

d
E
P「
テ
ス
ト
の
顕
在
化

|
|
原
因
の
「
偶
然
的
」
な
介
在
事
例

第

五

節

リ

l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
ら
に
よ
る
「
区
別
」
論
の
意
義

第
六
節
「
完
全
賠
償
主
義
」
と
「
事
実
と
政
策
と
の
二
元
論
」
の
関
係

|
|
物
理
的
連
鎖
事
例
に
お
け
る
帰
責
の
在
り
方

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
区
別
」
論
の
揺
ら
ぎ

お
わ
り
に

(
以
上
、
本
号
)

弓色
白冊

第
三
節

第
三
章

第
四
章

*
引
用
文
中
の
傍
点
は
断
り
の
な
い
限
り
、
す
べ
て
引
用
者
(
水
野
)
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

献
ま
た
は
判
例
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
本
連
載
(
一
)
(
四
七
巻
五
号
)
の
冒
頭
に
記
し
た
。

本
連
載
に
お
け
る
文
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第
二
節

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史

l
l
「
因
果
関
係
」
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
っ
た
の
か

一
九
世
紀
半
ば
に
独
立
の
不
法
行
為
類
型
と
し
て
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
判
例
に
登
場
す
る
以
前
に
侵
害
訴
訟
(
可
巾
名
即
日
目
)

と
い
う
こ
つ
の
訴
訟
類
型
が
存
し
た
こ
と
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

と
特
殊
主

張
侵
害
訴
訟
(
可
2
3
2
8
5巾
B
Z
)

(
望
月

5叶
ω

土。ム
5
が
簡
潔
に
整
理
す
る
)

と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史
に
お
い
て
、
事
実
的
因
果
関
係
あ
る
い
は
賠
償
範
囲

一
八

O
O
年
以
前
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
は
訴
答
手

(1) 

続

(
1
g金
口
問
)
に
関
す
る
法
が
そ
の
中
心
を
占
め
、
今
日
的
な
意
味
で
の
実
体
法
が
存
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
あ
る
論
者
は
事
実
的
因
果
関
係
に
関
連
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
古
く
は

zZこ
o
へ
・
テ
ス
ト
が
責
任
を
決
定
付
け
る
ル

l

の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
け
だ
し
、

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

(mgH円
F
t
z
=
-
H
C
ω
ロ
'
N
N
)

。
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
、
当
該
ル

l
ル
の
内
容
や
射
程
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て

一
七
世
紀
初
め
に

F

・
ベ
ー
コ
ン
が
有
名
な
第
一
格
率
|
|
「
法
に
お
い
て
は
遠

ル
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

(
2
)
 

い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
賠
償
範
囲
に
関
し
て
は
、

因
で
は
な
く
近
因
が
注
目
さ
れ
る

(
5
E
E
ロ
C
ロ
『
内
自

o
g
B
E
g
-
M
E
胃

2
5白
山

古

2
Z
Z「)」

i
l
を
唱
え
(
∞

R
S
I
E
S
[初
出

5
8
]・
巴
斗
)
、

一
九
世
紀
以
降
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
で
、
い
わ
ゆ
る
近
因
理
論
と
し
て
度
々
裁
判
所
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

」
れ
は
、

ベ
ー
コ
ン
が
そ
こ
で
あ
げ
た
例
は
専
ら
土
地
の
譲
渡
等
の
土
地
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
侵
害
訴
訟
ま
た
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
に
関
す

(
3
)
 

る
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
侵
害
訴
訟
ま
た
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
成
立
・
発
展
過
程
を
よ
り
具
体
的
に
た
ど
る
と
、
「
因
果
関
係
」
に
関
連
す
る
幾
つ

か
の
注
目
す
べ
き
動
き
が
存
在
す
る
。
以
下
そ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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説

イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス

(吋

E
『
回

c
c
町一

の
時
代
(
二
二
世
紀
末
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時
代
か
ら
へ
ン
リ
八
世
治
世
の
一
五
三
五
年
ま

(
〈

z
z
i
u、
原
告
に
損
害
を
与
え
た
こ
と

ま
ず
、

で
)
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
被
告
が
直
接
的
に
暴
力
を
行
使
し
て

号品
目岡

を
理
由
と
す
る
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
「
人
は
自
ら
の
危
険
で
行
為
す
る
」
(
〉

B
E
R
g
丘
町
四
回
湾

Z
)

(
6
)
 

(国
C
E
2
0「円
EENω
タ

ω寸
印
‘
な
ど
て
被
告
は
極
め
て
厳
格
な
(
印

E
a
)
責
任
を
負
う
て
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る

と
い
う
命
題
が
妥
当
し

(
な
お
こ
の
厳
格
責
任
は
、

損
害
を
与
え
た
奴
隷
・
動
物
・
無
生
物
を
宮
口
々
と
捉
え
て
被
害
者
に
引
き
渡
す
ギ
リ
シ
ア
や
ロ

l
マ
以
来
の
制
度
に
由
来
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お

(
7
)
 

り
、
こ
れ
に
着
目
す
る

N
3
2
5∞N
-

斗
∞
品
は
、
物
が
損
害
を
惹
起
し
た
こ
と
と
当
該
物
に
対
す
る
所
有
者
の
直
接
支
配
に
よ
り
、
被
害
者
が
復
讐

の
念
を
向
け
る
べ
き
所
有
者
が
同
定
さ
れ
る
と
し
、
こ
こ
に
復
讐
概
念
と
密
接
す
る
事
実
的
因
果
関
係
概
念
の
淵
源
を
求
め
る
)
。
し

(

8

)

(

9

)

(

叩
)

か
し
、
被
告
は
幾
つ
か
の
免
責
事
由

l
!
被
告
の
行
為
は
自
己
防
衛
の
た
め
だ
っ
た
、
合
法
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
ま
た
は
被
告
の
「
行
為
」

{
日
)

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ど

l
i
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
り
、
被
告
の
責
任
は
決
し
て
絶
対
的
な

S
Z
D
-
E
Z
)
も

(
〈
巾
口
問

gロ
円
巾
)

の
で
は
な
か
っ
た

(ぎ
E
P
E
t
H
U
N
F
は
こ
れ
を
強
調
し
、
被
告
が
絶
対
的
責
任
を
負
う
と
い
う
の
は
神
話
だ
と
断
じ
る
)
こ
と
に
ま
ず
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
上
で
「
因
果
関
係
」
論
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
は
、
侵
害
訴
訟
の
中
で
最
も
古
く
か
ら
存
し
た
類
型
の
一
つ
で
あ
る
家
畜
の
侵
害

訴
訟

(
Z
E
Z『
町
名
曲
目
印
)
に
お
い
て
、
被
告
が
免
責
を
主
張
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
畜
の
侵
害
訴
訟
で
典
型
的
な
ケ

l
ス
は
、

Y
の

蓄

が

Y
地
か
ら
逃
げ
出
し
、

X
地
に
侵
入
し
、

X
地
の
地
表
や
作
物
に
長
を
及
ぼ
す
と
い
う
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、

(
日
)

家
畜
の
不
法
侵
入
と
し
て
所
有
者
た
る

Y
が
(
家
畜
逃
走
の
予
防
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
と
る
な
ど
し
て
い
て
も
)
厳
格
責
任
を
負
う
こ
と
に

(
比
)

は
異
論
は
な
い
(
も
っ
と
も
こ
れ
が
政
策
的
に
望
ま
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
)
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
他
の
侵
害
訴
訟
の
事
案

一
般
(
土
地
に
対
す
る
不
法
侵
入
の
外
、
人
や
動
産
に
対
す
る
侵
害
事
例
な
ど
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
受
動
的
被
害
者
た
る

X
と
能
動
的
加
害

争
た
る
(
家
畜
の
所
有
者
)

Y
と
い
う
図
式
(
こ
の
図
式
は
国

2
3円
N
H
S斗・
5
に
示
唆
を
保
叫
ん
よ
が
容
易
に
成
立
し
、
生
じ
た
損
害
と
そ
れ
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を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
の
関
係
は
単
純
で
定
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

Y
が
公
道
上
で
自
己
の
家
畜
を
追
っ
て
い
た

(
E
2
)
と
こ
ろ
|
|
す
な
わ
ち

Y
の
家
畜
は
合
法
的
に

Y
地
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
|
|
、
公
道
沿
い
の

X
地
の
フ
ェ
ン
ス
の
囲
い
方

Y
の
家
畜
が
そ
の
箇
所
か
ら

X
地
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
上
に
述
べ
た
典
型
的
な

ケ
l
ス
と
は
異
な
り
、
一
方
的
な
不
法
侵
入
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
受
動
的
被
害
者
対
能
動
的
加
害
者
と
い
う
図
式
は
一
見
明
白
に

は
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
、
損
害
の
(
法
的
な
意
味
で
の
)
「
原
因
」
は
い
っ
た
い
ど
ち
ら
の
側
に
あ
っ
た
の
か
が
強
く
意
識
さ
れ
、
問
題

に
欠
陥
が
あ
り
、

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
特
に
中
世
で
は
土
地
の
境
界
に
フ
ェ
ン
ス
を
設
け
る
こ
と
が
慣
習
上
の
義
務
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
多
く
、

X
が
こ
の
義
務
に
違
背
し
な
が
ら
、

な
お
Y
に
対
す
る
侵
害
訴
訟
で
勝
訴
で
き
る
か
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
す
る
一
四
七

O
年
の
判
決
定
・
回
・
司

g
n
F
H
O
E
d司・少∞
-m-
〈口】・

2
・
℃
⑦
叶
)
は
、

X
の
土
地
の
囲
い
方
に
暇
庇
が
あ
り

(

凶

)

(

げ

)

損
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ
か
ら
)

Y
は
口
三
宮
己
ミ
で
あ
る
と
い
う
Y
の
答
弁
を
容
れ
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
「
①
も
し
私
の
土
地

そ
れ
が

に
種
が
ま
か
れ
て
い
る
の
な
ら
、
公
道
沿
い
に
家
畜
を
追
う
者
が

〔
土
地
へ
の
不
法
侵
入
に
つ
い
て
〕
賠
償
義
務
を
負
う

(
U
E
Z
首
席
裁

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

判
官
)
。
②
〔
言
い
換
え
れ
ば
〕
あ
な
た
は
あ
な
た
の
土
地
を
囲
い
込
む
義
務
が
な
い
の
で
、
公
道
沿
い
に
家
畜
を
追
う
者
が
〔
不
法
侵
入
の
〕

リ
ス
ク
を
負
担
す
る
。
し
か
し
本
件
土
地
は
〔
以
前
よ
り
因
わ
れ
て
お
り
、

X
に
は
固
い
込
む
慣
習
上
の
義
務
が
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の

(
児
)

で
〕
同
様
に
解
釈
で
き
な
い

(
F
E
E
S
裁
判
官
)
」
。
「
③
あ
る
人
が
市
場
で
家
畜
を
買
い
、

家
畜
が
私
の
家
に
入
り
込
ん
だ
場
合
、
彼
は
こ
れ
を
正
当
化
で
き
る
だ
ろ
う
か

そ
れ
を
道
路
沿
い
に
追
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

だ
し
あ
な
た
は
あ
な
た
の
家
を
囲
い
込
む
義
務
が
な
い
か
ら
で
あ
る

(
U
E
Z
首
席
裁
判
官
)
。
④
い
や
正
当
化
で
き
な
い
、
け

(
2
0
Z
裁
判
官
)
」
。
「
⑤
私
道
に
面
し
て
い
る
か
、
公
道
に
面
し
て

い
る
か
で
違
い
が
あ
る
。
:
:
:
公
道
に
利
益
を
有
し
て
い
る
者
の
す
べ
て
は
、
公
道
に
隣
接
す
る
土
地
を
有
す
る
者
が
土
地
を
囲
い
込
む
慣

習
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
。
:
:
:
本
件
で
私
の
囲
い
地
が
開
い
た
ま
ま
で
、

(
問
)

く
る
の
な
ら
、
私
は

A
に
対
し
て
訴
権
を
有
し
な
い
。
け
だ
し
そ
れ
は
私
の

p
c
x
だ
か
ら
で
あ
る

A
の
家
畜
が
私
の
囲
い
地
に
入
っ
て

北法47(6・63)1763

(
宮
ミ
ぽ
裁
判
{
呂
)
0
」



説

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
件
で
は
、
当
時
の
侵
害
訴
訟
の
中
で
は
例
外
的
に
、
法
的
な
観
点
か
ら
見
て
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
が
当
事
者
の
ど
ち
ら
の
側
だ
っ

た
の
か
が
問
わ
れ
、
判
例
は
、
土
地
に
種
が
ま
か
れ
て
い
た
か

(
①
)
、
以
前
か
ら

X
が
土
地
を
固
い
込
ん
で
い
た
か

(
②
)
、
私
道
で
は
な

幸子'A

ロ岡

(
⑤
)
等
に
よ
っ
て
土
地
固
い
込
み
の
慣
習
上
の
義
務
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、

道
に
隣
接
す
る

X
地
を

X
が
聞
い
込
む
義
務
が
な
い
場
合
に
は

Y
が
不
法
侵
入
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
(
②

l
ー
な
お
こ
の
解
釈
は
過
失
責
任

km~ 

が
台
頭
す
る
一
九
世
紀
後
半
に
変
更
さ
れ
た
)
、
他
方
で
、

X
に
囲
い
込
み
の
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
固
い
方
に
暇
庇
が
あ
っ
た

く
公
道
沿
い
に
土
地
が
あ
る
か

一
方
で
、
公

X
に
P
E
P
が
あ
る
た
め

X
は
訴
権
を
有
さ
な
い

(
幻
)

の
先
駆
け
と
な
る
考
え
方
で
あ
る
)
と
い
う
解
釈
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

場
合
に
は
、

(⑤

l
l
こ
れ
は
一
九
世
紀
初
頭
に
現
れ
る
寄
与
過
失
理
論
(
次
節
第
一
款
三
)

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
に
お
け
る
侵
害
訴
訟
で
扱
わ
れ
た
事
件
の
多
く
は
定
型
的
で
単
純
、
す

な
わ
ち
一
方
的
な
暴
力
(
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
も
の
)
の
行
使
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
、
能
動
的
加
害
者
対
受
動
的
被

害
者
と
い
う
図
式
が
容
易
に
成
り
立
つ
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
訴
訟
に
お
い
て
原
因
と
結
果
と
い
う
因
果
の
連
鎖

が

(
事
実
上
の
問
題
と
し
て
・
ま
た
は
法
的
な
観
点
か
ら
)

あ
え
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
通
常
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る

な
お
侵
害
訴
訟
の
要
件
(
本
節
註
(

5

)

)

を
満
た
さ
な
い
場
合
に
提
起
さ
れ
る
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
事
例
(
例
え
ば
王
国
の
慣
習
に
違
背
し

た
と
し
て
、
火
元
管
理
者
の
失
火
責
任
の
外
、
宿
屋
の
主
人
の
荷
物
の
管
理
責
任
な
ど
の
公
共
的
職
業
に
従
事
す
る
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
)
に

お
い
て
は
、
失
当
な
行
為

(
B
E
g
g
R
m
)
が
間
わ
れ
る
侵
害
訴
訟
事
例
と
異
な
り
、
被
告
の
不
作
為
(
ロ
O

え
g
g宮
内
)
が
問
題
と
な
る
こ

と
が
多
い
。

こ
の
た
め
、
被
告
の
不
作
為
と
原
告
の
損
害
と
の
結
び
つ
き

Z)
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(ぞ
g
m巾
-alENS-Eω
一
去
と

0
5
I
E叶
0

・
NO)
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
失
火
責
任
や

荷
物
の
管
理
責
任
な
ど
の
従
来
の
代
表
的
な
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
事
例
で
は
、
通
常
、
損
害
の
あ
り
う
べ
き
原
因
に
厳
格
に
対
処
す
る
義
務

北法47(6・64)1764



が
被
告
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
因
果
関
係
」
の
有
無
が
あ
え
て
争
点
と
な
り
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、

(
包
)

や
は
り
少
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
侵
害
訴
訟
事
例
や
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
事
例
で
「
因
果
関
係
」
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
に
は
、
時
代
の
変
化
を
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
イ
ヤ

i
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
が
終
わ
り
一
七
世
紀
に
入
る
と
、
特
筆
す
べ
き
二
つ
の
軍
事
技
術
ま
た
は
社
会
生
活
上
の
、
改

一
つ
は
、
小
銃
の
技
術
改
良
で
あ
り
、
火
縄
式
小
銃
に
代
わ
っ
て
一
七
世
紀
初
め
ご
ろ
よ
り
、

(
お
)

扱
い
の
容
易
な
火
打
石
式
の
小
銃
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
は
こ
の
こ
ろ
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

(
包
)

は
道
路
交
通
が
盛
ん
と
な
り
始
め
た
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
揺
れ
が
比
較
的
少
な
い
ス
プ
リ
ン
グ
付
き
の
コ

l
チ
(
懸
架
式
馬
車
)
が
流
行
し
、

(
お
)

ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
五
五
五
年
一
般
幹
線
道
路
法
に
よ
っ
て
各
教
区
に
道
路
の
修
理
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
姿
を
現
し
た
の
が
、
①
銃
の
暴
発
事
例
と
②
馬
の
暴
走
事
例
に
関
す
る
判
例
で
あ
っ
た
。
①
で
は
、
兵
士

良
ま
た
は
変
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現
れ
た
。

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

X

Y
が
小
戦
闘
の
軍
事
教
練
中
に
Y
の
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
が
暴
発
し
(
|
l
詳
細
は
不
明
)
、

X
が
負
傷
し
た
ケ

l
ス
(
巧
町
田
〈
巾
『
〈
巧
位
三

(
E
Z
3・

が
、
②
で
は

Y
が
乗
っ
て
い
る
馬
が
暴
走
し
て
、

同
広
場
ま
た
は
川
公
道
に
い
た

X
が
負
傷
し
た
ケ

l
ス
(
川
門
玄
日

ZE--A〈・

回
。
回
、
吋
)

と何回門『

2
2
2
5凶・

5
吋
め
)
、
川
C
F
U
C
ロ印〈・

3
3
2
(
E
-
H
Nミ
F
5
2
)
)
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
侵
害
訴
訟
(
①
②
川
)
ま
た
は
特
殊
主
張

侵
害
訴
訟
(
②
例
)
を
提
起
さ
れ
た
Y
が
、
事
故
発
生
は
偶
発
的
で
あ
る
(
①

l
l
呂
Z
D
E
l
-

。∞
Y
N
2
1
N
S
に
よ
れ
ば
こ
の
抗
弁
は
イ
ヤ
!
・

ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
て

Y
の
意
思
に
反
し
て
い
る

(
①
②
同
川
)
・
不
可
避
的
で
あ
る

(
②
川
)
と
抗
弁
し
た
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
ま
ず
、
判
決
①
は
Y
の
責
任
を
認
め
た
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
、

Y
に
全
く
目
白
三
円
が
な
い
の
な
ら
、
す
な
わ
ち
Y
が
銃
を
発

射
す
る
時
に

X
が
銃
の
前
を
横
切
っ
た
場
合
や
本
件
事
故
が
不
可
避
だ
っ
た
場
合
に
は
、

Y
の
責
任
は
存
し
な
い

(
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
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説

は
な
か
っ
た
)
と
判
示
し
た
。
こ
の
ケ

l
ス
で
は
、
両
当
事
者
が
、
わ
ず
か
な
ミ
ス
で
多
大
・
多
様
な
損
害
を
招
き
か
ね
な
い
銃
と
い
う
危

険
物
を
そ
れ
ぞ
れ
能
動
的
に
扱
っ
て
活
動
を
し
て
い
る
|
|
こ
の
た
め
損
害
の
発
生
態
様
は
偶
然
的
・
非
定
型
的
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
特

論

色
が
あ
り
、
こ
れ
は
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
だ
と
言
え
る
。
判
決
は
こ
の
時
、

Y
の

p
z
z
の
有
無
や
事

(
少
な
く
と
も
一
般
論
と
し
て
は
)
明
言
し
、
侵
害
訴
訟
の
厳
格
責
任
法
理
が
、
大
き
く
変

(
も
っ
と
も
銃
の
暴
発
事
例
で
被
告
に
過
失
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
現
実
に
免
責
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、

(

お

)

》

①
判
決
か
ら
実
に
一
二

O
O年
近
く
も
経
過
し
た
∞
Z
己
ミ
〈
・

2
宅町一一

(
ρ
?
呂
志
)
に
お
い
て
で
あ
る
)
。

故
発
生
時
の

X
の
状
況
に
も
着
目
す
る
こ
と
を

容
し
て
い
く
可
能
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る

次
に
判
決
②
川
は
、

Y
の
抗
弁
は
全
面
否
認
訴
答
(
溝
口
巾

E
5
5
)
に
お
い
て
行
う
べ
き
だ
っ
た
と
し
て
訴
答
手
続
の
誤
り
を
理
由
に

(
幻
)

Y
の
責
任
を
認
め
た
が
、
傍
論
で
、
も
し
馬
が

Y
の
意
思
に
反
し
て
暴
走
し
た
の
な
ら

Y
は
口
。
仲
間

E-q
で
あ
る
旨
を
判
示
し
た
。
こ
の
事

案
は
、

Y
の
馬
が
能
動
的
か
っ
一
方
的
に
、
受
動
的
被
害
者
に
損
害
を
与
え
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
|
|
『
こ
れ
は
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代

の
多
く
の
事
案
と
共
通
す
る

l
ー
が
、
損
害
発
生
時
点
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
第
三
者
が
被
告
を
原
告
の
土
地
に
運
ん
だ
場
合
(
本
節
註
(
叩
)
)

や
第
三
者
が
被
告
の
手
を
取
っ
て
原
告
に
暴
行
を
加
え
た
場
合
(
①
判
決
の
傍
論
)
な
ど
と
同
様
に
、
被
告
の
自
発
的
意
思
に
基
づ
く
「
行
為
」

が
存
し
な
か
っ
た
ケ

l
ス
と
評
価
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
従
来
の
判
例
で
も
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
必
ず
し
も
実
例
が
多
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
事
態
が
、
馬
の
暴
走
に
よ
る
事
故
と
い
う
新
し
い
損
害
類
型
の
出
現
に
よ
っ
て
ま
さ
に
現
実
化
し
た
も
の
と
言
え
る
。
判

決
②
何
で
原
告
が
、
侵
害
訴
訟
で
は
な
く
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
は
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。

判
決
②
同
は
、
災
難
が
お
そ
ら
く
生
じ
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
人
々
が
い
た
広
場
に

Y
が
荒
れ
馬
を
馴
ら
す
た
め
に
連
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

p
z
p
と
評
価
し
て
、

X
の
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
判
決
は
侵
害
訴
訟
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
の
な
い
状
況
、
す

な
わ
ち
、
直
接
的
に
暴
力
を
行
使
し
て
損
害
が
発
生
し
た
(
と
侵
害
訴
訟
の
下
で
は
主
張
さ
れ
う
る
)
時
点
|
|
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
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Y
は
馬
を
制
御
で
き
ず

(
P
R
E
E
-
-
s
。-
E
が
こ
の
点
を
強
調
す
る
)
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
ら
の
「
行
為
」
が
存
し
な
か
っ
た
と
い

