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説

図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
損
害
補
償
の
必
要
性
は
、

と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
従
来
の
不
法
行
為
法
の
役
割
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

自
動
車
事
故
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
今
後
次
第
に
増
え
て
ゆ
く
こ

そ
こ
で
、
本
稿
も
、
交

ヨr，
iiflU 

通
災
害
保
険
を
不
法
行
為
法
の
発
展

な
か
ん
ず
く
不
法
行
為
法
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
責
任
保
険
か
ら
災
害
保
険
へ
の
移
行
の

将
来
の
損
害
補
償
の
あ
り
方
を
一
般
的
に
検
討
す
る
と
い
う
目
的
を
も
合
わ
せ
持
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
不
法
行
為
法
の
歩
み
の
大
略
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

中
で
位
置
づ
け
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
は
そ
の
発
展
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
そ
の
内
部
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、

反
応
の
手
段
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
手
段
に
は
二
つ
の
機
能
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
そ
の
侵
害
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ

り
、
他
は
侵
害
の
結
果
を
回
復
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
生
じ
た
損
害
を
填
補
し
よ
う
と
す
る
機
能
で
あ
る
。
今
日
、

し
て
刑
法
に
、
後
者
は
不
法
行
為
法
(
民
事
責
任
)
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
化
は
、

(2) 

侵
害
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

だ
近
代
に
お
い
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

前
者
は
主
と

政
治
権
力
の
中
央
集
中
が
す
す
ん

非
常
に
古
い
時
代
に
は
復
讐
と
い
う
原
始
的
な
報
復
手
段
が
認
め
ら
れ
て
い
た

長
い
間
に
わ
た
っ
て
民
刑
両
責
任
の
性
格
を
合
せ
持
つ
よ
う
な

し
、
さ
ら
に
、
す
で
に
ロ

l
マ
法
や
ゲ
ル
マ
ン
法
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、

一
種
の
罰
金
制
度
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
不
法
行
為
責
任
が
刑
事
責
任
と
分
化
し
始
め
た
当
時
の
法
律
学
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
は
、

そ
の
基
準
を
ど
こ
に
置
く
か
と

や
が
て
過
失
責
任
の
原
則
が
凝
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

六
七
年
に
公
に
さ
れ
た
イ
エ

l
リ
ン
グ
の
、
。
向
田
∞
口
ゲ
己
円
山
H
H
M
O
B

巾
ロ
昨
日
日
忌
5
2円}】巾
H
H
H
)

三〈山内円

2
Z

」
の
過
失
責
任
は
一
八

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

な
し
」
と
い
う
表
現
の
中
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

に
お
け
る
「
過
失
な
け
れ
ば
非
行

個
人
の
自
由
活
動
に
対
す
る
制
約
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
合

理
主
義
哲
学
の
思
想
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
過
失
は
主
観
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち

心
理
的
ま
た
は
道
徳
的
に
非
難
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
の
急
激
な
進
展
は
、
皮
肉
に
も
、

~tl1ä4(3・ 26) 44<'t
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さ
に
過
失
責
任
の
原
則
が
唱
え
ら
れ
始
め
て
か
ら
ま
も
な
く
そ
の
内
容
に
変
容
を
迫
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う

な
一
九
世
紀
的
な
過
失
理
論
に
よ
れ
ば
、
産
業
化
に
よ
る
多
く
の
新
し
い
企
業
危
険
(
た
と
え
ば
、
工
場
、
鉄
道
、
自
動
車
な
ど
〉

も
に
激
増
し
た
事
故
被
害
者
は
、
著
し
く
不
利
な
状
態