う
Y
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ー
ー
ー
よ
り
も
前
の
状
況
に
着
目
し
、
損
害
の
発
生
に
至
る
よ
り
長
い
因
果
経
過
を
問
題
と
し

(
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
手
続
的
竪
が
こ
れ
を
可
能
と
す
る
)
、
そ
れ
に

E
Xと
い
う
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
本
判
官
、
両
当

事
者
が
事
故
以
前
は
赤
の
他
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
宿
屋
の
主
人
と
顧
客
の
よ
う
に
(
外
に
も
公
共
運
送
人
や
鍛
冶
屋
な
ど
公
共
的
職
業
に

つ
く
者
の
責
任
事
例
は
そ
う
で
あ
る
)
事
故
以
前
か
ら
当
事
者
間
に
二
疋
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
従
来
の
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟

ま
た
馬
の
暴
走
以
前
の
因
果
経
過
に
着
目
し
、
こ
の
意
味
で
損
害
の
発
生
態
様
を

事
例
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、

(
馬
の
暴
走
と
い
う
現

象
を
介
在
さ
せ
た
)
間
接
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
点
で
、

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
判
例
理
論
、
す
な
わ
ち
損
害
の
生
じ
方

(
直
接
的
か
間
接
的
か
)
に
よ
り
訴
訟
形
式
(
侵
害
訴
訟
か
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
か
)
が
定
ま
る
と
い
う
考
え
方
(
次
節
第
一
款
ご

の

ば
先
駆
け
と
な
っ
た
判
決
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る

同
》
『
』
円
一
回
白
「
己

l

H
甲
、
吋
。
・
]
{
印

1
]

戸∞)。

不法行為帰責論の再構成・序説(2) 

以
上
の
一
七
世
紀
の
新
し
い
動
き
を
要
約
・
敷
桁
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
銃
の
暴
発
・
馬
の
暴
走
と
い
う
新
し
い
紛
争
事
例
で
は

ー

l
銃
の
暴
発
、
馬
の
暴
走
ま
た
は
馬
を
広
場
に
連
れ
て
い
く
と
い
う
出
来
事
や
行
為
と
被
害
者
の
負
傷
と
の
間
に
事
実
上
の
因
果
関
係

そ
れ
が
裁
判
で
あ
え
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が

1

1
損
害
発
生
時
に

Y
の
「
一
方
的
な
」
加

害
「
行
為
」
が
存
す
る
と
は
評
価
し
に
く
い
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
初
め
て

X
の
損
害
と
い
う
「
結
果
」
に
対
す
る

の
探
求
が
、
法
的
な
帰
責
の
有
無
と
い
う
結
論
と
直
結
さ
せ
て
意
識
的
に
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
X
ま
た
は

Y
の
町
田
三
円
の
有
無
が

が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

「
原
因
L

重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
能
動
的
行
為
者
同
士
の
事
故
で
あ
る
銃
の
暴
発
事
例
で
は
、

Y
の

p
z
x
と
共
に

X
の
状
況

X
と
Y
の
ど
ち
ら
が

(
法
的
観
点
か
ら
見
て
)
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
と

を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

な
り
|
|
こ
れ
は
公
道
沿
い
の
囲
い
地
へ
の
家
畜
の
侵
入
事
例
(
ニ
)

で
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に
あ
る
|
|
、

ま
た
馬
の
暴
走
事
例
で

は
、
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
で
把
握
さ
れ
る
、

よ
り
長
い
因
果
経
過
の
中
で

Y
の

P
E
一
円
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
馬
の
暴
走
で
は
な
く

Y

し、

わ
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説

の
そ
れ
以
前
の
行
為
に
損
害
の
法
的
な
原
因
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
一
八
世
紀
の
終
り
ご

ろ
か
ら
急
増
し
た
馬
車
や
船
舶
の
衝
突
事
例
で
さ
ら
に
進
展
を
見
せ
る
。
次
節
で
は
こ
の
動
き
を
検
討
し
よ
う
。

論

第
二
寧
第
二
節
駐

(
l
)
例
え
ば
、
訴
答
手
続
の
有
様
に
着
目
し
て
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
歴
史
を
詳
細
に
た
ど
る

ζ
ニ
g
E
(
H
U
E
-
N
E
4
2
ω
)
参
照
。

ま
た
、
同

z
q
c
g
y
S
)
は
、
当
時
の
裁
判
所
が
事
実
上
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
も
賠
償
範
囲
に
つ
い
て
も
法
を
展
開
さ
せ
な
か
っ
た
と
断
じ

エv
。

(
2
)
ス
ミ
ス
が
参
照
す
る

2
-
Z尖
除
去
包
己
自
己

(
5
2
{初
出
回
∞
器
]
・
台
。

12H)
が
「
古
代
法
に
お
け
る
因
果
性
」
の
項
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

重
罪

(EC口
可
)
に
あ
た
る
殺
人
(
吉
田

5
号
)
の
告
発
を
受
け
た
者
に
関
す
る
ヘ
ン
リ
一
世
の
法
二
三
世
紀
に
至
る
ま
で
適
用
さ
れ
た
)
で
あ
り
(
例

え
ば
A
が
B
を
野
獣
の
シ
ョ

l
に
連
れ
て
行
き
当
該
野
獣
が
B
を
殺
し
た
場
合
、

A
が
B
を
シ
ョ

l
に
連
れ
て
い
か
な
け
れ
ば

B
は
殺
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ

か
ら
A
は
罪
を
負
う
)
(
な
お
図
。

E
Z
R
S
l
H
S
r
-
E
参
照
)
、
そ
れ
が
一
三
世
紀
ご
ろ
よ
り
現
れ
た
侵
害
訴
訟
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
は
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
侵
害
訴
訟
で
は
(
そ
の
当
初
は
)
、
被
告
が
国
王
の
平
和
に
反
し
た
(
円
。
ぇ
3
3
2自
)
と
い
う
要
件
の
効

果
と
し
て
、
勾
引
令
状
(
円
毛
-
曲
目
)
が
発
行
さ
れ
、
ま
た
国
王
へ
の
罰
金
が
裁
定
さ
れ
る
な
ど
、
「
準
刑
事
法
的
性
格
」
(
ヨ
巾
B
5岡
山
富

NeE)
が

色
濃
く
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
民
事
刑
事
が
完
全
に
分
化
し
て
い
な
い
時
代
で
も
侵
害
(
可

g
宮
訟
)
は
、
重
罪
(
町
内
-cミ
)
よ
り

軽
い
犯
罪
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り

(EZogム
坦
巴

-N21N∞
吋
)
、
重
罪
に
関
す
る
準
則
が
侵
害
訴
訟
に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は

や
は
り
不
分
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(3)
目

E
q
(
5
2・
日
∞
)
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
侵
害
訴
訟
ま
た
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
現
在
の
近
因
理
論
の
よ
う
な
準
則
が
正
式
に
は

存
し
な
か
っ
た
こ
と
の
強
力
な
証
拠
だ
と
す
る
。

(
4
)
イ
ヤ
l
・
ブ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
出
D
E
M
者

2
5
(
5
0∞
[
初
出

E
c
a
)
、
当
5
『互巳

(
E
N
?
5∞
ム
∞

ω)
、
高
柳

(52-mN)、
望
月

(Hug-

ち品

1
5め
)
な
ど
を
参
照
。

(
5
)
ミ
ル
ソ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
と
並
ん
で
被
告
の
行
為
が
国
王
の
平
和
に
反
し
た

(
B
R
E
宮内

g)
こ
と
が
、
当
初
は
侵
害
訴
訟
の
要
件
と
さ

れ
た
(
前
註

(
2
)
参
照
)
|
|
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
初
め
て
当
該
訴
訟
は
国
王
裁
判
所
に
係
属
さ
れ
、
原
告
は
訴
訟
開
始
や
執
行
の
た

北法47(6・68)1768
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め
に
勾
引
令
状
を
発
行
さ
れ
る
と
い
う
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
ー
ー
が
、
こ
の
要
件
は
当
初
か
ら
か
な
り
擬
制
的
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
ま
た
一
三
七

O
年
ご
ろ
に
こ
の
要
件
を
不
要
と
す
る
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
国
王
裁
判
所
で
正
面
か
ら
提
起
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
大
き
な
契
機
と
し
て
、
こ
の
要
件
は
次
第
に
形
骸
化
し
て
い
っ
た

(
E
Z
g
F
H
E∞・

5
2・
N毘
12U)
。
な
お
三

2
R
E∞
と
い
う
要
件

に
つ
い
て
も
、
そ
の
原
義
は
暴
力
(
三
及
び
武
力
(
号
呂
田
)
の
行
使
を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
有
形
力
の
行
使
さ
え
あ
れ
ば
要
件

を
満
た
す
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
(
簡
潔
な
叙
述
と
し
て
者
E
5
2
除

F
B
Z
S∞
品
-
主
)
。

(
6
)
例
え
ば

F
g
g巾〈

-
Fミ
(
何
白
山
?
E
C
ω
)

の
の

E
∞
裁
判
官
が
傍
論
と
し
て
引
用
す
る
ど
国
内
ロ
・
ぐ
ロ
(
へ
ン
リ
七
世
の
治
世
第
一
一
一
年
|
一
五

O

五
年
)
の
判
決
は
、
「
も
し
当
該
侵
害
が
、
侵
害
時
に
当
事
者
〔
被
告
〕
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
な
ら
、
:
:
:
そ
れ
が
偶
発
的
に

2
2
E
g
E
q
)
ま
た
は
不
運
(
昌
広
三
Z
E
)
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
彼
は
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
責
任
を
負
う
」
と
判
示
す
る
。

(
7
)
損
害
を
与
え
た
物
を
損
害
を
受
け
た
被
害
者
に
引
き
渡
す
(
ロ
C
H
E
Z
Z
ミ
g
E
R
)
こ
の
よ
う
な
制
度
が
、
や
が
て
損
害
を
与
え
た
物
の
所
有
者

が
賠
償
金
を
支
払
う
代
わ
り
に
、
当
該
物
の
引
渡
し
を
拒
む
(
宮
古
口
問
吾
巾
〈

g
町内包
9
0
5
と
い
う
選
択
を
認
め
る
制
度
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
こ

の
選
択
肢
が
消
滅
し
所
有
者
が
厳
格
責
任
を
負
う
だ
け
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
歴
史
的
推
移
で
あ
る

(2=c円r
b

z
E
E丘
ム
宰
∞
[
初
出

E
富
]
噂
品
吋

Nム
ニ

-z。ご出
g
1
3
2
[初
出
回
∞
∞
己

-
E
I
5・沼田一
gm，
H
2
0・
十
日

'
N
5
R
1
5∞
N噂
斗
巴
寸
∞
ω)
。

(
8
)
印O
ロ
即
日
印
白
ロ
コ
込
町
宮
市
回
口
内
・
も
っ
と
も
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
以
前
の
へ
ン
リ
一
世
の
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
抗
弁
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
(
出
。
E
M
芸
E
Fム
由
N
ω
P
E
)
。

(
9
)
ミ
ル
ソ
ム
は
次
の
よ
う
な
被
告
の
承
認
と
異
議
(
円

S
P
5
8
自
己
印
〈
口
広
告
2

|

|
個
別
的
抗
弁
(
∞
宮

E
J一
巾
卸
)
の
一
種
。
相
手
方
主
張
の
事
実

を
認
め
た
上
で
そ
の
法
的
効
果
を
否
定
す
る
新
事
項
を
付
加
す
る
)
を
紹
介
す
る
o

「
Y
が
X
を
叩
い
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
は
、
て
ん
か
ん
の

治
療
の
た
め
、
す
な
わ
ち
て
ん
か
ん
に
伴
う
け
い
れ
ん
を
引
き
起
こ
す
悪
魔
を
追
い
払
う
た
め
だ
っ
た
」

(EZOBI-坦∞
Y
N
g
)
。

(
叩
)
こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
、
原
告
は
、
第
二
訴
答
(
足
立
月
旦
5
ロ
)
と
し
て
被
告
の
主
張
し
た
事
実
を
否
認
し
、
被
告
の
行
為
は
自
ら
の
不
法
に

よ
る

S
E
E
R
S
)
も
の
で
あ
り
被
告
主
張
の
免
責
事
由
は
存
し
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た

(EZoヨ
ム
申
告

-NE)。

(
日
)
自
己
防
衛
の
抗
弁
を
認
め
な
い
ヘ
ン
リ
一
世
の
法
の
時
代
(
前
註
(

8

)

)

に
お
い
て
す
ら
、
加
害
者
と
主
張
さ
れ
て
い
る
者
が
全
く
受
動
的
で
、

被
害
者
の
行
為
こ
そ
が
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
加
害
者
は
免
責
さ
れ
た

E
。
5
2。コ
E
E
N
U印
-
E，
巴
)
。
な
お
イ
ヤ

1
・

ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
に
お
い
て
「
被
告
白
身
の
行
為
」
と
い
う
の
が
責
任
の
一
要
件
で
あ
る
と
解
す
る
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
前
註

(
6
)
に
掲

げ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
外
、
当
時
は
被
告
に
よ
る
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
、
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
被
告
の
行
為
で
は
な
い
と
い
う
意
味

北法47(6・69)1769



説自命

で
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
日
。
5
2
R
5
l
E
N
ω
σ
'
ω

∞O
)
。
な
お
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
が
終
わ
っ
た
一
七
世
紀
に
も

同
旨
と
解
さ
れ
る
判
例
が
あ
る
(
的

E
S〈
m
g号

(ω

-々
P
5
2
)
|
|
第
三
者
A
が
力
づ
く
で

Y
を
X
の
土
地
に
運
ん
だ
場
合
は
、

X
地
へ
の
不
法
侵

入
の
責
め
を
負
う
の
は
A
で
あ
っ
て
Y
で
は
な
い
)
。

(
ロ
)
侵
害
訴
訟
で
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
と
異
な
り
、
原
告
は
現
実
の
損
害
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が

(司

-m
吉
田
岡

lzs-コ
・
同
4
0
8
2
h昨

F
2
2
3∞少
ω
。
)
、
土
地
へ
の
侵
入
を
巡
る
訴
訟
で
は
損
害
の
主
張
・
立
証
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
(
今
も
昔

も
)
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
垣
間
口
智
互
除
』

O
E
5
R
(呂
∞
少

ωg)
は
、
(
国
王
の
)
平
和
違
反
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
初
期
の
時
代
(
も

っ
と
も
こ
の
時
代
で
も
当
該
観
念
は
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
註
(5)
参
照
)
は
と
も
か
く
、
現
在
の
、
特
に
土
地
に
対
す
る
不
法
侵
入

を
巡
る
訴
訟
で
は
損
害
な
し
の
ケ

l
ス
は
ま
れ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

(
日
)
但
し
、
家
畜
の
所
有
者
が
自
己
の
家
畜
を
他
人
の
土
地
に
あ
え
て
追
い
や
っ
た
り
、
あ
る
い
は
家
畜
の
逃
走
に
気
付
い
て
か
ら
合
理
的
な
時

問
を
超
え
て
、
当
該
家
畜
を
他
人
の
土
地
に
と
ど
ま
ら
せ
続
け
た
場
合
な
ど
に
は
、
所
有
者
自
身
の
不
法
侵
入

(5名
目
的
凹
一
や
は
り
厳
格
責
任
)

が
成
立
す
る
。
家
畜
の
不
法
侵
入
が
成
立
す
る
の
は
、
家
玄
回
の
逃
走
に
そ
の
所
有
者
が
気
付
か
な
か
っ
た
場
合
ゃ
、

Y
が

X
地
に
迷
い
込
ん
だ

自
己
の
家
畜
を
直
ち
に

X
地
の
外
に
追
い
や
っ
た
よ
う
な
場
合
(
本
文
で
後
述
す
る
一
四
七

O
年
の
判
決
は
こ
の
よ
う
な
事
案
だ
っ
た
)
で
あ
る

(司

-
2
E
口問，
H
甲山

WN-ω
印
#
口
め
)
。

(
H
)
例
え
ば
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
は
家
畜
(
特
に
羊
)
の
放
牧
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
の
で
、
家
畜
の
所
有
者
に
厳
格
責
任
を
負
わ

せ
る
の
は
酷
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
対
し
て
は
、
中
世
の
囲
い
地
の
フ
ェ
ン
ス
は
石
作
り
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め

家
畜
は
逃
げ
に
く
く
、
厳
格
責
任
は
必
ず
し
も
所
有
者
に
大
き
な
負
担
と
は
な
ら
な
か
っ
と
も
一
吉
わ
れ
て
い
る
富
き

5
1
H
2
0・N
印
)
。
な
お
現

在
で
は
当
該
責
任
を
(
損
害
の
大
き
さ
は
通
常
少
な
い
も
の
の
)
危
険
(
報
償
)
責
任
の
立
場
か
ら
根
拠
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の

立
場
が
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
七
一
年
動
物
法
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(
3
2
Eロ

miss-ω
印

ω-動
物
法
に
つ
い
て
は
者
昌
宏
互
貯

』c
-
0
4
2
R
E
∞山Y
合
叶
怠
印
も
参
照
)
。

(
日
)
ホ

l
ウ
イ
ツ
ツ
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
厳
格
責
任
か
ら
過
失
責
任
へ
と
責
任
法
理
を
変
遷
さ
せ
た
大
き
な
き
っ
か
け
は
、

能
動
的
行
為
者
同
士
の
事
故
で
あ
る
衝
突
事
故
ケ

l
ス
の
登
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
判
例
は
当
事
者
の

F
巳
門
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
因

果
関
係
を
探
求
す
る
傾
向
を
強
め
た
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
実
証
的
裏
付
け
に
乏
し
い
な
ど
の
批
判
が

寄
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
批
判
に
は
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
詳
し
く
は
次
節
第
二
款
註
(

2

)

)

。
し
か
し
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
の

北法47(6・70)1770
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コ
モ
ン
・
ロ

l
の
歴
史
的
展
開
を
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
の
視
点
を
取
る
こ
と
が
有
用
か
つ
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
日
)
国
D
E
2
0円円宮

(ENω
タ

ω叶
∞
)
に
よ
れ
ば
、

Y
は
当
該
取
庇
が
損
害
を
「
引
き
起
こ
し
た
」
こ
と
を
答
弁
で
強
調
し
て
お
り
、
こ
れ
が
当
該
事

案
に
お
け
る
実
質
的
争
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
因
果
性
の
存
否
に
直
接
関
わ
る
言
葉
は
、
訪
問
。

(
H
F
5
8

的

0
2
2『

EF--gzg)
に
よ
る
英
訳
版
(
イ
ヤ
l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
原
文
は
オ
ー
ル
ド
・
フ
レ
ン
チ
で
書
か
れ
て
い
る
)
掲
載
の
訴
訟
記
録
の
中
で
は
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
げ
)
侵
害
訴
訟
ま
た
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
で

Y
ま
た
は
裁
判
所
が
使
う
用
語
。

Y
の
責
任
を
全
面
的
に
否
定
ま
た
は
否
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(児

)

X
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
本
件
土
地
に
は
エ
ン
ド
ウ
や
ソ
ラ
マ
メ
が
生
育
し
て
お
り
、
そ
れ
が

Y
の
家
畜
に
踏
み
荒
ら
さ
れ
る
な
ど
し
て
損
害

を
被
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
本
件
土
地
は
、
家
畜
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
種
が
ま
か
れ
て
作
物
が
生
育
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、

X
に
は
本
件
土
地
を
固
い
込
む
義
務
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
(
判
旨
①
参
照
)
、
他
方
で
本
件
土
地
は
、

Y
の
主
張

に
よ
れ
ば
法
的
記
憶
の
及
ば
ぬ
時
代
か
ら
(
『
『
。
E
E
E
2
5
0刊
号
ヨ
ミ
ヱ
因
わ
れ
て
い
た
(
の
に
事
件
当
時
フ
ェ
ン
ス
の
一
部
が
朽
廃
し
て
い
た
)

の
で
あ
り
、
ピ
丘
四

g
ロ
裁
判
官
は
お
そ
ら
く
こ
の
点
を
重
視
し
て
、

X
に
は
囲
い
込
み
の
義
務
が
あ
っ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
日
)
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史
な
い
し
そ
の
揺
箪
期
に
お
け
る
『
恒
三
円
ま
た
は
母
P
三
片
と
い
う
言
葉
が
、
慣
習
上
の
義
務
違
反
(
本
判
決
で
は
こ
の

意
味
で
用
い
ら
れ
た
ワ
)
な
い
し
注
意
義
務
違
反
と
い
う
音
信
町
内
容
を
ど
こ
ま
で
明
確
に
伴
っ
て
い
た
の
か
は
若
干
微
妙
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
よ
り
一
般
的
に
「
判
断
な
い
し
行
為
の
過
諮
問
」
(
『
英
米
法
辞
典
』
(
令
斐
閣
・

5
2
)
ω
ω
印
)
ま
た
は
「
落
ち
度
」
(
望
月

5

3唱
品

5
1
2
g
と

訳
し
た
方
が
し
っ
く
り
く
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
判
決
に
登
場
す
る

P
E
P
ま
た
は
含
旨
三
円
と
い
う
言
葉
は

あ
え
て
和
訳
せ
ず
、
英
語
の
ま
ま
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
却
)
す
な
わ
ち
ヨ
辛
口
〈
者
白

E
E
-
∞・・

5
∞N
)

(

事
案
は
本
文
③
と
同
一
)
で
は
、
家
畜
が
侵
入
し
て
く
る
リ
ス
ク
は
「
町
の
内
外
の
道
路
上
で

家
畜
を
追
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
必
然
的
で
不
可
避
の
リ
ス
ク
」
で
あ
り
、
従
っ
て

Y
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し

い
解
釈
は
、

2
2
n
F
q
〈

3
-
s
r
s
'
H
J
E
g
)
の
∞

-
R
Zロ
「
ロ
裁
判
官
の
有
名
な
傍
論
|
|
公
道
上
の
人
ま
た
は
公
道
に
隣
接
す
る
財
産

の
所
有
者
は
、
不
可
避
の
事
故
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
る
(
だ
か
ら
公
道
で
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
侵
害
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
も
厳
格
責

任
で
は
な
く
過
失
責
任
が
妥
当
す
る
)
|
|
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
な
お

X
地
を
固
い
込
む
義
務
が
あ
る
場
合
に
は

X
の
寄
与
過
失
が

認
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
異
論
が
な
い
。

(
幻
)
出

0
5印耳
251HmwNωσ
唱

ω叶
∞
'
日
向
。
一
号
者
。
「
円
宮

(ZNωF)
を
引
用
す
る
塚
本

(
5
2
4
ω
N
ω
)
や
村
田

(
E
S・
2
l
g
)
も
、
本
判
決
に
寄
与
過

北法47(6・71)1771 



失
理
論
の
萌
芽
を
見
る
。
な
お
寄
与
過
失
理
論
に
つ
い
て
は
次
節
第
一
款
で
考
察
す
る
。

(
詑
)
例
え
ば
一
七
世
紀
の
判
例
だ
が
叶

R
Z
2
E
m
〈・

2
E
G
(
E
-
E可ヨ

-zmw寸
)
は
「
だ
れ
で
も
自
分
自
身
の
物
を
、
他
人
を
傷
つ
け
な
い
よ

う
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
イ
ヤ

l
・
ブ
ッ
ク
ス
の
時
代
以
来
の
準
則
を
適
用
し
、
延
焼
は
強
風
に
よ
る
も
の
で
偶
発
的
事
故

だ
と
す
る

Y
の
抗
弁
を
退
け
Y
の
責
任
を
肯
定
す
る
。
も
っ
と
も
「
第
三
者
が
許
可
な
く
私
の
家
に
入
り
火
を
付
け
た
結
果
、
隣
家
が
延
焼
し

た
場
合
は
、
私
は
隣
人
に
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
す
る
判
例
も
あ
る
(
ペ
∞
N

出

2
・
A-
円

E
-
立
。

(
E
C
H
)
・百円
D
-
R
t
E
A
P
H
g
に
英
訳
あ
り
)
。

し
か
し
こ
れ
は
、
「
因
果
関
係
」
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
「
私
」
が
王
国
の
慣
習
に
違
反
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

事
案
で
あ
る
。
ま
た
ミ
ル
ソ
ム
に
よ
れ
ば
、
荷
物
の
管
理
責
任
に
つ
い
て
は
、
宿
屋
の
主
人
が
泥
棒
の
侵
入
を
許
し
た
場
合
、
泊
ま
り
客
の
荷

物
が
盗
ま
れ
た
場
合
に
は
、
主
人
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
(
呂
}
g
B
ム
包
品

-
E∞)。

(
お
)
『
世
界
大
百
科
事
典
』
(
平
凡
社
・

5
∞∞

)
Z
株
主
N

同
書
に
よ
れ
ば
、
発
射
す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
雨
天
時
に
は
使
用
不
可
能
だ
っ
た

火
縄
式
に
代
わ
り
、
火
打
石
式
発
火
装
置
が
発
明
さ
れ
た
の
は
一
五
二
五
年
の
こ
と
で
あ
る
(
も
っ
と
も
当
初
は
不
完
全
な
も
の
が
多
く
実
用
化
に

は
時
聞
が
か
か
っ
た
)
。
な
お
一
六
一
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
三

O
年
戦
争
に
お
い
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
グ
ス
タ
ブ
・
ア
ド
ル
フ
が
、
こ
の
火
打
石

式
小
銃
を
採
用
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

(
泊
)
一
ム
ハ
八

O
年
の
ウ
ィ
ー
ン
市
街
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
叙
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
つ
ね
に
人
間
と
馬
と
ワ
ゴ
ン
が
ひ
し
め
き
あ

っ
て
い
る
街
路
で
は
、
し
ば
し
ば
通
行
人
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
。
馬
車
の
叡
者
や
輿
(
こ
し
)
の
運
搬
入
は
『
ど
け
!
ど
け
!
』
と
叫
び
た
て
、

歩
い
て
い
る
人
聞
は
一
台
を
や
っ
と
避
け
た
か
と
思
う
と
、
別
の
車
に
ぶ
つ
か
る
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
だ
」
(
タ
l
ル
呂
記
[
原
書

ES]-ω
毘
)
。

(
お
)
も
っ
と
も
道
路
の
整
備
が
本
格
的
に
進
み
、
馬
車
が
改
良
さ
れ
、
馬
車
の
利
用
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
の
は
一
八
世
紀
の
後
期
以
降
の
こ
と

で
あ
る
(
次
節
第
一
款
一
。
本
文
②
同
川
で
紹
介
す
る
判
例
も
馬
車
で
は
な
く
馬
に
乗
っ
た
加
害
者
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
幹
線

道
路
法
も
そ
の
実
効
性
に
は
問
題
が
あ
り
、
大
雨
が
降
っ
た
だ
け
で
幹
線
道
路
は
文
字
ど
お
り
泥
の
海
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(タ

1
ル

5
2
[原
書

E
S
]ヨ
ω
自

l
g
g
。

(
部
)
こ
の
判
決
は
、
八
ム
道
上
の
事
故
に
つ
い
て
の
侵
害
訴
訟
で
過
失
を
責
任
要
件
と
す
る
一
九
世
紀
後
期
か
ら
の
判
例
の
流
れ
(
前
註
(
却
)
の

呂田円

r
E
Z
裁
判
官
の
傍
論
を
契
機
と
す
る
)
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
公
道
上
の
事
故
以
外
の
侵
害
訴
訟
で
も
過
失
が
責
任
要
件
と
な
る
こ
と
を
明

言
し
た
も
の
と
し
て
名
高
い
。

(
幻
)
も
っ
と
も
本
判
決
は
、
何
か
を
恐
れ
た
馬
が
暴
走
し
、

説
吾A
日間

そ
れ
に
乗
っ
て
い
た

Y
が
馬
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、

北法47(6・72)1772
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立
っ
て
い
た
X
を
含
む
数
人
に
気
を
つ
け
る
よ
う
に
注
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

X
は
道
に
出
る
こ
と
も
な
く
そ
こ
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い

た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
見
方
に
よ
れ
ば

X
側
の
過
失
を
問
い
え
た

|
l
一
方
的
に
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い

1
1
ケ

l
ス
で
あ

っ
た
。

(
お
)
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟

(5日吉
g
E
P
3
8
m
)
は
、
侵
害
訴
訟
の
よ
う
に
、
有
形
力
の
行
使
を
伴
う
違
法
行
為
に
関
し
て
発
行
さ
れ
る
定
式
化

さ
れ
た
令
状
に
よ
り
開
始
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
事
件
に
お
け
る
(
。
ロ

5
0
円
印
印
巾
)
諸
状
況
に
照
ら
す
と
令
状
の
発
行
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

う
こ
と
を
個
別
的
に
理
由
付
け
る
条
項

P
E
E
n
-白

50)
を
含
む
令
状
に
よ
っ
て
、
初
め
て
開
始
さ
れ
た

(
E
g
g
-
H
S∞・品。叶・

5
巴・

ω
g
f
g品)。

第
三
節

被
告
の
免
責
ま
た
は
責
任
を
正
当
化
す
る
た
め
の

d
三
宮
、
と
い
う
言
明

ー

l
原
因
の
必
要
的
競
合
事
例

不法行為帰責論の再構成・序説 (2)

第
一
款

寄
与
過
失
事
例

l
l
イ
ギ
リ
ス
の
動
き

イ
ギ
リ
ス
を
初
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
馬
車
の
利
用
は
、
交
通
需
要
の
急
増
と
そ
れ
に
対
応
す
る
道
路
の
整
備
や
馬
車
の
改

(

1

)

(

2

)

 

良
な
ど
に
よ
り
一
八
世
紀
に
飛
躍
的
に
増
大
し
た
が
、
特
に
一
八
世
紀
後
期
以
降
、
郵
便
馬
車
と
乗
合
馬
車
が
発
達
し
て
、
馬
車
は
多
く
の

人
々
に
利
用
さ
れ
る
公
共
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
馬
車
は
軽
量
化
の
た
め
の
さ
ら

(
3
)
 

な
る
改
良
が
な
さ
れ
、
ま
す
ま
す
高
速
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
世
紀
末
か
ら
馬
車
に
よ
る
交
通

事
故
を
巡
る
判
例
が
急
増
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
て
船
舶
の
衝
突
事
故
事
例
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
判
例
を
「
因
果
関
係
」
と
の
関
係
で
検
討
す
る
の
が
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
が
、

そ
の
前
…
に
、

一
七
七

O
年
ご
ろ
か
ら
一
八
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説

三

0
年
代
ご
ろ
ま
で
の
判
例
に
お
い
て
、

X
の
Y
に
対
す
る
権
利
侵
害
が
直
接
的
な
場
合
は
侵
害
訴
訟
(
可

g
宮
山
田
)
を
、
間
接
的
な
場
合

を
提
起
す
べ
し
、
と
い
う
準
則
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ

は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
(
可

g
冒
g
c
z
z
m
g認
)

自命

「
奇
妙
な
人
工
的
産
物
」

(
ζ
F
U
S
E
E
-
印。
ω)

の
準
則
は
、

一
八
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
現
れ
た

と
も
評
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

さ
か
の
ぼ
る
な
ら
ば
一
七
世
紀
後
期
の
玄

5
E
-
判
決
(
前
節
一
ニ
)
に
行
き
当
た
り
(
句
『
】
円

Z
『
己
呂
呂

-
5
1
5
)
、
判
決
は
、
被
告
が
い
わ
ば

行
為
支
配
を
失
い
、
従
っ
て
侵
害
訴
訟
の
下
で
は
原
告
敗
訴
の
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
、
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
で
初
め
て
把
握
可
能
な
、
損

害
の
発
生
に
至
る
よ
り
長
い
因
果
経
過
に
着
目
し
|
|
こ
の
意
味
で
損
害
の
発
生
態
様
を
間
接
的
な
も
の
と
捉
え
|
|
、
そ
こ
に
損
害
発

生
の
法
的
な
原
因
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

p
o芹
〈

2
4
Z
E
(
三回一
-
H
4
叶

ω
)
|
|
い
わ
ゆ
る
「
爆
竹

F
O
E
-
σ
)
」
判
決

と
し
て
名
高
い

1
1
0
が
、
こ
の
直
接
性
/
間
接
性
の
準
則
を
明
示
的
に
述
べ
(
自
由
な
行
為
者
の
介
在
が
な
い
と
き
に
は
侵
害
は
直
接
的
で
あ
り
、

侵
害
訴
訟
に
よ
っ
て
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
以
て
さ
ら
に
ロ
ミ
〈
・

2
3
E印
有
問
ニ
コ
主
)
が
、
馬
車
に
よ
る
交
通
事
故
事
例
で
初
め

(
5
)
 

て
こ
の
準
則
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
馬
車
の
事
故
事
例
に
お
け
る
直
接
性
/
間
接
性
の
準
則
は
、
か
な
り
複
雑
か
つ
精
般
に
発

展
し
た
が
(
こ
の
複
雑
性
と
そ
れ
に
伴
う
訴
訟
方
式
選
択
の
リ
ス
ク
こ
そ
が
、
統
一
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
を
生
み
出
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

(
6
)
 

本
節
註

(8)
参
照
)
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
侵
害
訴
訟
は
次
の
場
合
に
提
起
で
き
る
。
①
Y
馬
車
が
X
馬
車
ま
た
は
歩
行
者
X
に
衝
突
し
て
、
物
損
ま
た
は
人
損
を
与
え
た

場
合
(
上
記
ロ
ミ
判
決
の
事
案
)
、
②
衝
突
の
結
果
、
被
害
事
の
乗
客
ま
た
は
御
者
で
あ
る

X
が
人
損
を
被
っ
た
場
合
、
さ
ら
に
、
③
衝
突

の
結
果
、
被
害
車
の
御
者
が
振
り
落
と
さ
れ
、
危
険
を
感
じ
た
乗
客
X
が
馬
車
か
ら
飛
び
降
り
て
負
傷
し
た
場
合
に
も
侵
害
の
直
接
性
は
維

(7) 

(
こ
の
③
は
上
記
∞

g
芹
判
決
の
延
長
線
上
に
あ
る
)
。
次
に
、
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
が
提
起
で
き
る
の
は
、
④
Y
が
公
道
上
に
放

持
さ
れ
る

置
し
た
障
害
物
に
、

X
馬
車
が
衝
突
し
た
場
合
、
⑤
(
上
記

E
R
E
-
判
決
を
馬
車
事
例
に
当
て
は
め
れ
ば
)

X
に
衝
突
し
た
場
合
、
そ
し
て
、
⑥

Y
自
身
で
は
な
く
、

Y
の
被

Y
馬
車
の
馬
が
暴
走
し
、

が
馬
を
制
御
で
き
な
く
な
っ
た
状
態
で
歩
行
者
(
ま
た
は
他
の
馬
車
)

北法47(6・74)1774
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用
者
が

Y
馬
車
を
運
転
中
に
歩
行
者
(
ま
た
は
他
の
馬
車
)

X
に
衝
突
し
た
場
合
で
あ
る
。

の
衝
突
事
例
で
「
原
因
」
と
「
結
果
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
認
定
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
節
で
着
目
し
た
状
況
、
す
な
わ
ち
被
告
の
一
方
的
な
加
害
行
為
が
存
す
る
こ
と
が
一
見
明
白
で

は
な
い
と
い
う
状
況
が
、
こ
の
衝
突
事
例
で
よ
り
頻
繁
か
っ
鮮
明
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
両
当
事
者
の
運
転
す
る
馬
車

さ
て
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
馬
車
(
ま
た
は
船
舶
)

同
士
が
衝
突
す
る

l
l
xも
Y
も
能
動
的
な
行
為
者
で
あ
る

1
1
1
事
例
(
上
記
①
②
の
ケ

l
ス
)

で
最
も
顕
著
で
あ
る

」
れ
に
対
し
例
え

ば
上
記
③
の
ケ

1
ス
で
は
、
能
動
的
加
害
者
対
受
動
的
被
害
者
の
図
式
は
比
較
的
成
立
し
や
す
い
)
。
判
例
は
こ
の
時
、

X

Y
の
ど
ち
ら
が
「
加

害
者
」
と
言
え
る
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
の
行
為
が
、
法
的
観
点
か
ら
見
て
「
原
因
」
と
評
価
で
き
る
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
本
来

厳
格
責
任
が
妥
当
す
る
は
ず
の
侵
害
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
で
も
、

Y
の
加
害
行
為
の
直
接
性
と
並
ん
で
、

Y
の
過
失
ま
た
は
過
失
と
い

う
抽
象
的
評
価
を
導
く
に
足
る
具
体
的
な
状
況
を
認
定
ま
た
は
前
提
と
し
、

さ
ら
に
/
あ
る
い
は
、

X
の
過
失
(
ま
た
は
そ
の
評
価
を
導
く

不法行為帰責論の再構成・序説(2) 

状
況
)

の
有
無
を
問
題
に
す
る
姿
勢
を
の
ぞ
か
せ
る
。
例
え
ば

l
l、

垣
島
内
国
高
ロ
〈
-
H
N
O
玄

5
8
(∞
区
間
二
戸
∞

N
ω
)
(
X
勝
訴
)
は
、

X
の
運
転
す
る
四
輪
馬
車
に

Y
の
引
く
馬
が
衝
突
し

X
が
負
傷
し
た
事
案
(
上

で、

Y
の
馬
は
近
く
の
荷
馬
車
の
騒
音
に
驚
き
制
御
不
可
能
だ
っ
た
と
す
る

Y
の
個
別
的
訴
答
を
退
け
、

Y
に
は
事
故
時

記
②
の
ケ

1
ス
)

に
手
綱
の
引
き
方
を
誤
る
な
ど
し
た

p
p三
円
が
あ
り
、
事
故
は
明
ら
か
に
こ
の
号
P
巳
門
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
判
示
す
る
。

ま
た
、
関
口
白
若
〈

ω白]印
σロ
ミ
(
わ
即
日
?
H
2
0
)
(
X
勝
訴
)
は
、

Y
の
荷
馬
車
が

X
の
郵
便
馬
車
に
衝
突
し
物
損
が
生
じ
た
事
案
(
上
記

で
、
侵
害
訴
訟
な
の
だ
か
ら

Y
の
意
図
は
責
任
決
定
に
重
要
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
本
件
事
故
が
不
可
避
の
事
故
ま
た
は

①
の
ケ
l
ス
)

X
の
過
失
に
よ
る
も
の
な
ら
ば

Y
に
は
責
任
が
な
い
と
い
う
一
般
論
を
展
開
す
る

も
っ
と
も
、
事
故
は

X
の
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
り
自
分

に
は
己
広
告
}
門
が
な
い
と
い
う
Y
の
主
張
は
、
個
別
的
訴
答
の
中
で
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
)
。
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説

さ
ら
に
、

F
Rミ
〈
ぎ
回
一
円
巾
『
(
わ
白
『
色
町

?
H∞
ω仏
)

(
X
勝
訴
)

Y
運
転
の
一
頭
立
て
二
輪
馬
車
の
シ
ャ
フ
ト
が

Y
の
荷
馬

の
事
案
は
、

車
を
引
く
馬
の
肩
に
ぶ
つ
か
り
、
馬
が
死
ん
だ
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
の
白
己

2
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
て
「
問

(
上
記
①
の
ケ
l
ス
)

論

題
は
ど
の
よ
う
に
シ
ャ
フ
ト
が
馬
の
肩
に
の
め
り
込
ん
だ
の
か
、
す
な
わ
ち

Y
が
当
該
シ
ャ
フ
ト
を
荷
馬
車
の
馬
に
ぶ
つ
け
た
の
か
、

と
も
荷
馬
車
の
馬
が

シ
ャ
フ
ト
に
ぶ
つ
け
ら
れ
た
の
か
で
あ
る
」
と
説
示
し
|
|
こ
れ
は
ま
さ
に
能
動
的
加
害
者
同
士

〔

X
に
よ
っ
て
〕

の
事
故
で
原
因
が
ど
ち
ら
の
側
に
あ
る
の
か
が
意
識
的
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
な
お
宮
白

-cz，Hω
斗()・
ωω

ロ
H
O
∞
と
望
月
HMVU可

ω
・品同
ω

は

ト
レ
ス
パ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
不
合
理
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
本
判
決
に
注
目
す
る
)
|
|
|
、
こ
れ
を
受
け
て

X
勝
訴
の
評
決
が
な
さ
れ
て
い
る

(
Y

が
衝
突
時
に
酔
っ
払
っ
て
い
た
と
い
う
証
言
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
事
故
の
法
的
原
因
と
し
て
重
視
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
)
。

同
様
に
、
(
リ
2
Z
Z
]
〈
'
ω
g与
ミ

(
n
R
h
F
T・-
E
u
m
w
)
(
X
勝
訴
)
は
、
歩
行
者

X
に
Y
の
荷
馬
車
が
衝
突
し
た
事
案
(
上
記
①
の
ケ
l
ス
)

で
、
事
故
が

X
自
身
の
同
恒
三
円
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

Y
の
p
z
p
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
判
示
す
る
。

他
方
で
、
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
で
も
上
記
⑥
の
ケ

l
ス
で
は
、

(
Y
の
支
配
可
能
性
が
存
し
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
)

事
故
態
様
自
体
は

Y
の
被
用
者
を
含
む
能
動
的
加
害
者
同
士
の
事
故
で
あ
り
、
こ
の
と
き
例
え
ば
の

E
Z
〈
・
ロ
ミ
自
(
富
保
巧
・

5ω
吋

)
(
X

で
は
、
両
当
事
者
の
過
失
の
有
無
が
問
題
と
な
り
、
四
輪
馬
車
を
運
転
す
る

Y
の
被
用
者
に
は
過
失
が
な
く
、
荷
馬
車
を
運
転
す
る

勝
訴
)

X
の
息
子
に
過
失
が
あ
る
と

Y
が
訴
答
(
但
し
訴
答
の
方
式
を
誤
っ
た
た
め

Y
は
敗
訴
)

し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
能
動
的
な
行
為
者
同
士
の
衝
突
事
例
で
、
法
的
原
因
の
探
求
の
た
め
に
、
訴
訟
方
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
両
当
事

者
の
過
失
の
有
無
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
判
例
の
動
き
は
、
同
時
期
に
|
|
す
な
わ
ち
二
つ
の
訴
訟
方
式
の
峻
別
の
不
合
理
さ
を
理
田
に

(
8
)

、

統
一
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
が
成
立
す
る
以
前
に
|
|
判
例
が
寄
与
過
失
理
論
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
と
連
動
し
て
吉
弘
吉
巾
巴
∞
Y

S
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
寄
与
過
失
事
例
に
お
い
て
は
「
門
『

3
白
混
と

E
-
2
S
E
E
-ロ
の
す
べ
て
が
絡
み
合
、
与
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
効
果

そ
れ
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を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た

(
四
で
見
る
よ
う
に
、
当
時
の

d
E
F
1
と
い
う
言
明
は
、
ま
さ
に
こ
の
効
果
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
さ
と
深
い
関
わ
り

合
い
を
持
っ
て
い
た
)
。

す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
寄
与
過
失
理
論
の
リ

l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

l
ス
と
し
て
知
ら
れ
る
∞
ロ
門
丹
市
「
巴
m
E
〈
-
m，O
「「巾印丹市「(何即日
?

H

∞
。
。
)
で
は
、

Y
が
自
宅
の
修
理
の
た
め
公
道
の
一
部
の
み
を
占
拠
す
る
形
で
置
い
た
丸
太
を
避
け
ら
れ
ず
負

X
の
乗
る
馬
が
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
過
ぎ
て
、

傷
し
た
と
い
う
上
記
④
の
ケ

l
ス
(
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
)
が
争
わ
れ
、
巴

Z
5
2
2吾
首
席
裁
判
官
は

X
Y
双
方
に
注
意
義
務
違
反
な
い

し

p
z
p
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
寄
与
過
失
理
論
を
説
き
、

X
を
敗
訴
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
丸
太
の
置
か
れ
方
と

X
だ
け
が

不法行為帰責論の再構成・序説 (2)

能
動
的
に
活
動
を
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
、
こ
の
ケ

l
ス
は
、
「
完
全
に

X
自
身
の

P
三
円
だ
け
か
ら
」
(
∞
ミ
『
可
裁
判
官
)
事
故
が
生

じ
た
と
い
う
一
評
価
も
不
可
能
で
は
な
い
事
案
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
能
動
的
な
行
為

者
同
士
が
衝
突
す
る
事
故
類
型
で
は
、
法
的
原
因
の
探
求
の
過
程
で

X
の
過
失
が
認
定
さ
れ
る
と
き
、

Y
側
に
も
過
失
を
導
く
に
足
り
る
状

況
が
存
す
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
判
断
で
き
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
寄
与
過
失
理
論
を
適
用
す
る
な
ら
、
こ
の
場
合
も

Y

は
全
面
的
に
免
責
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
能
動
的
な
行
為
者
同
士
の
事
故
で
、
判
例
が
両
当
事
者
に
過
失
が

そ
れ
で
も
な
お

Y
を
免
責
す
る
と
い
う
思
い
切
っ
た
解
決
を
初
め
て
示
し
た
の
は
、
二
で
紹
介
し

あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
ま
た
は
明
言
し
、

た
判
例
の
動
き
(
こ
こ
で
は
一
方
当
事
者
の
み
の
過
失
が
認
定
さ
れ
て
い
る
)
に
や
や
遅
れ
、

一
八
三
八
年
に
下
さ
れ
た
一
連
の
判
決
に
お
い

(
例
え
ば
、
出
担
当

E
E
〈
-ng司巾『

(P「-
h
N

匂
)

で
は
、
酒
を
飲
ん
で
道
路
を
横
断
中
の

X
に
、
通
常
と
は
反
対
の
側
を
走
行
中
の
Y
馬

て
で
あ
っ
た

古
平
が
衝
突
し
た
事
業
が
争
わ
れ
、
判
旨
は
、
〔
寄
与
の
程
度
が
〕

い
か
な
る
程
度
で
あ
ろ
う
と
も

X
自
身
の
不
適
切
な
行
為
に
よ
っ
て
事
故
が
生
じ
た

こ
と
を
強
調
す
る
。
同
じ
く
歩
行
者
に
運
転
ミ
ス
の
馬
車
が
衝
突
し
た
ぎ

g
民
〈
∞
S
E
R
R
除
司
)

も
、
歩
行
者
が
通
常
の
注
意
を
払
え
ば
事
故

を
避
け
え
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
の
外
、
鉄
道
馬
車
同
士
の
衝
突
事
例
に
寄
正
常
〈
の

E
E
]
E
R
U
8
3
(宮
除
名
)
が
あ
る
)
。

こ
の
よ
う
な
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
結
論
を
導
く
寄
与
過
失
理
論
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
が
検
討
を
重
ね
、
様
々
な
論
拠
を
主
張
し
て
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説

(
日
)

(
例
え
ば
、
ク
リ
ー
ン
・
ハ
ン
ズ
の
原
則
、
同
意
あ
れ
ば
被
害
な
し
の
準
則
、
抽
象
的
な
近
因
理
論
、
ま
た
は
事
故
防
止
と
い
う
政
策
論
な
シ
」
)

し、

る

論

が
、
よ
り
説
得
的
な
学
説
は
、
①
企
業
活
動
の
発
展
を
助
成
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
要
請
や
、
②

(
日
)

的
な
判
断
を
行
う
)
陪
審
を
裁
判
所
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
性
な
ど
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

企
業
側
に
不
利
で
被
害
者
側
に
同
情

一
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス

(ロ)

で
は
大
企
業
が
被
告
に
な
る
ケ

l
ス
は
ま
だ
少
な
く
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
当
理
論
の
誕
生
を
促
し
た
の
は
|
|
こ
れ
も
ま
た
有
力
説
が

、
(
日
)

強
調
す
る
よ
う
に

i
l、
③
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
伝
統
的
に
内
在
す
る
個
人
主
義
的
な
責
任
原
理
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、

X
自
身
が
注
意
を
し
て
い
れ
ば
結
果
の
発
生
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
以
上
、

X
と
は
独
立
の
社
会
の
構
成
員
た
る

Y

の
所
為
に
籍
口
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
(
前
掲

E
5
5町
一
己
判
決
の

E
m与
R
E
Z
首
席
裁
判
官
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
X
が
当
該
障
害
物
を
「
頼

り
」
「
利
用
す
る
」
)
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
発
想
が
、
当
理
論
の
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

論
者

C
2
2
l
E
g
-
-
O印一
2
2
5
m
i
s
s
-
N
S
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
出
来
事
の
責
任
を
唯
一
の
(
g
Z
)
原
因
主
体
に
割
り
当
て
よ
う

(
凶
)

と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
伝
統
的
態
度
|
|
こ
れ
は
複
数
の
主
体
の
う
ち
、
法
的
責
任
を
負
う
の
は
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

X
と
Y
の
中
で

Y
が
唯
一
の
責
任
主
体
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
限
り

Y
の
責
任
を
認
め
る
寄
与
過
失
理
論
(
の
反
対
解
釈
)

も
の
で
あ
り
、

と
は
、
想
定
し
て
い
る
状
況
に
微
妙
な
差
異
が
あ
る
が
ー
ー
に
も
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

、
、
、

Y
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の

P
巳

τ乞
認
定
し
て
い
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
関
連
づ
け
た
説
明
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
)
。

Y
の
過
失
だ
け

(
な
お
ニ
で
紹
介
し
た
侵
害
訴
訟
の
判
例
が
、
X

そ
し
て
以
上
の
個
人
主
義
的
態
度
の
帰
結
こ
そ
が
、

(
X
自
身
の
過
失
も
寄
与
し
て
い
る
た
め
に
)

(
国

-gn
前
掲

国

Z
E周
回
印
判
決
(
同
∞
ω
∞)

が
こ
の
言
葉
を
強
調
す
る
)
に
事
故
発
生
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

Y
に
対
す
る
賠
償
を
一
切

(
日
)

そ
の
後
、
政
策
論
①
②
な
ど
に
支
え
ら
れ
当
理
論
が
浸
透
・
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え

認
め
な
い
と
い
う
寄
与
過
失
理
論
の
誕
生
で
あ
り
、

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

さ
て
、

d
z
p「2

と
い
う
言
明
の
持
つ
機
能
に
着
目
し
て
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
揺
藍
期
の
動
き
を
探
る
の
が
、
本
章
の
そ
も
そ
も

の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
当
該
言
明
に
巡
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
吋
口
氏
〈
当
国
『
自
由
ロ
(
わ
回

(
Z
ω
・)・

同∞∞∞
)
(
X
勝
訴
)
は
|
|
こ
の
時
期
に
は
過
失
に
よ
る
直
接
的
な
侵
害
の
事
例
で
訴
訟
方
式
の
峻
別
論
が
崩
壊
し
て
お
り
(
本
節
註
(

8

)

)

、

(
日
山
)

本
件
も
一
般
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
下
で
審
理
さ
れ
て
い
る
が

l
l、
船
舶
の
衝
突
事
例
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

「
本
件
及
び
実
に
他
の
す
べ
て
の
類
似
の
事
件
に
お
い
て
、
陪
審
が
審
理
す
べ
き
適
切
な
問
題
と
は
、
損
害
が
完
全
に
伊
豆
5
q
)
Y
の

そ
れ
と
も

X
自
身
の
過
失
ま
た
は
通
常
で
一
般
的
な
注
意
と
用
心
の
欠
如
に
よ
っ
て
、

過
失
ま
た
は
不
適
切
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
、

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

X
自
身
が
あ
る
程
度
ま
で
当
該
災
難
に
寄
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、

X
側
の
そ
の
よ
う
な
過
失
ま
た
は
通
常
の
注
意
と
用
心
の

欠
知
が
な
け
れ
ば
(
げ
己
診
「
①
)
、
当
該
災
難
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
:
:
:
後
者
が
肯
定
さ

れ
る
場
合
に
は
、

X
に
は
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
が
な
い
。
け
だ
し
、
彼
自
身
の

P
E
X
が
な
け
れ
ば

(
U
E
F「
②
)
、
災
難
は
生
じ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
過
失
ま
た
は
通
常
の
注
意
も
し
く
は
用
心
の
欠
如
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
、

X
は
賠
償
す

X
の
過
失
ま
た
は
通
常
の
注
意
と
用
心
の
欠
如
が
な
け
れ
ば

る
権
利
を
失
わ
な
い
。
権
利
を
失
う
の
は
、

(
σ
巳
問
。
「
③
)
災
難
が
生
じ
な
か

そつ
れた

がで
な、あ
け、ろ
れ、つ
IJ、場

b. 
口

で
あ
る

本
件
で

X 
の

〔
見
張
り
の
〕
怠
り
は
、
当
該
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

(き己
E
E
王
国
主
戸
④
)
侵
害
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、

そ
う
い
う
原
因
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
者
伝

F
E
E
裁

判
官
)
。

こ
の
判
一
不
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
下
さ
れ
た
判
決
の
中
で
、
最
も
詳
細
に
寄
与
過
失
論
を
説
く
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
「
他
の
す
べ
て

の
類
似
の
事
件
L

に
も
通
用
す
る
一
般
論
を
述
べ
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る

(
次
款
で
取
り
上
げ
る
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
代
表

的
な
体
系
書
に
も
度
々
引
用
さ
れ
て
い
る
)
が
、
特
に

d
E
F『
(
耳
目
門
吉
三
者
訂
正
戸
)
ョ
と
い
う
言
明
が
①
か
ら
④
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

ま
さ
に

X
の
見
張
り
の
怠
り
と
侵
害
と
の
聞
の
事
実
的
因
果
関
係
の
有
無
を
テ
ス
ト
す
る
た

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

ま
ず
④
で
は
、

北法47(6・79)1779 



説

め
に
、

z
さ
に
5
Z伴
者

E
円

U
z

と
い
う
言
明
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
原
告
の
寄
与
過
失
が

論

否
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
当
該
テ
ス
ト
は
寄
与
過
失
理
論
の
適
用
を
排
斥
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
通
常
イ
メ
ー

ジ
す
る

d
ロ
丹
念
ス
テ
ス
ト
が
、
帰
責
判
断
の
入
り
口
の
段
階
で

(
H
d
E
Zベ
テ
ス
ト
の
先
行
性
。
第
一
章
第
三
節
一
)
被
告
の
責
任
を
否
定

す
る
機
能
を
持
つ
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
①
②
③
、
特
に
②
に
お
け
る

d
zこ
。
ー
と
い
う
言
明
は
、
テ
ス
ト
④
が
満
た

さ
れ
、
さ
ら
に
被
告
に
つ
い
て
も
当
テ
ス
ト
が
成
立
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
原
因
の
必
要
的
な
競
合
事
例
に
お
い
て
初
め
て
問
題
と
な
り
、

三
で
述
べ
た
原
理
や
政
策
を
実
質
的
な
理
由
と
し
て
、
裁
判
所
が
「
被
告
を
全
面
的
に
免
責
す
ベ
し
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
と
き
に
、
原

告
に
対
し
こ
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
結
論
を
受
け
入
れ
る
よ
う
説
得
し
(
あ
な
た
が
P
E
R
を
犯
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
)
、

ま
た
は
そ
の
結
論
を
(
原
告
に
対
す
る
「
非
難
」
の
念
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
正
当
化
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る

o
d
E
S「
ョ
テ
ス
ト
が
政
策
的
・
規
範
的
判
断
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
の
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
既
に
出
さ
れ
て
い
る
結
論
を
あ

く
ま
で
説
得
・
正
当
化
す
る
と
い
う
文
脈
な
い
し
意
図
で

d
E
rー
と
い
う
一
言
明
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
一
般
化
し
て
説
明
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
因
A
と
B
と
が
競
合
し
て
損
害
C
が
生
じ
た
と
き
に
「
A
な

け
れ
ば

C
な
し
」
と
言
明
す
る
こ
と
は
、
日
常
的
な
感
覚
ま
た
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
法
感
情
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、

A
の
競
合
に
対
す
る
「
後

(
口
)

悔
、
憤
激
な
い
し
非
難
の
念
」
を
表
明
し
、

B
を
「
非
難
」
の
対
象
か
ら
外
す
と
い
う
考
え
方
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
当
該
言
明
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
の
問
題
と
関
連
し
て
、
近
時
の
学
説
に
お
い
て
理

論
的
に
興
味
深
い
進
展
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
三
章
第
三
節
参
照
)
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
取
り
あ
え
ず
、
裁
判
所
が
、
必
要
的
競
合

事
例
で
当
該
一
言
明
を
ど
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
具
体
的
な
検
討
を
続
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
次
款
で
は
、
当

該
言
明
を
巡
る
、

ア
メ
リ
カ
の
動
き
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
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不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

第
二
章
第
三
節
第
一
款
註

(
1
)
産
業
革
命
初
期
の
交
通
需
要
の
急
増
に
対
応
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
、
中
世
以
来
公
道
を
維
持
し
て
き
た
教
区
に
代
わ
っ
て
、
各
地
に

設
立
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
が
道
路
を
建
設
し
通
行
料
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が

E
E宮
宮
と
呼
ば
れ
る
有
料
道
路
で
あ
り
、

一
八
世
紀
に
多
数
建
設
さ
れ
、
問
世
紀
末
に
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
放
射
状
に
地
方
へ
向
か
う
道
路
網
が
完
成
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
』
戸
・
冨
円
〉
E
E
(
口問。
l
E
ω
め
)
が
、
維
持
費
が
安
く
排
水
が
良
く
荷
馬
車
の
運
行
に
も
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、
小
石
を
何
層
に
も

敷
き
詰
め
る
道
路
建
設
の
新
技
術
(
マ
カ
ダ
ム
法
。
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
各
地
の
道
路
建
設
法
の
主
流
と
な
っ
た
)
を
開
発

し
た
(
『
世
界
大
百
科
事
典
』
(
呂
∞
∞
・
平
凡
社
)

N

U

搬
出
-
コ
鵡
足
。
，
E
-
ミ
勝

g-
さ
ら
に
一
八
世
紀
に
は
、
懸
架
装
置
に
銅
製
の
ス
プ
リ
ン
グ

を
組
み
込
ま
せ
た
装
置
(
ダ
ル
ム
式
ス
プ
リ
ン
グ
)
が
発
明
さ
れ
て
、
従
来
の
ス
プ
リ
ン
グ
に
比
べ
馬
車
の
揺
れ
が
大
幅
に
減
少
し
た
(
タ
|
ル

5
2
[原
書

E
S
]
'
g
g
。

(
2
)
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
駅
馬
車
が
定
期
的
に
各
都
市
を
結
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
が
多
く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
一
七
八
四
年
に
(
駅
馬
車
と
郵
便
サ
ー
ビ
ス
を
合
体
さ
せ
た
)
郵
便
馬
車
制
度
が
開
始
し
て
以
来
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
郵
便
を
馬

車
で
運
ぶ
こ
と
は
違
法
だ
っ
た
(
タ
l
ル

5
2
[原
書

E
S
]・
ω
宮
ム
ま
道
路
未
整
備
放
の
転
寝
事
故
な
ど
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
つ
)
。

(
3
)
楕
円
型
ス
プ
リ
ン
グ
の
発
明
(
一
八
O
四
年
。
コ
ー
チ
の
底
と
車
軸
の
間
に
直
接
取
り
付
け
ら
れ
た
の
で
懸
架
装
置
が
不
要
に
な
っ
た
て
車
高
の
低

い
コ

l
チ
の
開
発
(
一
八
二

O
年
)
・
前
輪
車
軸
と
後
輪
車
軸
を
つ
な
ぐ
支
柱
の
除
去
二
九
世
紀
初
頭
よ
り
高
純
度
の
鋼
が
生
産
さ
れ
車
体
の
フ
レ
ー

ム
自
体
で
前
輪
車
軸
と
後
輪
車
軸
が
連
結
し
た
)
な
ど
(
タ
1

ル
呂
記
[
原
童

E
2
3・
8
4
i
s
g。

(
4
)
事
案
は
、
少
年
Y
が
市
場
の
人
込
み
の
中
に
投
げ
た
爆
竹
を
拾
い
上
げ
た

A
庖
主
が
そ
れ
を

B
庖
の
前
に
投
げ
、

B
が
そ
れ
を
拾
い
上
げ
再

ぴ
投
げ
た
と
こ
ろ
、
当
該
爆
竹
が

X
の
顔
面
に
当
た
っ
て
爆
発
し

X
が
失
明
し
た
た
め
、

X
が
Y
に
対
し
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
。

小
数
意
見
が
、
直
接
的
な
結
果
に
つ
い
て
は
侵
害
訴
訟
を
、
直
接
的
で
は
な
い
結
果
に
関
し
て
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
べ
し
と
の
一

般
論
を
展
開
し
た
上
で
、
本
件
で
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
だ
っ
た
と
判
示
し
た

(
g
R
Z
Z
5
裁
判
官
)
の
に
対
し
、
多
数
意
見

は
こ
の
一
般
論
に
賛
成
し
つ
つ
も
、
A
と

B
が
爆
竹
を
投
げ
た
の
は
自
己
防
衛
の
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
自
由
な
行
為
者
(
『
『

2
a
g
c
の
介

在
は
な
く
、
た
だ

Y
の
行
為
し
か
存
し
な
い
と
し
て
(
ロ
巾

p
q
首
席
裁
判
官
)
、
侵
害
訴
訟
の
下
で
の

Y
の
責
任
を
肯
定
し
た
。

(
5
)
R
E可
。
ロ
裁
判
官
は
河
内
百
D
-
含
〈

Q
R
E
(「巳
-
mミ
ヨ
ニ
ロ
N

印
)
の
傍
論
(
「
も
し
丸
太
が
公
道
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
負
傷
し

北法47(6・81)1781 



説論

た
場
合
は
、
彼
は
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
も
し
あ
る
人
が
、
彼
に
目
掛
け
て
投
げ
ら
れ
た
丸
太
に
よ
っ
て
負
傷
し
た

の
な
ら
、
彼
は
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
)
を
引
用
し
て
、
「
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
区
別
は
完
全
に
明
確
で
あ
る
」

と
強
調
し
、
馬
車
同
士
の
衝
突
事
例
で
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た

X
の
訴
え
を
退
け
た
。

(
6
)
本
文
の
①
l
⑥
に
対
応
す
る
判
例
は
以
下
の
と
お
り
(
傍
線
の
判
例
は
本
文
や
註
の
中
で
紹
介
・
引
用
す
る
/
し
た
も
の
)
。
①
(
馬
ま
た
は
馬
車

の
物
理
|
|
問
問
k
h除
問
昨
(
づ
戸
コ
宮
)
・
阿
国
間
p
k
b巳
降
同
同

(
P
3・
H
2
0
)
一
同
出
向

H
同
巳
陪
(
の

R
h
r
戸

広

ω品
)
/
(
歩
行

者
の
人
損
)
l
∞O
印
印
〈
・
ピ
拝
。
ロ

(
n
R
-
h
v
p
E
ω
N
)
一
m除
問
巳
同
k
b慌
時
間

(
n
R
a
h
v
p
'
H
∞
ω匂
)
、
②

-
-
E℃
胃
「
〈
・
河

2
2
(
3
5
f

zコ
)
一
同
協
目
指
供
同
降
厄
陪
同
(
巴
ロ
間

J
E
N
ω
)
、
③
ー
ー
ぽ
国
内
問
岡
山
H

(
開

2
・
E
C
ω
)
、
④
ー
ー
官
陪
は
区
p
k
h同
情
昨
吟
(
開
山
印
同
噌

同∞
O

匂
)
、
⑤
|
|
こ
れ
に
相
当
す
る
馬
車
事
例
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
(
な
お

Y
に
よ
っ
て
馬
の
制
御
不
能
が
主
張
さ
れ
た
巧
呉

g
g判

決
(
②
)
)
で
は
制
御
上
の
号
P
E
R
が
認
定
さ
れ
て
い
る
)
が
、
船
舶
の
衝
突
事
例
と
し
て

C
問
芯
〈

-
E
2
2
3・H
N
J

コ
苫
)
が
あ
る
。
⑥

l

F
〈
雪
印
円
〈
-mcc田
市
(
叶

-
F
H寸
志
)
噂
間
陪
同
p
k
h回
目
(
宮
-
b
者

-H
∞
ωご
な
ど
。

(
7
)
す
な
わ
ち
準
則
③
は
、
Y
の
行
為
の
結
果
に
何
ら
か
の
因
果
的
な
加
工
が
な
さ
れ
れ
ば
、
即
X
の
侵
害
が
「
間
接
性
」
を
帯
ぴ
る
と
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、

Y
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
介
在
す
る
人
間
の
「
反
応
」
が
、

Y
の
行
為
と
法
的
に
独
立
し
た
「
行
為
」
と
は
呼
べ
な
い
場

合
に
は
、

Y
の
唯
一
の
「
行
為
」
に
よ
っ
て

X
の
侵
害
が
生
じ
た
こ
と
に
な
り
、
侵
害
の
「
間
接
」
性
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
準
則
は
、
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
峻
別
を
判
例
が
や
め
、
統
一
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
が
成
立
し
て
か
ら
も
(
次
註
(

8

)

)

そ
の
後
の
判
例
に
影
響
を
与
え
(
例
え
ば
わ
冨
兵
〈

2
5
Z
3
5
?
E叶
∞
)
は
、
第
三
者
介
在
事
例
で
印
門
書
判
決
を
参
照
す
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の

宮
内
宮
『
〈
司

5
2
2
2
F
E叶
。
)
(
次
款
註
(
ロ
)
)
も
閉
口
皇
判
決
に
注
目
す
る
)
、
賠
償
範
囲
の
問
題
に
関
し
て
興
味
深
い
問
題
を
提
出
す
る
(
次

章
〔
補
論
〕
)
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
検
討
は
割
愛
す
る
。

(
8
)
ω
g口
判
決
(
前
註
(

4

)

)

や
り
ミ
判
決
(
前
註
(

6

)

)

な
ど
に
よ
っ
て
確
立
し
た
、
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
と
の
峻
別
論
を
厳
格

に
維
持
す
る
こ
と
は
、
原
告
に
と
っ
て
訴
訟
方
式
の
選
択
の
リ
ス
ク
を
著
し
く
高
め
る
結
果
と
な
り
、
こ
の
不
合
理
さ
を
理
由
に
当
該
準
則
は

徐
々
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
宅
三
5
呂
田
〈
巴
o
z
g品
(
わ
・
ア

Z
ω
ω
)
(馬
車
同
士
が
衝
突
)
が
、
権
利
侵
害
が
直
接
的
だ
が
不

注
意
に
な
さ
れ
た
場
合
に
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
提
起
を
選
択
す
る
自
由
を
認
め
(
本
判
決
を
軸
と
す
る
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
の
融
合
過

程
に
つ
い
て
は
司
Z
E
E
，5
2
参
照
)
、
次
に
、
制
定
法

R
O
E
-ロ
「
曲
者
司
「
O
R
E
Z
〉

2
-
E印N
-

印・

2
)
に
よ
っ
て
侵
害
訴
訟
と
特
殊
主
張
侵
害

訴
訟
の
併
合
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
c
z
g
〈-
F白血

5
2
(開同
--E斗
印
)
(
馬
車
が
歩
行
者
に
衝
突
)
が
、
無
過
失
の
被
告
は
侵
害
訴
訟
に
お

北法47(6・82)1782



不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

い
て
も
責
め
を
負
わ
な
い
と
判
示
し
た
(
こ
の
判
決
は
、

3
2各
市
『
判
決
に
お
け
る
巴
白
兵

E
E
裁
判
官
の
有
名
な
傍
論
(
前
節
註
(
初
)
)
と
並
ん
で
公

道
上
の
事
故
を
過
失
責
任
と
捉
え
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
)
。
そ
の
後
、
公
道
上
の
事
故
に
加
え
て
、
公
道
上
以
外
の
事
故
で
侵
害
訴
訟
が
提
起
さ

れ
る
場
合
も
や
は
り
過
失
を
責
任
要
件
と
す
る
判
例
が
集
積
し
(
銃
の
暴
発
に
関
す
る
∞
S
口
一
ミ
判
決
(
前
節
註
(
お
)
)
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
)
、

退
失
を
中
核
と
す
る
独
立
の
不
法
行
為
類
型
と
し
て
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
司
コ
ロ

Z
E
1
5
2
の
外
、
巧

g
p
E

除
。
。
邑
宮
山
2IHmwωω
一ョ。
E
E
m
l
H
U
一wN-HA凶

I
N
C
な
ど
)
。

(
9
)
マ
ロ

l
ン
が
こ
こ
で
参
照
す
る
の
が
、
前
節
の
註
(
日
)
で
も
紹
介
し
た
出

2
5
R
(
5
3
-
坦
印
)
で
あ
る
。
ホ

l
ウ
イ
ツ
ツ
は
、
こ
の
よ
う

な
能
動
的
な
行
為
者
同
士
の
衝
突
事
例
で
初
め
て
、
だ
れ
が
実
際
に
侵
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
が
問
題
に
な
る
と
し
て
、
「
現
代
の
ネ
グ
リ
ジ

ェ
ン
ス
〔
法
〕
は
、
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
現
在
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
寄
与
過
失
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
最
初
の
限
定
的
な

姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

(
叩
)
寄
与
過
失
ま
た
は
比
較
過
失
に
関
す
る
論
稿
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
(
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
四
年
に
限
定
し
て
も
九

O
篇
に
及
ぶ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
塚
本

5
2・
ω
N
H
参
照
)
が
、
寄
与
過
失
の
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
関
す
る
議
論
を
網
羅
的
に
整
理
す
る
も
の
と
し
て
は
、
古
く
は

∞
nFop-己
(
呂
志
)
、
∞

D
E
S
(
5
0∞
)
、
ぎ
己
目
的
巾
『
(
呂
印
ω)
な
ど
が
あ
り
、
近
時
で
は
、
出
血
『
司

2
b
V百
冊
目
俸
の
『
ミ

(HU
∞
φ
N
E
t
s
o
)
が
法

と
経
済
学
の
論
者
の
見
解
な
ど
も
含
め
て
包
括
的
に
紹
介
す
る
。
な
お
寄
与
過
失
に
関
す
る
邦
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川

(
5
2・
E
国
ご

参
照
。

(
日
)
こ
の
①
②
も
、
多
く
の
学
説
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
玄
色
。
口
市
(
呂
主
)
は
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
州
の
鉄
道
事
故
を
素
材
に
①

②
を
主
張
す
る
。
ま
た

-
M
g
g
q
(
呂
印
ω
・品。∞
l品
m
c一
刻
印
4
N
t
可
ω)
な
ど
も
参
照
。
も
っ
と
も
②
が
前
提
と
す
る
陪
審
へ
の
不
信
に
つ
い
て
は
、

当
該
不
信
感
が
寄
与
過
失
法
理
を
支
え
て
い
た
こ
と
自
体
は
認
め
つ
つ
も
、
当
該
不
信
感
に
は
合
理
的
な
理
由
が
な
い
と
す
る
(
陪
審
制
度
を

評
価
す
る
立
場
か
ら
の
)
強
い
異
論
が
あ
る

(
F
E
S
B
，E
Z
が
こ
れ
ま
で
の
論
議
を
具
体
的
な
デ
ー
タ
と
と
も
に
整
理
す
る
。
例
え
ば
一
九
世
紀

の
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
評
決
の
実
証
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
陪
審
は
原
告
に
有
利
に
判
断
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
慎
重
か
つ
分
別
あ
る
判
断
を
し
て
い
た
と
い
う
)

0

(
児
)
司
g
g
q
l
E
印
ω
・
怠
∞
一
兇
印
斗
ω
・
ま
た

2
5己
(
E
N
-
-
主
品
∞
)
も
、
使
用
者
責
任
を
限
定
的
に
解
す
る
立
場
や
危
険
の
引
受
の
法
理
と
並
ん

で
寄
与
過
失
の
考
え
方
を
、
ピ
ュ

i
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
個
人
主
義

(E・
5
N「
ω
叶
は
ロ
ロ
『
白
・

5
E〈
E
S
-
-
S
が
英
米
特
に
ア
メ
リ
カ
の

法
的
思
考
様
式
に
作
用
し
て
い
る
と
す
る
)
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

(
日
)
個
人
主
義
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る

P
6
E守
5
5
-
N印印口

N印
が
簡
潔
に
概
観
す
る
)
が
、
本
稿
で
は
、
社
会
も
し
く
は
共
同

北法47(6・83)1783 



説論

体
ま
た
は
そ
の
各
構
成
員
に
対
し
て
、
個
人
を
対
立
的
ま
た
は
独
立
的
に
捉
え
て
、
個
人
の
自
律
や
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
考
え
方
と
い
う
意

味
で
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
イ
ギ
リ
ス
の
個
人
主
義
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
六
世
紀
以
降
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
、

人
口
変
化
、
市
場
経
済
の
発
展
な
ど
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
き
た
(
マ
ル
ク
ス
や
ヴ
ェ

l
パ
ー
な
ど
)
が
、
近
年
、

FAR-よ『
-
g
m
(
H
U
叶
∞
)
が
か
よ

う
な
進
化
論
的
歴
史
観
を
批
判
し
て
、
主
に
地
方
史
や
社
会
史
に
お
け
る
家
族
構
造
の
在
り
方
に
着
目
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
三
世
紀

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
資
本
主
義
的
・
個
人
主
義
的
な
社
会
が
一
貫
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
と
説
き
注
目
を
集
め
て
い
る
(
中
村
敏
子

5
8・
2JY
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
説
に
は
肯
定
的
な
受
け
止
め
方
が
増
え
て
い
る
。
な
お
中
村
氏
の
ご
教
一
不
に
よ
れ
ば
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
九
一
年
に
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
授
(
人
類
学
)
に
着
任
し
、
そ
の
影
響
力
は
強
ま
り
つ
つ
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
)
。
ま
た
事
実
的
因
果
関
係
の
哲
学
的
・
歴
史

的
基
礎
を
探
求
す
る

N
5
2
(呂
∞
N
-

叶
∞
∞
」
呂
)
は
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
、
王
権
神
授
説
を
主
張
す
る
国
王
と
の
対

決
の
中
で
個
人
の
権
利
の
確
保
に
努
め
た
こ
と
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
個
人
主
義
の
一
つ
の
起
源
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
個
人
主
義
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
(
個
人
の
、
神
に
対
す
る
単
独
の
面
接
)
と
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
精
神
(
単
身
荒
野
と
戦
う
)
に
求
め
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
史
家
の
一
般
認
識
の
よ
う
で
あ
る
(
高
木

5
己
-
印
ー
ロ
・
本
間

5
2
-
E
l
s・
な
お
本
間

は
、
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
が
衰
え
ア
メ
リ
カ
の
都
市
化
と
人
種
的
多
元
性
が
目
立
つ
今
日
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
自
己
像
が
混
乱

し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
)
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
原
理
的
核
心
に
も
な
っ
た
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
影
響

も
忘
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う

(
N
3
q
l
E∞
N-
寸

UN
ゐ
ωω)。

(
H
)
寄
与
過
失
の
外
に
も
、
川
円

E
Z
2
吉
田
田
口
耳
「

C
Z
E
2
3
の
法
理
(
侵
害
に
最
も
時
間
的
に
近
接
す
る
最
後
の
有
責
の
人
間
の
み
に
法
的
責
任
を
負
わ

せ
る
と
い
う
考
え
方
)
が
一
部
の
判
例
の
支
持
を
受
け
、
ま
た
川
コ
モ
ン
・
ロ

l
は
伝
統
的
に
共
同
不
法
行
為
者
間
の
求
償
を
百
定
し
て
い
た
(
従

っ
て
共
同
不
法
行
為
者
の
う
ち
原
告
か
ら
請
求
を
受
け
た
者
の
み
が
、
全
額
の
賠
償
を
最
終
的
に
も
負
担
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
こ
の
法
理
が
否
定
さ
れ
た
の

は
一
九
三
五
年
の
法
改
革
法
に
お
い
て
で
あ
る

)
(
2
2
5間
lss-NNC-20)0
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
個
人
主
義
的
責
任
原
理

と
は
別
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
学
説
が
多
い
。
例
え
ば
、

p
g認
可
(
呂
叶
「
N

当
)
は
例
に
つ
い
て
、
法
的
責
任
主
体
を
一
つ
以
上
探
求
す
る
こ

と
は
「
余
計
で
不
経
済
で
論
点
を
混
乱
さ
せ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
?
と
推
測
し
、

F
E
S
(
5
0∞
-
N
ω
∞
)
は
、
一
釦
浮

き・
0

ロ立
D
d
〈
巾
『
を
訴
え
た
被
害
者
の
保
護
と
い
う
政
策
論
を
主
張
す
る
。
ま
た
川
に
つ
い
て
も
、

3
2
5
m
(呂
坦
N
-
N
g
)

は
、
円
日
巾
巾
司
巾
「
宮
門

rz

の
不
法
行
為
者
に
全
額
の
賠
償
を
さ
せ
れ
ば
、
損
失
の
分
散
に
つ
な
が
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
同
の
法
理
を
学
説
で
最
初
に
唱
え
た
者
Z
2
2

(
昆
斗
∞
)
(
次
款
五
)
は
、
人
間
の
意
思
を
含
ま
な
い
法
的
原
因
は
な
い
(
立
)
と
い
う
立
場
か
ら
、

D
の
侵
害
に
先
行
し
寄
与
す
る
物
理
的
条
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不法行為帰責論の再構成・序説(2) 

件
B
は
、

E
2
5
d異
色
。
垣
市
『

C
の
不
法
行
為
を
『
m
B
C
Z
に
は
せ
ず
(
寸
由
)
、
独
立
し
た
人
間
C
の
不
法
行
為
こ
そ
が
因
果
関
係
を
切
断
し

2
5
)
、

最
初
の
不
法
行
為
者
A
を
免
責
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
は
、
自
律
的
な
他
人

C
の
な
し
た
意
思
決
定
の
結
果
に
つ
い
て
は

A
は
関
知
し
な

い
と
い
う
考
え
方
、
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
に
お
い
て
各
個
人
が
独
立
に
存
在
し
独
立
に
自
己
決
定
を
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た
、

や
や
突
き
放
し
た
、
コ
モ
ン
・
ロ

1
の
個
人
主
義
(
前
註
(
日
)
)
的
な
責
任
原
理
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

(
日
)
そ
の
後
の
判
決
は
、
「
最
後
の
機
会
(
U
M
Z
宅
0
2
5
ξ
)
」
の
準
則
を
唱
え
、

X
に
過
失
が
あ
っ
て
も

Y
が
結
果
回
避
の
機
会
を
有
し
て
い
れ

ば
吉
田
三
巾
印
〈
・
豆
包
ロ
(
玄

ehv
ヨ・

5
芯
)
)
又
は
注
意
を
払
え
ば
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
(
回
三
2
5
n
o
一EB
U
E
巴
R
可
月
間
可
〈
「
g
S
(苛
-

n・
5
5
)
)
X
は
Y
に
対
し
賠
償
請
求
が
で
き
る
と
解
し
て
、
寄
与
過
失
理
論
の

X
に
対
す
る
苛
酷
さ
を
和
ら
げ
る
努
力
を
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
特
に
一
九
一
一
年
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
従
い
海
上
衝
突
事
故
に
つ
い
て
事
故
当
事
者
双
方
の

P
ロ
ロ
の
程
度
に
応
じ
て
損
失
を
配
分

す
る
法
律
(
冨
g
c
g
m
n。口語口

gロ
〉
2
5
H
巳
∞

-H)
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
大
き
な
契
機
と
し
て
、
寄
与
過
失
理
論
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
一

九
四
五
年
の
制
定
法

3
Z
E垣河内『
0
5
(
P口
宝

E
gミ
宰
性
問
g
2
)
〉
2
5
2喝
凹
同
(
同
)
)
に
よ
っ
て
、
陸
上
の
事
故
に
つ
い
て
も
当
事
者
双
方

の
芯
ロ
ロ
に
応
じ
た
損
失
分
配
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
六

0
年
代
か
ら
、
寄
与
過
失
理
論
に
代
え
て
比
較
過
失
理

論
を
と
る
法
域
が
急
増
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
(
当

spzhv』
。
-
。
ョ
ロ
ム
器
∞

-
5
。l
E伊
豆

3
5同
1
5
S
-
N
E
N斗
Nな
ど
)
。

(
日
)
海
上
に
お
け
る
船
舶
同
士
の
衝
突
事
故
は
、
一
九
一
一
年
の
制
定
法
に
よ
り
比
較
過
失
理
論
が
適
用
さ
れ
て
い
る
(
前
註
(
日
)
)
が
、
こ
の

事
件
で
は
、
ま
だ
寄
与
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
。

(
口
)
刑
法
に
お
け
る
「
条
件
説
」
を
検
討
す
る
開

Z
Z
S
(
5
2・
∞
)
参
照
。
も
っ
と
も
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
円
。
ロ

BMOM-ロ
巾
告
白
口
口
口
公
式
に
こ

の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
当
該
公
式
は
因
果
関
係
そ
れ
自
体
を
把
握
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
れ
な
け
れ
ば
と
い
う
仮
定
は
、

あ
る
因
果
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て

(
E
I
|
林
冨
∞
タ
ロ
斗
N

の
言
う
「
発
見
公
式
性
へ
の
疑
問
」
。
な
お
前

章
第
三
節
註

(
7
)
参
照
)
、
い
わ
ゆ
る
合
法
則
的
条
件
公
式

P
H
I
-
あ
る
行
為
は
、
具
体
的
な
結
果
が
外
界
の
変
化

2
2窓
口
問
。
)
の
連
鎖
を
通
じ

て
当
該
行
為
と
自
然
法
則
的
に
結
合
し
て
い
る
と
き
、
当
該
結
果
の
原
因
で
あ
る
)
を
提
唱
し
た
。
な
お
荘
子

(
5
3・
E
酌
)
は
、
本
文
で
述
べ
た
エ

ン
ギ
ッ
シ
ュ
説
を
肯
定
的
に
引
用
し
つ
つ
、
ト
レ

l
ガ
!
の
相
当
因
果
関
係
説
は
、
条
件
説
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
仮
説
的
消
去
法
に
潜
在
す

る
感
情
を
よ
り
洗
練
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
林

(
H
S
m
-
H
N
印
叶
)
も
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
公
式
の
心
理
的
側
面
と
し
て
当

該
感
情
に
言
及
す
る
。
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説

第
二
款

寄
与
過
失
事
例
以
外
の
原
因
競
合
事
例
|
|
ア
メ
リ
カ
の
動
き

論

イ
ギ
リ
ス
の
寄
与
過
失
、
す
な
わ
ち
被
告
の
過
失
と
原
告
の
過
失
と
が
競
合
す
る
事
例
に
関
す
る

前
款
の
終
わ
り
で
、

わ
れ
わ
れ
は
、

あ
る
判
決
が
、
被
告
の
免
責
を
説
得
ま
た
は
正
当
化
す
る
た
め
に

d
E
F
1
と
い
う
言
明
を
使
用
し
た
こ
と
を
見
た
。
こ
れ
に
対
し
ア
メ

リ
カ
で
は
、
寄
与
過
失
に
関
す
る
少
な
く
と
も
初
期
の
判
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
例
を
ほ
ぼ
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
お
り
、
当
法
理
の
理
論

(
1
)
 

的
な
検
討
を
特
に
行
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
一
九
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
頻
発
し
た
次
の
よ
う
な
事

例
、
す
な
わ
ち
地
方
自
治
体
Y
の
管
理
す
る
公
道
の
暇
抗
室
内
向
巾
2
)
(
路
上
の
穴
や
急
カ

l
ブ
で
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
不
設
置
な
ど
)
と
馬
の
暴

走
(
騒
音
に
驚
く
又
は
馬
具
が
偶
発
的
に
は
ず
れ
る
な
ど
)
と
が
競
合
し
て
、
馬
車
に
乗
っ
て
い
る

X
ま
た
は

X
の
馬
も
し
く
は
馬
車
が
損
害

を
受
け
る
と
い
う
ケ

l
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
道
の
瑞
庇
と
い
う
行
政
の
不
作
為
が
一
方
の
競
合
原
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
政
に
よ

る
危
険
の
現
出
ま
た
は
防
止
に
関
す
る
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
当
該
不
作
為
は
損
害
の
発
生
に
対
し
て

l
l
i

他
方
の
競
合
原
因
で
あ
る
馬
の
暴
走
と
同
様
に
|
|
能
動
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
た
め
、
前
節
及
び
前
款
で
注

目
し
た
能
動
的
な
行
為
者
同
士
の
事
故
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
損
害
の
法
的
な
「
原
因
」
の
探
求
が
切
実
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
事
例
に
お
い
て

d
E
r「
=
と
い
う
言
明
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
記
判
例
と
同
様
に

Y
の
免
責
の
た
め
に
用
い
る
判
例
が
再
三
現
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
他
の
判
例
が
反
発
す
る
な
ど

点
今
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
)

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
学
説
の
強
い

関
心
を
呼
ん
だ
興
味
深
い
動
き
が
存
在
す
る
。
本
款
で
は
こ
れ
ら
の
判
例
の
動
き
を
、
そ
の
他
の
原
因
競
合
事
例
と
比
較
し
つ
つ
分
析
し
(
ニ

ー
四
)
、

ま
た
こ
れ
ら
の
動
き
に
一
九
世
紀
後
期
の
ア
メ
リ
カ
の
学
説
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い

(
五
)

考
え
る
が
、

そ
の
前
に
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
2
)
 

ア
メ
リ
カ
で
は
|
|
州
ご
と
に
差
異
が
あ
り
各
論
者
に
よ
っ
て
も
捉
え
方
が
違
う
が
|
l
、

一
九
世
紀
の
半
ば
前
後
に
、
産

第
一
に
、

北法47(6・86)1786
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業
化
の
進
展
と
い
う
社
会
的
要
請
を
少
な
く
と
も
一
つ
の
背
景
に
、
過
失
を
中
核
と
す
る
一
般
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
が
そ
の
最
初
の
姿

、(
3
)

を
現
し
た
と
一
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
扱
う
公
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
各
州
の
制
定
法
が

l
l
州
に
よ
っ
て
は
一
九
世
紀

の
初
頭
か
ら

1

1

各
地
方
自
治
体
に
管
理
義
務
を
課
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
当
該
暇
庇
に
よ
り
傷
害
や
物
損
を
被
っ
た
人
に
対
す
る
賠
償
は
、

(4) 

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
成
立
す
る
以
前
か
ら
、
判
例
も
こ
れ
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
二
に
、
本
款
で
扱
う
事
案
、
す
な
わ
ち
馬
車
を
引
く
馬
の
暴
走
等
と
公
道
の
暇
抗
と
が
競
合
し
て
損
害
を
引
き
起
こ
す
事
例
が

(5) 

争
わ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
一
九
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
(
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
比
べ
て
ア
メ
リ
カ
で
は
本
格
的
な
馬
車
の
製
造
と
、

(
6
Y
 

そ
れ
に
対
応
す
る
道
路
の
整
備
が
遅
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
)
。
こ
の
た
め
、
制
定
法
に
基
づ
く
賠
償
請
求
が
争
わ
れ
た
こ
れ
ら
の

判
例
の
動
向
は
、
同
時
期
に
成
立
し
た
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
対
し
て
も
、
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
本
款
で
扱
う
判
例
で
は
、
騒
音
に
よ
る
馬
の
暴
走
に
つ
い
て
は
、
気
性
の
荒
い
馬
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ

を
用
い
た
よ
う
な
場
合
は
格
別
、

そ
れ
以
外
の
場
合
は
馬
が
本
来
的
に
物
音
な
ど
に
驚
き
や
す
い
動
物
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
馬
車
の
所

不法行為帰責論の再構成・序説(2) 

有
者
に
過
失
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
馬
具
な
ど
が
偶
然
は
ず
れ
て
も
、

や
は
り
所
有
者
の
過
失
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て

こ
こ
で
は
、
道
路
管
理
者
の
馬
車
所
有
者
に
対
す
る
寄
与
過
失
の
抗
弁
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
公
道
の
暇
疲
と
馬
の
暴
走
と
が
競
合
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
こ
の
問
題
を
最
も
詳
細
に
検
討
し
た
メ
イ
ン
州
の
判
決
を

紹
介
し
よ
う
。

冨。

E
Eロ
〈
∞
田
口
問
。
三
富
市
・
・

5
0
N
)
l
l
xが
Y
町
の
橋
を
馬
車
で
通
行
中
、
馬
が
水
中
に
飛
び
込
む
小
動
物
に
驚
き
制
御
不
能
と
な

っ
て
暴
走
し
た
。
橋
に
は
欄
干
が
な
く
、
馬
車
は
川
に
投
げ
出
さ
れ
、

X
の
身
体
・
馬
・
車
が
損
害
を
受
け
た
。

五
対
三
で

Y
勝
訴
。
〈
多
数
意
見

V
①
馬
の
暴
走
と
橋
の
暇
庇
の
両
者
が
共
同
で
引
き
起
こ
し
た
損
害
を
、
両
者
の
間
に
割

(
判
旨
)

北法47(6・87)1787



説

り
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
Y
町
の
負
う
道
路
や
橋
の
修
理
義
務
は
公
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
別
の
制
定
法
に
由
来
す
る
。
③
多

く
の
道
路
が
不
完
全
な
こ
と
は
避
け
難
い
こ
と
な
の
に
、
も
し
Y
町
が
責
任
を
負
う
の
な
ら
、
町
は
旅
行
者
の
安
全
を
守
る
保
険
者
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
法
律
の
健
全
で
公
正
な
解
釈
で
は
な
い
。
④
人
は
家
庭
や
戸
外
で
偶
発
的
事
故
や
侵
害
に
あ
い
が
ち
で
あ
り
、

さ子'd.
両岡

そ
の
賠
償
を
共
同
体
に
要
求
す
る
理
由
は
な
い
。
本
件
暇
抗
が
な
く
て
も
暴
走
し
た
馬
は
他
の
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
馬
の
暴
走
が
な
け
れ
ば
本
件
事
故
は
生
じ
な
か
っ
た
と
蓋
然
性
を
も
っ
て
言
え
る
。
⑥
も
し
、
当
該
暇
痕
以
外
に
、
結
果
に
直
接
寄

与
し
両
当
事
者
に

p
z
p
の
な
い
も
う
一
つ
の
近
因
が
あ
る
な
ら
ば
Y
町
は
責
任
を
負
わ
な
い

(ロ
E
Z
裁
判
官
)
。

八
反
対
意
見

V
多

数
意
見
は
、

(
賠
償
さ
れ
る
べ
き

X
の
侵
害
の
発
生
態
様
を
定
め
る
)
制
定
法
の
文
言
(
門

Z
E宰
自
可
号
な
2
0
『
耳
目

Z『

Z
E
E・
0
「出口
Bl

2
2ご
白
豆
諸
国
口
白
口
三
己
害
者
白
予
:
:
:
D
『

σ
『
正
常
-
:
:
:
)
に
新
た
に
巳

0
5
と
い
う
一
言
葉
を
付
け
加
え
て
、

Y
の
責
任
を
判
断
し
て
い
る
。

お
よ
そ
通
行
人
へ
の
侵
害
が
、
取
抗
だ
け

F
Z
Z
)
で
生
じ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
出
来
事
が
生
じ
な

し
か
し
、

か
っ
た
他
の
諸
事
実
の
共
存
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る

〉

3
-
2
0
ロ
言
席
裁
判
官
)
。

本
判
官
、
同
州
の
リ

l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

l
ス、

z
g
:
E
E
(宮内

-50)(公
道
の
症
と
馬
具
の
破
損
の
競
合
事
例
。

y

器
)

を
受
け
、

よ
り
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
判
決
は
、
原
因
が
必
要
的
に
競
合
す
る

(
①
と
⑥
は
こ
の
こ
と
を
前

提
と
す
る
)
事
例
で
制
定
法
(
②
)
を
縮
小
解
釈
し
て
、

X
の
侵
害
の
(
法
的
に
重
要
な
)
原
因
が

|
l
反
対
意
見
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

(8) 

ー

l

Y

の
暇
庇
だ
け
(
乱
。
国
内
)
で
あ
る
こ
と
を
Y
の
責
任
発
生
要
件
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

Y
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
(
⑤
)
。
そ

(
侵
害
が
暇
庇
だ
け
で
生
じ
る
こ
と
は
ま
れ
だ
と
い
う
反
対
意
見
は
一
応
も
っ
と
も
で
あ
る
)
結
論
を
実
質
的

し
て
こ
の
一
見
奇
妙
と
も
言
え
る

に
導
い
た
の
は
、
当
時
の
道
路
状
況
の
下
で
Y
の
責
任
を
全
額
(
①
)
認
め
る
と
、

Y
は
旅
行
者
の
「
保
険
者
」
と
な
っ
て
し
ま
う
(
①
)

と
い
、
っ

(
財
政
上
の
}

本
件
交
通
事
故
は
市
民
が
甘
受
す
べ
き
日
常
的
な
危
険
の
一
つ
が
実
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
④
)
と

当
該
結
論
を
説
得
ま
た
は
正
当
化
す
る
た
め
に

危
倶
と
、

い
う
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
上
で
本
判
決
は
、

」
の
実
質
論
を
背
景
に
、

北法47(6・88)1788



d
E
向
。
ー
と
い
う
言
明
を
馬
の
暴
走
に
関
し
て
用
い
た
(
⑤
)
、

(
Y
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
馬
の
暴
走
さ
え
な
け
れ
ば
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち

(
少
な
く
と
も

Y
が
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
)

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

な
法
感
情

だ
か
ら
Y
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
)

に
訴
え
る

款
四
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方
の
競
合
原
因
で
あ
る

Y
を
「
非
難
」
の
対
象
か
ら
外
し
、
賠
償
を
受
け
ら
れ
な
い

X
の
説
得
を
試
み
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ニ
ュ

l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
各
州
(
メ
イ
ン
の
外
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ロ

l
ド
・

ア
イ
ラ
ン
ド
、
ヴ

7
1
モ
ン
ト
、
ニ
ュ

l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
)
の
町
で
は
伝
統
的
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
は
道
路
の
維
持
管
理
義
務
を
市
民
に

(
9
)
 

対
し
て
負
わ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
判
旨
③
は
こ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
)
。

三
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
ニ
ュ

l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
公
道
の
暇
庇
と
馬
の
暴
走
が
競
合
し
た
事
例
(
以
下

、
、
、

類
型
例
と
い
う
)
で
メ
イ
ン
州
と
は
結
論
を
異
に
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

2
-
B
R
〈

〉

E
2
2
(冨
白
回
目
ニ
同
∞
品
。

)
l
i
x
運
転
の
荷
馬
車
が
急
カ

l
ブ
の
坂
を
下
る
途
中
、
馬
と
荷
車
を
つ
な
ぐ
箇
所
が
外
れ
、

Y
町
が
管
理
す
る
欄
干
の
な
い
橋
か
ら
落
下
し
た

荷
車
だ
け
が
坂
下
の
、

損
害
の
詳
細
は
不
明
)
。

(
判
旨
)

X
勝
訴
。
①
〔
個
人
が
放
置
し
た
道
路
上
の
障
害
物
に
通
行
人
が
衝
突
し
、
当
該
個
人
の
責
任
が
問
わ
れ
た
先
例
を
見
て
も
〕

町

Y
が
道
路
を
整
備
し
て
い
れ
ば

X
が
侵
害
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
②
本
件
侵
害
が
、
仮
に
道
路
の
障

害
物
ま
た
は
未
整
備
と

X
の
側
の
馬
具
等
に
関
す
る
不
注
意
と
の
結
合
し
た

(
g
B
U
H
ロ
包
)
効
果
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
な
ら
、

X
が
町

Y
に
対
し
て
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
は

〔
障
害
物
を
放
置
し
た
個
人
へ
の
請
求
が
通
行
人
の
寄
与
過
失
に
よ
り
否
定
さ
れ
た

先
例
に
照
ら
し
て
〕
明
ら
か
で
あ
る
。
③
し
か
し
、

X
に
過
失
が
な
い
偶
発
事
故
が
一
次
的
な
(
匂
コ
自
民
主
原
因
と
し
て
生
じ
、
そ
れ

が
道
路
の
暇
痕
と
結
合
し
て

X
へ
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
ま
で

Y
に
対
す
る
賠
償
を
認
め
な
い
の
な
ら
、
お
よ
そ
旅
行
者
に
対
す
る
保 前

北法47(6・89)1789



説

障
は
極
め
て
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。
④
け
だ
し
旅
行
者
が
注
意
を
し
て
い
て
も
、
馬
が
驚
き
馬
具
が
破
損
す
る
等
の
偶
発
事
故
が
生
じ

よ坑

員同

る
の
は
通
常
の
成
り
行
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
⑤
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
偶
発
事
故
に
よ
る
損
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
法
律
は
適
切
な

欄
干
の
設
置
を
要
求
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
⑤
損
失
が
、
偶
発
的
事
故
と
道
路
の
暇
庇
と
の
結
合
し
た
結
果
で
あ
り
、
⑦
暇
庇
が
な
け

れ
ば

(Eこ
。
『
)
損
害
を
被
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
き
、
⑧
一
次
的
な
原
因
が
偶
発
事
故
で

X
の
側
に
過
失
が
な
か
っ
た
の
な
ら
、

Y

は
責
任
を
負
、
っ
と
解
す
べ
き
で
あ
る

(02ミ
裁
判
官
)
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
類
型
例
に
関
し
て
争
わ
れ
た
最
初
の
判
決
で
あ
る
が
、
メ
イ
ン
州

2
ご
と
異
な
り
、
旅
行
者
保

護
(
③
)
と
い
う
観
点
と
、
本
件
の
よ
う
な
偶
発
事
故
が
度
々
発
生
す
る
(
④
)
と
い
う
認
識
、
そ
し
て
立
法
趣
旨
の
解
釈
(
⑤
)
か
ら
、

自
治
体
の
責
任
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
判
決
は
、
以
上
の
実
質
論
を
背
景
に

εσ
ロ
こ
。
「
と
い
う
一
言
明
を
橋
の
暇
庇
に
関
し
て

用
い
て
い
る
あ
②
)
。
こ
れ
は
、
当
該
瑞
庇
と
損
害
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
を
テ
ス
ト
し
た
と
い
う
よ
り
も
、

本
判
決
は
、

そ
れ
を
前
提
と
し
た

上
で
、

右
の
実
質
論
か
ら
導
か
れ
る
結
論
、

に
説
得
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

す
な
わ
ち
本
件
取
抗
が
損
害
の
唯
一
の
原
因
で
な
く
て
も

Y
は
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
を

Y

(
い
く
ら
偶
発
事
故
が
競
合
し
て
い
て
も
、
あ
な
た
が
橋
を
未
整
備
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
良
か
っ
た

で
は
な
い
か
)

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
応
の
説
得
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
ニ
ュ

1
・
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヴ

7
1
モ
ン
ト
州
、

(
叩
)

ュ
1
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
は
本
判
決
と
同
様
の
説
示
を
行
い
、
自
治
体
の
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

本
判
決
の
実
質
論
は
、

そ
し
て
ニ

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
そ

の
後
の
判
決
は
、
本
判
決
の
射
程
を
次
の
よ
う
に
制
限
し
て
、
原
因
の
競
合
事
例
で

Y
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
否
定
的
な
態
度
を
明
確
に

し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
公
道
の
斑
庇
と
第
三
者
の
過
失
が
競
合
し
た
事
例
(
以
下
こ
れ
を
類
型
川
と
い
う
)
を
扱
う
周
。
耳
巾
己
〈
古
毛
色
(
玄
即
日
印
-

H

∞
忠
)
(
郵

便
局
A
の
階
段
と
そ
れ
に
続
く
Y
管
理
の
歩
道
が
凍
り
付
い
て
い
た
た
め
、
郵
便
局
を
出
た
X
が
転
倒
)
は
、

E-日
常
判
決
と
の
類
型
の
相
違
を

北法47(6・90)1790



(
「
偶
発
事
故
で
は
な
く
第
三
者
の

rpロ
ロ
が
結
果
発
生
に
寄
与
し
て
い
る
」
と
し
て
請
求
認
容
の
評
決
の
再
審
理
を
命
令
)
(
類
型
倒
の

-
c
E
R
〈
U
E
=
M
E
t
-
m
(
玄目的伊
-

H

∞2)
同
旨
)
、
次
に
、
類
型
例
の
む
白
〈
目
的
〈
・

0
E
S
-
ミ
(
玄
宮
山
J

H

∞。
N

)

(

X

が
Y
管
理
の
公
道
を
馬
の
引
く
そ

り
で
通
行
中
に
、
そ
り
の
梶
棒
が
馬
の
腫
に
落
下
。
驚
い
た
馬
が
そ
り
を
離
れ
て
約
一
五

0
メ
ー
ト
ル
走
り
、
Y
管
理
の
公
道
上
の
木
材
の
山
に
ぶ
つ

強
調
し

は、

E
B
2
判
決
と
の
事
案
の
相
違
を
!
|
必
ず
し
も
よ
く
理
解
で
き
な
い
が

l
l
強
調
し
た
(
「
本
件
は

X
の
支
配
を

脱
し
た
馬
の
事
故
で
あ
り
、
事
故
発
生
の
瞬
間
ま
で

X
が
相
当
の
注
意
を
払
い
続
け
た
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
Y
勝
訴
)
。
さ
ら
に
類
型
例
の

寸

5
5
〈
-
Z
2
S
σ
ユ
身
内
(
富
山
田

T

E。斗
)
(
X
馬
車
の
馬
が

Y
管
理
の
公
道
で
病
気
に
な
り
制
御
不
能
と
な
っ
た
。
馬
車
は
欄
干
の
な
い
土
手
を
乗

か
り
足
を
骨
折
)

り
越
え
、

x
・
馬
車
・
馬
に
損
害
発
生
)

は
り
担
〈
回
目
判
決
を
肯
定
的
に
引
用
し
、
被
害
者
が
損
害
発
生
時
に
馬
へ
の
支
配
を
失
っ
て
い
た
場
合

(
瞬
間
的
な
制
御
不
能
の
場
合
は
除
く
)
は
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
と
い
う
一
般
論
を
述
べ

Y
を
勝
訴
さ
せ
た
の
で

(
]
向
。
〈
わ
曲
目
σ
『
正
常
(
玄
国
∞
∞
-

E

H

H

)

同
旨
)
。

し
か
し
以
上
の
一
連
の
判
決
は
、
専
ら

E
E
2
判
決
と
の
類
型
や
事
案
の
相
違
を
強
調
す
る
だ
け
で
あ
り
、

あ
る

そ
れ
以
上
に
Y
の
責
任
を

不法行為帰責論の再構成・序説 (2)

否
定
す
る
積
極
的
な
理
由
を
述
べ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
は
、
ニ
で
紹
介
し
た
玄

2
ロ
E
判
決
が
述
べ
る
よ
う
な
政
策
論
を
暗
黙
の
前
提
と

し
た
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
(
判
決
理
由
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Y
側
の
弁
護
士
は
常
に
豆
O
E
F
S
判
決
を
援
用
す
る
)
、
同
時

Y
の
過
失
が
損
害
の
唯
一
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
、
言
い
換
え
れ
ば
偶
発
事
故
や

第
三
者
の
過
失
が
損
害
発
生
に
競
合
す
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
加
害
者

Y
は
免
責
さ
れ
て
当
然
だ
と
い
う
発
想
が
、
当
事
者
や
裁
判
所
の

間
に
根
強
く
伏
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
「

Y
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
原
因

の
競
合
が
な
け
れ
ば
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

Y
は
非
難
の
対
象
か
ら
外
れ
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
法
感
情

(
メ
イ
ン
州
の
前
掲
冨
己
負
判
決
と

P
A
S
-
Z口
判
決
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
上
記
【
問
。
判
決
な
ど
は
、

d
E
F『z

と
い
う
一
言
明
を
馬
の
暴
走
に
関

し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
法
感
情
を
判
決
文
の
中
に
表
出
さ
せ
て
い
る
)
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お

に
、
そ
の
政
策
論
を
離
れ
て
も
、

北法47(6・91)1791 



説

類
型
川
の
よ
う
に
、
競
合
す
る
他
原
因
が
、
(
所
有
者
の
過
失
が
問
わ
れ
な
い
馬
の
暴
走
以
外
の
)
第
三
者
の
過
失
(
人
的
な
原
因
)
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
法
感
情
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
寄
与
過
失
事
例
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
英
米
法
に
伝
統
的
な
個
人
主
義
的
責
任
原
理

ヨI

E岡

(
Y
と
第
三
者
と
を
独
立
的
・
対
立
的
に
捉
え
て
責
任
の
帰
属
を
決
定
す
る
立
場
。
前
款
三
)
を
背
景
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
強
く
異
を
唱
え
た
の
が
、
ニ
ュ

I
・
ヨ

l
ク
州
の
一
連
の
判
決
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同

州
は
、
馬
の
暴
走
事
例
を
含
む
原
因
競
合
の
事
例
を
広
く
取
り
扱
い
、
そ
こ
に
お
い
て
、

Y
の
過
失
が
損
害
の
唯
一
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な

四ら
な
い
と
い
う
テ

l
ゼ
を
正
面
か
ら
退
け
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
主
な
判
決
を
年
代
順
に
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
乗
客

X
の
乗
る

A
社
の
列
車
と

Y
社
の
列
車
と
が
、
両
列
車
の
運
転
手
の
過
失
に
よ
り
衝
突
し
た
と
き
、

Y
は
A
の
過
失
を
理
由

に
免
責
を
主
張
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
判
決

2
Z
Zち
邑
〈
-
∞
ミ
吉
(
わ
戸

E
S
)
)
が

ー

i
乗
合
馬
車
の
衝
突
事
例
に
お
い
て
で
あ
る
が

l
l、
「
乗
客
の
側
(
。

E
Z
3
2
D『
)
に
注
意
や
用
心
の
不
足
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
理

(
日
)

由
に
、
寄
与
過
失
の
法
理
を
適
用
し
て

Y
の
免
責
を
認
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

n
Z匂
呂
田
口
〈
目

Z巾
岩
出
血
〈

Em--N・
(
Z
J
F
H
∞∞む
)
(
X

は
、
寸
他
人
の
過
失
か
ら
侵
害
を
受
け
た
者
は
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
準
別
で
あ
り
、
こ
の

勝
訴
)

例
外
は

〔
被
害
者
に
寄
与
過
失
が
あ
る
場
合
〕

で
あ
る
。
本
件
で

X
は
A
列
車
に
対
し
て
、
支
配
(
円
。
ロ
可
c
f

呂田口白岡町

B
S門
)
も
助
言
を
す
る

権
限
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
↓

g
g
m
o
a
判
決
の
よ
う
に

A
の
過
失
を
X
に
帰
す
る
こ
と
は
、
右
の
準
則
に
新
し
い
例
外
を
作
る
こ
と
に

な
る
が
、

そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
正
義
と
両
立
し
な
い

L
C
O
Z
5
8
首
席
裁
判
官
)

と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
、
同
様
の
事
案
を
扱
う
者
与
丘
町
『
〈

-
F三回
O

口
河
回
〈
巾
『
河

-
H
N
(
Z
J
F
5
2
)
(
X
勝
訴
)
に
受
け
継
が
れ
、
「
A
の
過
失
は

Y

の
過
失
の
言
い
訳
(
巾

H
2凹
巾
)
を
提
供
し
な
い
」
(
国
E
E
首
席
裁
判
官
)
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
vo--
巾
公
〈

F
O
口問

(
Z
戸

E
Z
)
(上
流
か
ら

Y
ダ
ム
@
、

X
ダ
ム
⑪
、

X
ダ
ム
⑤
の
三
つ
の
ダ
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

Y

北法47(6・92)1792



ダ
ム
@
の
建
設
ミ
ス
に
よ
り
、
せ
き
止
め
て
い
た
水
が
流
出
し
、
X
ダ
ム
@
⑦
を
引
き
裂
い
た
)
は
、

Y
の
過
失
と
競
合
す
る
も
う
一
つ
の
作
用
因
、

す
な
わ
ち

X
ダ
ム
@
が
せ
き
止
め
て
い
た
多
く
の
水
量
が

X
ダ
ム
⑦
の
侵
害
を
も
た
ら
し
た
の
だ
か
ら
、

X
は
X
ダ
ム
⑦
に
つ
い
て
は
賠
償

を
請
求
で
き
な
い
、
と
原
判
決
が
説
示
し
た
こ
と
に
対
す
る

X
の
異
議
を
認
め
た
。
判
決
は
言
う
。
「
原
判
決
の
説
示
は

Y
の
過
失
が
唯
一

の
原
因
(
∞
己
。

Z
E印
巾
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
よ
う
だ
が
誤
っ
て
い
る
。
問
題
は
、

Y
ダ
ム
の
決
壊
が

X
ダ
ム
⑦
に
対
す
る
侵
害

そ
の
よ
う
な
決
壊
が
な
く
て
も
(
己
二
宮
与
∞
g
n
m
O
『
)
侵
害
が
生
じ
た
か
ど
う
か
で
あ
り
、

を
引
き
起
こ
し
た
の
か
否
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、

も
し
侵
害
が
生
じ
な
い
の
な
ら
他
の
原
因
が
関
わ
っ
て
い
て
も
Y
は
責
任
を
免
れ
な
い
」
(
の
き
〈
2
裁
判
官
)
。
こ
こ
で
は
、
「

X
ダ
ム
⑪
が

「
唯
一
の
原
因
」
説
を
正
面
か
ら
退
け
、
代
わ
り
に

d
5

2
1
類
似
の
言
明
を

Y
の
過
失
に
関
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

水
を
せ
き
止
め
て
い
た
こ
と
」
が
Y
の
過
失
に
競
合
し
て
い
る
が
、
判
決
は

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
判
例
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
現
れ
た
の
が
、
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
州
で
初
め
て
争
わ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
、
馬
の
暴

走
と
公
道
の
暇
庇
と
の
競
合
事
例
で
あ
っ
た
。

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

-
N
F

口
問
〈
-
n
c
v
c
g
(
Z
Jヘニ
H

∞忍
)
|
|
X
の
乗
る
そ
り
馬
車
を
引
く
馬
が
暴
走
し
制
御
不
能
と
な
り
、
Y
管
理
の
公
道
脇
の
消
火
栓
の

ノ
ズ
ル
(
側
溝
上
に
飛
び
出
し
て
い
た
)
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
り
か
ら
投
げ
出
さ
れ
た

X
が
負
傷
し
た
。
道
路
の
反
対
車
線
に
は
灰
の
山
が

置
か
れ
て
い
た
の
で
通
行
可
能
な
道
幅
は
狭
く
な
っ
て
い
た
。

Y
勝
訴
。
①
〔
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
や
メ
イ
ン
州
な
ど
の
判
例
と
、

(
判
旨
)

ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
や
ニ
ュ

l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
な
ど

の
判
例
の
対
立
を
概
観
し
た
上
で
〕
侵
害
に
近
い
二
つ
の
原
因
が
競
合
し
て
公
道
上
の
旅
行
者
に
侵
害
を
与
え
、
一
方
が
公
道
の
責
め
ら

れ
る
べ
き
暇
庇
で
、
他
方
が
両
当
事
者
に
責
任
の
な
い
出
来
事
な
ら
ば
、
地
方
自
治
体
は
、
そ
の
侵
害
が
取
抗
が
な
け
れ
ば

(σ
己
問
。
円
)

生
じ
な
か
っ
た
と
き
に
は
責
任
を
負
う
と
解
す
る
の
が
合
理
的
な
ル

1
ル
で
あ
る
。
②

Y
は
、
暴
走
す
る
馬
に
備
え
て
公
道
を
合
理
的

に
安
全
に
し
て
お
く
義
務
が
あ
る
。
従
っ
て
馬
が
暴
走
し
た
と
い
う
こ
と
は
抗
弁
と
な
ら
な
い
。
③
も
っ
と
も
、
本
件
消
火
栓
は
適
切

北法47(6・93)1793



説

に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
灰
の
山
は
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
事
故
が
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
、
事
故
の
原
因
で
は
な
か
っ
た

裁
判
官
)
。

Z命

本
判
決
は
、
馬
の
暴
走
事
例
に
関
す
る
判
例
が
、
他
の
州
で
あ
る
程
度
の
集
積
を
見
せ
、
し
か
も
二
分
し
て
い
る
と
い
う
時
期
に
、
ニ
ュ

l
・

ヨ
ー
ク
と
い
う
比
較
的
影
響
力
を
持
つ
州
が
、

Y
の
義
務
(
こ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
義
務
な
の
か
制
定
法
上
の
義
務
な
の
か
は
判
決
文
か
ら

の
内
容
を
規
定
し
(
②
)
、

d
E
F
1
と
い
う
言
明
を
、
上
記
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
原
因
競
合
事
例
と
同
じ
く
Y
の
帰

一
般
的
な
原
因
競
合
事
例
と
同
様
の
手
法
で
結
論
付
け

は
不
明
で
あ
る
が
)

責
原
因
で
あ
る
当
該
暇
庇
に
関
し
て
用
い
る

(
①
)
こ
と
に
よ
り
、

Y
の
責
任
を
、

る
理
論
的
な
余
地
を
認
め

(
但
し
具
体
的
な
事
情
③
に
よ
り
Y
の
責
任
を
否
定
)
、
従
来
の
判
例
の
対
立
に
、

よ
り
広
い
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か

ら
の
一
つ
の
区
切
り
を
付
け
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
判
決
に
続
く
、
司
ミ
-o『〈・
J

ヘ
S
Z
2
2・ベ
-
-
H

∞∞斗
)
(
Y
の

管
理
す
る
歩
道
上
で
X
が
転
倒
。
歩
道
は
、
①
隣
接
の
土
手
か
ら
砂
利
や
石
が
落
下
し
て
傾
斜
し
②
か
つ
ア
イ
ス
パ

l
ン
に
な
っ
て
い
た
。
①
に

①、つ
が、い
な、て
け、 Y
71、マ，
語、塑

Z宗
号刀

些 Z
':;JUム

生れ
した
な)

か
っ

た
と
半IJ
刀t

に
お
い
て
も
、

原
審
が
右
の

E
Z
判
決
を
参
照
し
て
本
件
事
故
を
①
と
②
の
競
合
事
例
と
し
た
上
で
、

し
た
の
に
対
し
、
判
決
は
原
審
の
枠
組
み
自
体
は
否
定
せ
ず
、

X
勝
訴
)

し
か
し
①
が

な
け
れ
ば

X
が
転
倒
し
な
か
っ
た
と
は
だ
れ
も
言
え
な
い
と
し
て
破
棄
差
戻
し
を
し
て
い
る

(ベミ
-
G
「
判
決
に
つ
い
て
は
、
瀬
川
早
川
出
。
'
∞
N
H

が
別
の
角
度
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
)
。

な
お
右
の
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
州
の
よ
う
に
、
「
唯
一
の
原
因
」
説
に
反
対
し
、
第
三
者
の
過
失
(
ま
た
は
原
因
と
目
さ
れ
る
行
為
)

合
事
例
と
馬
の
暴
走
事
例
と
を
同
様
の
手
法
で
取
り
扱
う
判
例
は
、

ニ
ュ

l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
同
州
は
一
八
六

O
年
の
一
連
の
三
つ
の
判
決
で
馬
の
暴
走
と
公
道
の
瑞
庇
と
の
競
合
事
例
を
扱
い
、

い
ず
れ
も
公
道
の
管
理
者
の
責
任

の を
で認
あ(め

12 る)て
It、

た

(
本
節
註
(
叩
)
参
照
)
が
、
豆
島
巾
「
〈

-
P
2
B
2
2・
F
H∞斗
C
)

で
原
因
競
合
事
例
一
般
に
通
用
す
る
準
則
を
提
示
し
た

(
明
町
三

北法47(6・94)1794
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五

ま
た
は
類
似
の
事
案
を
扱
う
同
趣
旨
の
)
判
例
の
動
き
は
、

ア
メ
リ
カ
で
相
次
い

一
九
世
紀
後
期
に
、

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

で
刊
行
さ
れ
た
不
法
行
為
法
に
関
す
る
体
系
書
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
書
の
刊
行
は
、
統
一
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

ス
法
の
成
立
・
発
展
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(者
F
F門
巾

1
3∞0
・

E
1
5
)
が、

日
本
で
ま
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
入
手
す
る
こ
と
の

で
き
た
幾
つ
か
の
体
系
書
の
内
容
を
、

d
E
向
。
『
=
と
い
う
言
明
に
着
目
し
な
が
ら
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、

ア
デ
ィ
ソ
ン

(〉

E
Z
S
I
H∞
立
(
第
三
版
)
)

は
、
「
因
果
関
係
」
に
最
も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
遠
い
が
十
分
に
不
法
行

の
項
で
、
「
違
法
ま
た
は
不
法
な
行
為
を
し
た
者
は
、
出
来
事
の
通
常
で
自
然
な
成
り
行
き
の
結
果
生
じ
た

す
べ
て
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
L

と
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
「
爆
竹
」
ケ

l
ス
(
前
款
註
(

4

)

)

を
肯
定
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
(
め
)

為
と
つ
な
が
り
の
あ
る
損
害
」

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

が
、
事
実
的
因
果
関
係
を
意
識
し
た
記
述
は
行
っ
て
お
ら
ず

-
d
E
2
1
テ
ス
ト
に
も
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

同
書
は
、
原
告
の
寄
与
過
失
は
「
侵
害
の
共
同

(
2・
与
え
さ
〈
巾
)
原
因
」
だ
と
い
う
捉
え
方
を
し

決
(
前
款
四
)
を
参
照
し
て
「
原
告
の
過
失
が
な
け
れ
ば

し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に

N
印
)
、

さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
フ
民
判

(ZこD
『
)
損
害
が
生
じ
な
か
っ
た
」
こ
と
が
寄
与
過
失
の
要
件
だ
と
再
三
強
調

(
N
斗
-
H

∞印
-
N
C
ω
)

の
で
あ
る
。

し
て
い
る

次
に
、

(
者
百
三
O
ロ

1
5
2凶
(
第
二
版
)
)

は
、
「
因
果
関
係

(
E
E
M
巳

g
ロロ巾

B
S
)
」

の
項
で

J
-
S
・
ミ
ル

(冨ニ
-
t
H

∞品
ω)

ウ
ォ

1
ト
ン

見
解
を
参
照
し
て
、
「
あ
る
特
定
の
出
来
事
の
す
べ
て
の
前
件
は
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば

(
5
5
0
5
呈
乙
円
『
)
当
該
出
来
事
が
存
在
し
え
な
い

条
件
で
あ
る
こ
と
は
認
め
よ
う
」
と
し
つ
つ
も
、

む
し
ろ
条
件
と
原
因
と
を
区
別
し
、
物
理
学
と
異
な
り
、
法
的
な
世
界
で
「
原
因
」
と
呼

べ
る
の
は
人
聞
の
意
思
を
含
む
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
ニ
と
三
で
紹
介
し
た
玄

2
x
g
判
決
や
H
N
O

君
主
判
決
を

(
お
そ
ら
く
反
対
の
趣
旨
を
述
べ
る
判
決
と
し
て
)
引
用
し
、

ま
た
寄
与
過
失
事
例
も
参
照
し
て
、
「
原
告
の
侵
害
に
各
々
が
侵
害
の
不
可

そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
前
件
の
一
つ
が
そ
の
人
の
過
失
に
よ
っ
て
作
ら
れ

欠
の
前
件
で
あ
る
幾
つ
か
の
独
立
し
た
条
件
が
先
行
し
て
も
、

の

北法47(6・95)1795



説

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
、
そ
う
い
う
人
を
免
責
す
る
も
の
で
は
な
い

(
:
:
:
円
宮
町
民
ご

Z
ご
宮
司
Z
E
C
弓
印
田
口
」
巴
「
士
山
古
『

R
E
E
S
印巾〈
m
z
-
E
号
宮

E
Eご
cEF

zc口印
-
g
n
F
O
ロ
巾
白
内
耳
F
5
F
2

白口巾印
ω
g
t
巳
白
呉
市
内
包
巾
口
件
。
『

F
m
g」ロ『〕〉己
0
2
ロD
門
『
丘
四
巾
〈
巾
円
宮
古
巾
『
凶
C

口
町
一
て
耳
F
D
印巾ロ巾間口問巾ロ円巾

O
ロ
冊
。
四
円
F

Z
巾

吾'b.
民間

出口広円

E
g
g
z
g
宮
市
口
百
「
O
E
n
m
内同町『
D
E
-
S
U
F
-
-
々
向
。
『
由
巳
門
町
戸
口
』
巴
『
可
)
」
と
説
い
て
い
る

(間∞印)。

さ
ら
に
、

(
〈

U
o
c
-
3
7
H
∞∞
O
)

の
項
で
、
法
が
近
因
に
着
目
す
る
の
は
、

は
、
「
近
因
と
遠
因

(
U
E
H』
昌
見
町
宮
内
同
「
何
回
H
G
R
E
E印而)」

ク

l
リ
l

遠
い
原
因
の
立
証
が
事
実
上
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
と
説
き

(S)、
近
因
と
事
実
上
の
因
果
関
係
の
問
題
と
を
同
一
の
平
面
で
論
じ
る
か
の

ょ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
同
書
は
、
。
}
回
同
匂

g
g
判
決
(
四
)
等
を
参
照
し
て

(
d
=こ
。
『
ョ
と
い
う
一
言
明
は
用
い
な
い
も
の
の
)
、
「
も
し

損
害
が
、
二
人
の
人
間
の
、
競
合
す
る
不
法
行
為
や
過
失
か
ら
直
接
的
に
生
じ
た
の
な
ら
、
:
:
:
各
当
事
者
は
当
該
侵
害
に
つ
い
て
:
:
:
責

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

任
を
負
い
、
:
:
:
い
ず
れ
の
当
事
者
も
他
方
の
不
法
行
為
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
自
身
免
責
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

(
叶
∞
芯
一
)
こ
と
が
近
因
に
関
す
る
重
要
な
命
題
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
学
説
の
大
勢
は
、
賠
償
範
囲
と
区
別
さ
れ
た
事
実
的
因
果
関
係
の
存
在
を
意
識
せ
ず
(
ア
デ
ィ
ソ
ン
、
ク
l
リ
l
)

ま
た
は
重
視
し
て
い
な
い

(
ウ
ォ

1
ト
ン
)
。
従
っ
て
、
事
実
的
因
果
関
係
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に

d
zこ
o
六
テ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
意
識
も
希
薄
で
あ
っ
た

(
ウ
ォ

1
ト
ン
は
ミ
ル
の
議
論
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
議
論
の
中
心
は
必
要
条
件
の
等
価
性
と
い
う
ミ
ル
の
主
張

い
ず
れ
の
論
者
も
寄
与
過
失
や
第
三
者
の
過
失
が
競
合
す

に
強
く
反
対
し
て
条
件
と
原
因
と
の
区
別
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
)
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
事
例
を
、
法
的
原
因
の
探
求
と
い
う
視
点
か
ら
重
視
し
、

そ
の
代
わ
り
、

さ
ら
に
一
部
の
論
者
は
そ
こ
で
、

Eσ=
こ
。
『
ョ
と
い
う
言
明
を
用
い
て
い
る

デ
ィ
ソ
ン

と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
中
で
、
シ
ヤ
|
マ
ン
H

レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド

(宮内田『ヨ

E
h
w
河内己

P
E
t
-∞
立
(
第
三
版
)
)

は
、
被
告
の
過
失
と
第
三
者
の
過

失
が
競
合
す
る
事
例
で
、

d
E
F「
と
い
う
言
明
を
被
告
の
過
失
に
関
し
て
用
い
て
、
被
告
の
過
失
は
侵
害
の
唯
一
の
原
因
で
な
く
と
も

近
因
た
り
う
る
こ
と
を
明
言
し
(
官
。
)
、
ま
た
こ
の
議
論
と
関
連
さ
せ
て
寄
与
過
失
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
(
間
N

寸
・
官
。
)
。
さ
ら
に
シ
ャ

1

北法47(6・96)1796
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マ
ン
ら
は
第
四
版
(
冨
∞
∞
-
認
。
)
及
び
第
五
版

(EZ-
官
。
)
に
お
い
て
、
「
あ
る
出
来
事
の
近
因
と
は
、
①
自
然
で
継
続
的
な
順
序
で

②
す
な
わ
ち
新
し
い
独
立
の
原
因
の
介
在
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
出
来
事
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
、
③
そ
れ
が
な
け
れ
ば

(
日
)

Z
5
5己
主
回
目
円
宮
)
当
該
出
来
事
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
原
因
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
①
②
③
は
、
そ
の

(M) 

後
の
各
州
の
判
決
に
度
々
引
用
さ
れ
る
な
ど
実
務
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
(
①
は
ウ
ォ

l
ト
ン
が
、
②
は
ウ
ォ

l
ト

と
比
べ
て
、
近
因
の
部
分
的
な
定
義
に
ま

σ=こO
「
=
類
似
の
言
明
を
用
い
る
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い

(
日
)

る
(
③
)
点
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
シ
ャ

l
マ
ン
ら
は
こ
の
定
義
③
を
述
べ
る
に
当
た
り
、
豆
諸
判
決
(
四
)
等
を
参
照
し
て
お
り
、

原
因
が
競
合
す
る
事
例
に
お
け
る
法
的
原
因
の
探
求
と
い
う
文
脈
で
、

-
d
c
丹
念
『
ョ
と
い
う
言
明
を
用
い
る
姿
勢
を
依
然
保
ち
続
け
て
い
た

ン
と
ク
l
リ
i
が
既
に
主
張
し
て
い
た
)

の
で
あ
る
。

-'同
J、

本
款
の
判
例
・
学
説
の
動
き
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
馬
の
暴
走
ま
た
は
第
三
者
の
過
失
が

Y
の
過
失
ま
た
は
道
路
管
理
の
暇
痕
と
競
合
す
る
事
例
で
、
・
d
E
Z
O
「
ョ
な

い
し
そ
れ
に
類
似
す
る
言
明
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
当
該
言
明
は
、
何
ら
か
の
政
策
的
・
実
質
的
判
断
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

Y
の

免
責
ま
た
は

Y
に
責
任
あ
り
と
い
う
結
論
、
言
い
換
え
れ
ば

Y
の
過
失
が

Y
に
責
任
を
負
わ
せ
る
に
足
り
る
法
的
原
因
で
あ
る
か
ど
う
か
に

関
す
る
裁
判
所
の
結
論
を
、
説
得
ま
た
は
正
当
化
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
リ
ス
テ
イ
ト
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
、

他
原
因
の
競
合
に
よ
っ
て

Y
が
免
責
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方

(
Y
の
過
失
が
「
唯
)
の
原
因
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
)
は
、
馬
の

暴
走
事
例
で
多
く
現
れ
た
。
こ
れ
は
、
個
別
事
案
に
お
け
る
政
策
的
判
断
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
「
Y
の
過
失
と
競
合
す
る
原
因
さ

え
な
け
れ
ば
:
:
:
」
と
い
う
言
明
が
表
白
さ
せ
る
と
こ
ろ
の

(
少
な
く
と
も

Y
が
持
つ
)

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
法
感
情
を
も
満
足
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た

(
競
合
原
因
が
第
三
者
の
過
失
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
個
人
主
義
的
な
責
任
原
理
と
も
関
連
す
る
)
。
し
か
し
ニ
ュ

l

・
ヨ

l
ク
州
や
ニ

北法47(6・97)1797 



説

ュ
l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
な
ど
は
、
「
唯
一
の
原
因
」
説
に
正
面
か
ら
反
対
し
て
、
馬
車
事
例
と
そ
の
他
の
競
合
事
例
を
同
列
に
扱
い
つ
つ
、

Y
の
義
務
内
容
が

(
た
と
え
原
因
の
競
合
事
例
で
も
)

X
の
侵
害
防
止
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

ま
た
は
そ
れ
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
)
、

論

Y
の
責
任
を
肯
定
す
る
。
そ
の
際
に

d
E
F
1
と
い
う
言
明
を

(
Y
の
過
失
と
競
合
す
る
原
因
に
関
し
て
で
は
な
く
)

Y
の
過
失
に
関
し

て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、

(
Y
の
過
失
と
侵
害
の
発
生
と
の
聞
の
因
果
関
係
|
|
こ
れ
は
過
失
の
内
容
そ
の
も
の
だ
と
も
言
え
る
が
|
|

を
確
認
す
る
と
同
時
に
)

Y
の
過
失
と
競
合
す
る
他
原
因
を
「
非
難
」
の
対
象
か
ら
外
し
、

Y
が
責
任
を
負
う
と
い
う
判
断
を
リ
ス
テ
イ
ト

ま
た
は

Y
に
対
し
て
説
得
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
動
き
に
沿
っ
て
、
近
因
理
論
(
賠
償
範
囲
)

の
問
題
を
、
原
因
競
合
の
事
例
に
お
け
る
法
的
責

任
の
帰
属
の
問
題
と
密
接
さ
せ
て
考
え
る
も
の
が
多
く
、

さ
ら
に
そ
こ
に
お
い
て

d
E
F「
(
類
似
の
)

言
明
を
、
寄
与
過
失
事
例
以
外

で
は
被
告
の
過
失
に
関
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
唯
一
の
原
因
L

説
を
排
斥
す
る
も
の
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
前
史
(
前
節
)
と
揺
藍
期
(
本
節
一
款
・
一
一
款
)
を
通
じ
て
、
判
例
・
学
説
が
注
目
し
て
き
た
「
因

(
同
時
的
に
)
競
合
す
る
比
較
的
単
純
な
事
例
で
あ
り
、

果
関
係
」
に
関
す
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
群
は
、
原
因
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

有
無
と
い
う
結
論
と
常
に
直
結
さ
せ
な
が
ら
、

d
Eこ
。
「
=
と
い
う
言
明
を
用
い
る
動
き
が
連
綿
と
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
に
対
し
て
、
賠
償
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
(
結
論
)
に
先
行
し
て
、
当
該
判
断
を
受
け
る
べ
き
対
象
を
確
定
ま
た
は
テ
ス
ト
す
る

、
、
、
、
、

た
め
に

d
E
F
1
と
い
う
言
明
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
1
1
1
す
な
わ
ち
「
区
別
」
論
の
一
側
面
で
あ
る

d
E
守
、
テ
ス
ト
の
先
行

、性(
第
一
章
第
三
節
ご
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
|
|
の
は
、
ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
た
上
で
の
こ

そ
こ
で
は
Y
の
帰
責
の

と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
章
第
三
節
第
二
款
註

北法47(6・98)1798



不法行為帰責論の再構成・序説 (2) 

(
l
)
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
寄
与
過
失
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
l
ス
、
∞

E
S
〈
∞

E
吾
(
富
山
師
団

J
E
N品

)
(
Y
勝
訴
)
で
は
、

X
の
馬
車
が
、

公
道
上
に

Y
が
放
置
し
た
障
害
物
に
衝
突
し
、

X
の
馬
と
馬
車
が
損
害
を
被
っ
た
ケ

1
ス
が
争
わ
れ
た
が
、
判
旨
は
イ
ギ
リ
ス
の
∞
E
Z『『豆島

判
決
(
前
款
三
)
な
ど
を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
外
は
、
「
X
は
、
通
常
の
注
意
を
用
い
た
こ
と
を
-
証
明
し
え
な
い
の
な
ら
、
本
件
訴
え
を
続
行

で
き
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
証
明
な
し
に
は
、

x自
身
が
自
分
自
身
の
侵
害
の
原
因
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
決
し
て
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
な
お
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
、
「
最
後
の
明
白
な
機
会
(
}
加
え
円
一

g
:
z
g
B
)
」
の
法
理
や
比
較

過
失
理
論
に
よ
っ
て
寄
与
過
失
理
論
の
緩
和
・
批
判
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
検
討
は

zEこ
ミ
ョ
と
い
う
言
明
の
役
割
に
注
目
す
る
本
稿
に
は
直

接
関
連
し
な
い
の
で
割
愛
す
る
。

(
2
)
例
え
ば
、
前
節
及
び
前
款
で
参
照
し
た
ホ

l
ウ
ィ
ッ
ツ

2
0
2旨
5
4
4
)
(
前
節
註
(
日
)
・
前
款
註

(9)
参
照
)
は
、
①
一
九
世
紀
初
め
ご

ろ
ま
で
、
侵
害
訴
訟
は
も
ち
ろ
ん
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
厳
格
責
任
が
妥
当
し
て
い
た

S
S
が
、
や
が
て
、
①
馬
車
や
船
舶
の
衝

突
事
故
を
契
機
に
、
判
例
は
当
事
者
の

pzx
に
着
目
す
る
(
こ
と
に
よ
り

g
z
g
gロ
を
探
求
す
る
)
傾
向
を
強
め
(
∞
∞
・

ω
印
)
、
さ
ら
に
③
(
鉄

道
会
社
の
土
地
な
ど
か
ら
生
じ
た
)
火
災
の
延
焼
ケ

l
ス
と
い
う
一
方
的
な
加
害
事
例
で
も
、
過
失
を
責
任
要
件
と
解
す
る
(
こ
と
に
よ
り

2
5さ
S
の
問
題
と
切
り
離
し
て
過
失
を
論
じ
る
)
よ
う
に
な
っ
た
(
宰
)
と
す
る
。
そ
し
て
、
④
過
失
を
中
核
と
す
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法

へ
向
か
う
、
こ
の
よ
う
な
「
変
革
(
門
『
包
∞
『
C
『呂田

ZS)
」
の
兆
し
は
、
ニ
ュ

l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
八
二

O
年
ご
ろ
か
ら
三

O
年
ご
ろ
に
は

既
に
現
れ
始
め
、
そ
の
後
の
経
済
や
産
業
の
発
展
へ
の
「
助
成
金
(
出
己
U
2
身
)
」
の
役
割
を
果
た
し
た
と
説
い
て
い
る
(
宰
』
H
O
-
-

。Z問。ミ
l
E巴
-
包
印
・

ω∞N
と
司
コ
包
呂
田
口
ム
器
伊

ωcolω
。N
も
、
こ
の
「
助
成
金
」
テ
l
ゼ
を
主
張
す
る
)
。

し
か
し
こ
の
主
張
は
、
や
や
理
念
型
的
に
過
ぎ
実
証
的
な
裏
付
け
に
乏
し
い
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
②
の
主
張
は
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
分
析
に

は
極
め
て
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
が
、
一
八
二

0
1
コ一

O
年
の
ア
メ
リ
カ
の
判
例
で
は
、
ホ

l
ウ
イ
ソ
ツ
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
衝
突
事
故

は
ま
れ
に
し
か
争
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
印
円
『
耳
目
「
門
N

(

H

U

∞Y
H

吋
N

∞
)
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
①
の
特
殊
主
張
侵
害
訴
訟
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で

も
過
失
が
責
任
要
件
と
解
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
さ
ら
に
④
に
つ
い
て
も
、

E
U
5
(
5
2
-
B
ω
占

E
)
や

p
z
g『門
N

(

呂
∞

U-
告
。
，

SC)

は
、
厳
格
責
任
か
ら
過
失
責
任
へ
の
「
変
革
」
と
い
う
捉
え
方
や
「
助
成
金
」
テ

l
ゼ
に
対
し
て
そ
の
一
面
性
を
批
判
し
、
一
九
世
紀
以
前
も

以
後
も
両
責
任
は
並
存
し
、
ま
た
二
つ
の
責
任
の
結
合
的
ま
た
は
中
間
的
な
領
域
も
存
在
し
、
さ
ら
に
は
政
府
や
地
方
自
治
体
の
「
無
」
責
任

の
ル

l
ル
も
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
す
る
。
こ
の
外
、
さ
笠
宮
(
呂
ゴ
一
回
話
。
-
十
∞
)
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
思
想
的
背
景
(
普
遍
的
概
念
を
求
め
科

学
的
方
法
を
強
調
す
る
動
き
)
が
不
法
行
為
法
の
誕
生
に
影
響
を
与
え
た
一
要
因
だ
と
す
る
。
な
お
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の

北法47(6・99)1799



説論

成
立
過
程
に
関
す
る
主
な
邦
詩
文
献
に
、
藤
倉
(
呂
∞
同
)
と
竹
川
(
呂
志
)
が
あ
る
。

(
3
)
制
定
法
の
内
容
は
各
州
ま
た
は
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
一
八
七
七
年
の
法
律
第
二
三
四
条
を
紹
介
す
れ
ば
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
(
巧
宮
ユ
2
1
5叶
∞
・
宮
町
∞
ロ
-
に
よ
る
)
。

第
一
条
公
道
、
町
道
、
街
路
、
土
手
道
及
び
橋
は
、
馬
、
馬
車
及
び
乗
り
物
を
伴
う
旅
行
者
に
と
っ
て
、
一
年
の
す
べ
て
の
季
節
を
通
じ
て
、

合
理
的
に
安
全
で
か
つ
便
利
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
位
置
す
る
町
、
市
又
は
場
所
の
費
用
に
お
い
て
、
修
理
さ
れ
た
状
態
で
保
た
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
他
の
規
定
が
存
す
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
条
も
し
、
あ
る
人
が
身
体
に
対
す
る
侵
害
又
は
財
産
に
対
す
る
損
害
を
、
公
道
、
町
道
、
土
手
道
又
は
橋
の
、
中
又
は
上
の
、
修
理
又

は
十
分
な
欄
干
の
、
殺
疲
又
は
不
足
に
よ
っ
て
(
吾
『

g
S
同
母
『

2
2
5
=
Z『
:
:
:
)
受
け
又
は
被
っ
た
と
き
、
法
律
に
よ
っ
て
修
理
を
義
務

付
け
ら
れ
た
県

(
g
E
q
)
、
町
、
場
所
又
は
人
の
側
に
合
理
的
な
注
意
(
門
田
三
山
E
E
z
m
g
B
)
が
あ
れ
ば
、
当
該
椴
庇
若
し
く
は
不
足
を
補

修
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
又
は
当
該
損
害
若
し
く
は
侵
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
、
彼
は
以
下
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当

該
県
、
町
、
場
所
又
は
人
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
額
の
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
当
該
県
、
町
、
場
所
又
は
人
が
、

当
該
液
中
枇
に
つ
い
て
合
理
的
な
通
知
を
受
け
又
は
そ
れ
ら
の
側
が
適
切
な
注
意
を
行
使
し
て
い
れ
ば
通
知
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に

限
ら
れ
る
。
ま
た
、
被
害
者
の
乗
り
物
及
び
積
み
荷
の
重
量
が
六
ト
ン
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
条
前
条
ま
で
に
定
め
た
様
態
で
侵
害
を
受
け
た
人
は
、
侵
害
を
受
け
て
か
ら
三

O
日
以
内
に
、
当
該
公
道
、
町
道
、
土
手
道
又
は
橋
を

修
理
さ
れ
た
状
況
に
保
つ
義
務
の
あ
る
県
、
町
、
場
所
又
は
人
に
対
し
て
当
該
侵
害
又
は
損
害
の
、
時
刻
、
場
所
及
び
原
因
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
当
該
県
、
町
、
場
所
又
は
人
が
そ
の
損
害
額
を
支
払
わ
な
い
場
合
は
、
被
害
者
は
、
侵
害
又
は
損
害
発
生
の
日
か

ら
二
年
以
内
に
、
当
該
県
、
町
、
場
所
又
は
人
に
対
し
て
、
当
該
損
害
額
の
支
払
い
を
求
め
る
不
法
行
為
訴
訟
を
上
位
裁
判
所
に
提
起
す
る

こ
と
で
き
る
。
但
し
、
当
該
訴
訟
で
、
合
計
金
額
が
四

0
0
0
ド
ル
を
超
え
る
賠
償
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
取
庇
に
関
す
る
通
知
を
賠
償
金
の
支
払
の
要
件
と
し
た
り
、
責
任
限
度
額
を
定
め
る
な
ど
の
立
法
上
の
措
置
は
、
マ
サ
チ
ユ
|

セ
y
ツ
州
以
外
の
多
く
の
州
で
も
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
当
Z
R
Zロ
ム
∞
話
-
忽

2
0
ゆ叶
C
)

。
な
お
法
律
の
一
吉
う
「
合
理
的
に
安
全
」
「
取
抗
」

「
不
足
」
を
判
断
す
る
際
に
は
、
判
例
は
、
各
事
案
に
現
れ
た
一
切
の
事
情
を
個
別
に
考
慮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

G
Z
R
g
g
h
r

p
E
m
E
5
2・
2
E
)
が
、
本
文
で
取
り
扱
っ
た
判
例
は
す
べ
て
破
庇
の
存
在
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。

(
4
)
例
え
ば
、
的
吉
岡
丹
〈
-
∞
ミ
ミ

R
O
E
-
H
3
N
)
(
X勝
訴
)
は
、
腐
っ
て
い
た
橋
か
ら
原
告
の
乗
る
馬
そ
り
が
落
下
し
た
事
例
で
町
の
管
理
責
任
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不法行為帰責論の再構成・序説 (2)

を
認
め
、

E
E
E
〈
-
Z
2
∞
a
p
E
(冨同日印・

5
0ム
)
は
、
橋
の
穴
か
ら
原
告
の
馬
が
落
下
し
た
事
例
で
、
「
一
般
的
で
通
常
の
注
意
に
よ
っ
て

回
避
で
き
る
椴
抗
に
つ
い
て
は
、
町
は
警
告
・
警
戒
す
る
制
定
法
上
の
義
務
を
負
う
」
と
判
示
す
る
。

(
5
)
ア
メ
リ
カ
で
大
規
模
な
コ

1
チ
が
製
造
さ
れ
始
め
た
の
は
一
八
一
三
年
で
あ
り
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
最
も
典
型
的
な
馬
車
で
あ
る
パ
ギ

1

は
一
八
二
六
年
か
ら
作
ら
れ
た
(
タ
l
ル

5
2
[原
書

E
S
]
・
合
出
)
。

(
6
)
L
・
グ
リ
ー
ン

(
C
5
8
1
5日
∞
ヨ
ロ
)
は
、
当
初
、
軍
事
的
使
用
及
び
国
家
の
安
全
の
た
め
に
作
ら
れ
た
公
道
は
、
や
が
て
馬
車
の
製
造
開
始

と
と
も
に
、
そ
の
建
設
に
拍
車
が
か
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

(
7
)
冨
C
C
『
巾
判
決
は
、
富
。

=-gロ
判
決
の
判
旨
③
と
同
様
の
指
摘
を
す
る
外
、
原
因
の
競
合
事
例
で
は
、
損
害
は
、
取
抗
に
よ
っ
て

(
5
8巴
阿
古
)
生

じ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
損
害
が
蝦
抗
だ
け

Egm)
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
要
求
す
る
原
判
決
の
説
示
に
対
す
る

X
の

異
議
を
退
け
た
も
の
で
あ
る
。

(
8
)
判
旨
⑥
の
考
え
方
は
、
自
動
車
時
代
の

P
A
R
S
E
-
:
-
F
B
Z
E
(冨
巾
二
呂
町
C

)

(

工
事
現
場
の
警
告
ラ
ン
プ
を
無
視
し
た
X
車
が
、
公
道
上
の
ゴ

ミ
の
山
に
衝
突
。
比
較
過
失
に
よ
る
減
額
が
な
さ
れ
ず
X
は
全
面
敗
訴
)
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
メ
イ
ン
州
が
こ
の
解
釈
を
最
終
的
に
捨
て
た
の
は
一

九
七
三
年
の
叶

Z
5古
吉
田
口
口
〈
白
河

R
E自
己
l

河
2
r宮
ユ
ピ
ヨ
巾
わ
0

・
(
被
害
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
無
い
県
道
か
ら
落
下
。
乗
員
死
亡
)

に
お
い
て
で
あ
る
(
法
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
を
要
求
す
る
の
は
、
ま
さ
に
本
件
の
よ
う
な
事
故
を
防
ぐ
た
め
だ
と
す
る
)
。

(
9
)
当

E
2
2
H∞斗∞暗闇
N
E噂

2
2
及
び
印

F
E「
呂
田
口
保
河
内
主
再

5
1
5
2
e間
ω
お
参
照
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
「
国
王
は
悪

を
な
し
え
ず
(
叶
宮
町
内
E
間
門
信
号

S
4
2
2四
)
L

の
法
理
を
採
用
し
、
政
府
や
地
方
自
治
体
の
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
て
い
た
(
邦
詩
文
献
に
字

賀

5
2、
岩
淵
呂
目
、
錦
貫
呂
告
-
包
ー
ち
な
ど
が
あ
る
)
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
ニ
ュ

1
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
多
く

の
州
で
は
、
制
定
法
が
な
い
時
代
に
お
い
て
も
特
許
状
(
円
吉
ユ
ミ
)
に
基
づ
い
て
、
各
地
方
自
治
体
に
公
道
の
通
行
料
の
徴
収
を
認
め
る
代
わ
り

に
修
理
義
務
を
課
し
て
い
た
が
、
こ
の
義
務
に
違
背
し
た
と
き
は
自
治
体
は
市
民
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
原
則
を
適
用
し
た
も
の
と
考
え
る

(
g
z
R
gロ
)
か
否
か
お
宮
田
『
自
信
除

F
E己
巴
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

(
叩
)
ヴ

7
l
モ
ン
ト
州
の

E
E
E
〈・

2
ヨ
豆
(
冨
ω叶
)
(
X
勝
訴
)
は
、
(
馬
の
暴
走
事
件
で
は
な
い
が
)

Y
管
理
の
公
道
の
液
庇
(
悪
路
)
と
馬
車

の
隠
れ
た
欠
陥
(
車
輪
の
ナ
ッ
ト
が
外
れ
や
す
く
な
っ
て
い
た
)
が
競
合
し
て
、
馬
車
が
公
道
沿
い
の
川
に
転
落
し
乗
客
X
が
負
傷
し
た
事
案
で
、

公
道
の
取
抗
の
み
か
ら
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
責
任
要
件
だ
と
す
る
Y
の
主
張
を
退
け
、
「
本
件
損
失
は
偶
発
事
件
と
Y
の
道
路
の
修
理
の
悌
怠

と
の
結
合
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は

Y
は
当
該
損
失
に
つ
き
責
任
を
負
う
と
考
え
る
。
も
し
偶
発
事
件
が
生
じ
な
け
れ
ば

北法47(6・101)1801



説論

X
は
損
害
を
被
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

Y
が
義
務
を
履
行
し
て
い
れ
ば
、
同
じ
く
損
害
が
生
じ
な
い
と
い
う
結
果
が
続
い

た
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
も
し
、
道
路
が
不
十
分
ま
た
は
修
理
不
足
で
な
け
れ
ば
侵
害
が
妨
げ
ら
れ
た
の
な
ら
、
損
失
は
|
|
X
が
そ
の
危
険
を
増

大
さ
せ
る
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば

i
l
yが
公
平
の
見
地
か
ら

(
E
E
5
2
)
こ
れ
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
こ
閉
包

P
E
裁
判

官
)
と
判
示
し
(
こ
こ
で
も
公
平
の
見
地
と
い
う
実
質
論
を
背
景
に

EEこ。「
z

類
似
の
言
明
が
道
路
の
液
庇
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
て
こ
の
判
旨
は
、

馬
の
暴
走
と
公
道
の
取
庇
(
樹
木
が
通
行
を
あ
る
程
度
妨
げ
て
い
た
)
の
競
合
事
例
の
穴
己
完
可
〈

2
2
2
2
f
E
お
)
(
X
勝
訴
)
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

ま
た
、
ニ
ュ

l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
1

州
に
お
け
る
馬
の
暴
走
事
例
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

l
ス、

C
R
r
〈
・
四
回
『
コ
ロ
m
g口
(
広
一
命
。
)
(
X
勝
訴
)

で
は
、

Y
管
理
の
公
道
上
の
障
害
物
に
馬
車
が
ぶ
つ
か
り
、
驚
い
た
馬
が
暴
走
し
た
た
め
馬
車
が
転
覆
し
乗
客
X
が
負
傷
し
た
ケ
1

ス
が
争
わ
れ
、

判
決
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の

E
E
R
判
決
(
本
文
参
照
)
及
び
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
の
国

E
門
判
決
(
本
註
参
照
)
を
参
照
し
つ
つ
、
「
道
路

は
本
件
の
よ
う
な
偶
発
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
合
理
的
に
安
全
で
あ
る
よ
う
に
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
切
巾

=05
裁
判
官
)
こ
と
を
強
調

す
る
(
こ
れ
は

2
5司
判
決
の
判
旨
⑤
の
実
質
論
に
近
い
)
。
本
判
決
は
、
叶
ロ
n
r
q
〈・国内ロロ

-r『
(
Z
出
よ
同
∞
g
)
(
X
の
借
り
た
馬
が
仮
に
気
性
が
荒

く
て
も
(
X
は
善
意
無
過
失
)
、
取
庇
あ
る
公
道
の
管
理
者
Y
は
免
責
さ
れ
な
い
)
や
、
巧
ヨ
日
F
G
〈円山口片岡己門日

(Ze
回
二
回
∞
。
。
)
(
公
道
の
破
庇
(
路
上
の

障
害
物
)
と
馬
の
暴
走
が
競
合
し
た
場
合
に
、
一
日
一
公
道
を
建
設
し
た
以
上
、
管
理
者
Y
の
財
政
不
足
は
Y
を
免
責
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
|
|
こ
れ
は

忌

E
Eロ
判
決
(
メ
イ
ン
州
)
の
実
質
論
の
一
つ
(
財
政
上
の
危
慎
)
と
対
立
す
る
)
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
考
え
方
は
、
叶
口
町
内
〈
巧

R
B
E
(わ回・
(
Z
ω
)
・
5
印
∞
)
(
前
款
四
)
の
原
審
(
わ
∞
・

(
Z
戸
)
-
H

∞
印
吋
)
で
批
判
の
対
象
と
な
り
(
但
し
傍
論
)
、

叶
Z
E
E
-
E
2
判
決

(
F
5
7
5
2
)
(船
舶
の
衝
突
事
例
)
で
、
「
乗
客
を
運
転
手
と
同
視
す
る
の
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
」
と
正
聞
か
ら
退

け
ら
れ
た
。

(
ロ
)
閉
山
戸
口
宮
『
判
決
で
は
、

Y
が
X
の
腕
を
つ
か
み
X
を
振
り
回
し
て
か
ら
手
を
放
し
た
と
こ
ろ
、
X
が
そ
の
勢
い
で
近
く
に
い
た

A
に
ぶ
つ
か
り

そ
う
に
な
っ
た
た
め
、

A
は
防
御
本
能
に
基
づ
き
X
を
押
し
や
っ
た
と
こ
ろ
、
X
は
近
く
の
フ
ッ
ク

(
F
g
r
)

に
ぶ
つ
か
り
負
傷
し
た
と
い
う
事

案
が
争
わ
れ
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
X
を
勝
訴
さ
せ
た
。
「
①
過
失
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
又
は
直
近
の
(
戸
阿
国
自
主
主
巾
)
原
因
で
な
く
て
も

侵
害
の
近
因
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
原
則
は
明
確
に
確
立
し
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
も
し

Y
の
、
悪
意
で
な
く
て

も
不
注
意
で
思
慮
の
な
い
理
不
尽
な
行
為
が
、

x自
身
の
間
同
三
円
以
外
の
他
の
物
や
人
や
出
来
事
と
競
合
し
て
侵
害
を
作
り
出
し
た
た
め
、
そ
の

よ
う
な
不
注
意
で
不
法
な
行
為
が
な
け
れ
ば

(
F
E
F
『
)
侵
害
は
生
じ
る
こ
と
が
な
く
、
(
競
合
す
る
)
両
者
の
状
況
が
出
来
事
の
順
序
に
お
い

北法47(6・102)1802 
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て
密
接
に
侵
害
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
な
ら
ば
、
た
と
え

Y
の
不
注
意
で
不
法
な
行
為
が
出
来
事
の
連
鎖
ま
た
は
時
間
の
推
移
に
お
い
て
最
も

近
い

2
3
5
2
)
原
因
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

Y
は
責
任
を
負
う
。
②
も
し

A
が
本
能
的
に

X
を
押
し
や
っ
た
の
な
ら

A
の
押
し
は

Y
の
行

為
で
あ
る
と
い
う
本
件
説
示
は
正
し
い
。

A
の
行
為
は

Y
の
行
為
の
直
接
的
で
不
可
避
の
結
果
で
あ
り
、

Y
は
不
幸
な
結
果
へ
と
直
接
導
く
因

果
の
連
鎖
を
始
動
さ
せ
た
(
印
円
皇
判
決
(
前
款
註

(
4
)
・
(

7

)

)

参
照
)
o
A
の
行
為
は
非
自
発
的
で
あ
り
、

A
は、

Y
が
不
法
に
作
っ
た
侵
害
の

原
因
の
連
鎖
の
単
な
る
一
つ
の
環
に
す
ぎ
ず
、
一
枚
の
板
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
板
で
は
な
く
、
そ
の
板
に
押
し
つ
け
た
人
が
責
任
を
負
う

べ
き
で
あ
る
」
(
司
口

2
q
裁
判
官
)
。

右
の
判
決
理
由
①
は
②
と
比
べ
て
一
般
論
と
し
て
の
色
彩
が
濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
①
は
他
の
州
の
判
決
に
も
引
用
さ
れ
る

(
E
E〈
-

E-一
F
S
(
F
F
E斗
ω
)
|
|
公
道
上
に
障
害
物
を
置
い
て
い
た
Y
の
過
失
と
、
A
の
馬
車
が
そ
れ
に
衝
突
し
た
こ
と
と
が
競
合
し
て
大
き
な
音
が
発
生
↓
X

馬
車
の
馬
が
暴
走
し
X
が
負
傷
、
と
い
う
事
案
で

Y
の
責
任
を
肯
定
。
メ
イ
ン
州
は
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、

Y
が
公
道
を
管
理
す
る
地
方
自
治
体
で
あ
る
場

合
と
民
間
人
の
場
合
と
で
異
な
る
解
釈
を
行
う
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
)
な
ど
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

(
日
)
も
っ
と
も
シ
ャ

l
マ
ン

H
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
の
体
系
書
の
第
四
版
と
第
五
版
は
直
接
に
は
入
手
・
参
照
し
え
な
か
っ
た
。
本
文
の
カ
ギ
括

弧
内
の
記
述
は
、
次
註
(
比
)
の
判
例
が
引
用
す
る
シ
ャ

l
マ
ン
ら
の
当
該
記
述
か
ら
の
重
引
で
あ
る
。
な
お
第
六
版

(
5
5
'
官
め
)
は
参
照

で
き
た
が
、
第
四
版
と
第
五
版
の
記
述
と
同
一
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
比
)
例
え
ば

U
E
a
g
〈
。
ヨ
白
E
h昨
的

同

「

gf(玄
0

・'
H

∞宏一
)
(
Y
鉄
道
会
社
が
法
定
の
フ
ェ
ン
ス
を
設
け
な
か
っ
た
た
め
軌
道
内
に
牛
が
侵
入
↓
Y
の

従
業
員
A
の
運
転
す
る
機
関
車
が
当
該
牛
に
衝
突
↓
機
関
車
が
脱
輪
↓
一

0
0
0
フ
ィ
ー
ト
離
れ
た
転
轍
機
の
箇
所
で
機
関
車
が
横
倒
し
↓
A
が
死
亡
と
い

う
事
案
で
、

p
g『

E
S
ら
の
定
義
①
②
③
を
引
用
し
た
上
で
、
特
に
②
に
注
目
し
て

X
を
勝
訴
さ
せ
た
)
、

E
E担
当

〈

F岡
市

(
2
4
-
Z
S
)
(
Y
の
事

務
所
内
で
強
盗
犯
人
A
に
よ
る
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
爆
発
↓
傍
ら
の
来
客
X
が
重
傷
と
い
う
事
案
で
、

X
は
Y
が
自
ら
の
身
を
守
る
盾
に
な
る
よ
う
X
の
肩
を

一
八
イ
ン
チ
動
か
し
た
と
主
張
。
判
決
は
シ
ャ

l
マ
ン
ら
の
定
義
的
②
③
を
引
用
し
た
上
で
、
お
そ
ら
く
特
に
③
に
注
目
し
て
、
爆
発
の
規
模
が
極
め
て
大

き
か
っ
た
本
件
で
は
A
の
行
為
が
唯
一
の
作
用
因
(
内
民

5
2昆
S
5
m
)
だ
と
判
一
豆
、
さ
ら
に
を
5
5
E印
ぐ

-
Fロ
司

E
5
2
2
除

Z
-
垣
見
可
・

(P一-

〉

E
J
Hゅ
。
斗

)
(
Y
が
線
路
脇
に
不
注
意
に
置
い
た
木
材
の
山
に
、
汽
車
の
音
に
驚
き
暴
走
し
た
馬
車

(
A
運
転
)
が
衝
突
L

A
は
路
上
に
投
げ
出
さ
れ
死

亡
と
い
う
事
案
で
、
右
の
定
義
①
⑦
③
を
紹
介
し
た
上
で
、
木
材
の
放
置
が
も
し
な
け
れ
ば
事
故
は
生
じ
な
か
っ
た
の
か
を
聞
い
(
③
に
注
目
)
、
ま
た
馬
が

汽
車
の
音
に
驚
く
こ
と
は
合
理
的
に
蓋
然
的
な
事
実
で
あ
り
、
本
件
事
故
は
合
理
的
に
予
測
で
き
た
(
①
の
解
釈
)
と
し
て

Y
の
責
任
を
肯
定
し
た
)
な
ど

が
あ
る
。
な
お

g
E回
目
的
判
決
が
引
用
し
た
①
②
③
は
、
そ
の
後
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
陪
審
に
対
す
る
説
示
に
関
す
る
規
則

(Pこ
ロ
「
三
口
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説

開
門

E
n
E
5・
0
2
-
祥

H
E
(呂
お
)
)
に
採
用
さ
れ
(
司

gaq--ω
印0
・
b
品
ロ
ロ

N

叶C
N

ご
)
、
今
日
の
回
O
D
r
o
同
〉
宅

22ι
』
ロ
ミ
【
ロ
巳

E
S
S
(∞
と
】
)

2
0
ω
'
叶
印
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

(
Z

。ω
叶
印
を
巡
る
今
日
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
註

(3)
⑥
参
照
)
。

(
日
)
こ
の
点
も
シ
ャ

l
マ
ン
ら
の
体
系
書
の
第
四
版
と
第
五
版
に
お
い
て
と
う
で
あ
っ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
(
前
註
(
日
)
参
照
)
。
し
か
し
第

六
版

(
5
5・叩
N

小
口
∞
)
で
は
、

E
Z
判
決
や
↓
恒
三
D
「
判
決
(
四
)
な
ど
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

北法47(6・104)1804 

苦手ι
民間

引
用
文
献

・
日
本
(
事
典
類
は
本
文
を
参
照
)

岩
測
正
紀
呂
斗
印
・
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
府
の
不
法
行
為
責
任
と
裁
量
免
責
の
法
理
」

(
1
)
判
例
時
報
七
七
五
号
三
頁

(
2
)
判
例
時
報
七
七
六
号
三
頁

(
3
)
判
例
時
報
七
七
八
号
三
頁

(
4
・
完
)
判
例
時
報
七
七
九
号
三
頁

字
賀
克
也
呂
∞
め
「
ア
メ
リ
カ
国
家
責
任
法
の
分
析
」
法
学
協
会
雑
誌
一

O
三
巻
九
号
一
六
七
九
頁

荘
子
邦
雄

5
3
『
犯
罪
論
の
基
本
思
想
』
(
有
斐
閣
)

瀬
川
信
久

H
S
φ
「
危
険
便
益
比
較
に
よ
る
過
失
判
断

l
l
テ
リ
l
教
授
か
ら
、
ハ
ン
ド
の
定
式
と
大
阪
ア
ル
カ
リ
事
件
ま
で
|
|
」
星
野
英
一
先
生

古
稀
祝
賀
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
下
』
(
有
斐
閣
)
八

O
九
頁

高
木
八
尺
呂
、
口
・
『
高
木
八
尺
著
作
集
第
3
巻
ア
メ
リ
カ
外
交
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)

高
柳
賢
三
冨
印
。
・
『
英
米
法
源
理
論
〔
全
訂
版
〕
』
(
有
斐
閣
)

竹
川
雅
治

5
8・
「
ア
メ
リ
カ
「
不
法
行
為
法
」
に
お
け
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
形
成
過
程
」
札
幌
法
学
一
巻
二
号
五
三
頁

塚
本
重
頼

5
2
『
英
国
不
法
行
為
要
論
』
増
補
版
(
中
央
大
学
出
版
部
)

中
村
敏
子

Hug-
寸
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
家
族
史
再
考
|
|
ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ

7
l
リ
ン
紹
介
|
|
」
北
大
法
学
論
集
四

O
巻
三
号
六
四
九
頁

長
谷
川
貞
之

5
2一
「
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る
寄
与
過
失
の
法
理
と
そ
の
理
論
的
基
礎
(
上
)
」
駿
河
台
法
学
五
巻
一
号
一
頁

林
陽
一
巳
∞
め
「
刑
法
に
お
け
る
相
当
因
果
関
係
付
」
法
学
協
会
雑
誌
一

O
三
巻
七
号
一
二
三
一
頁
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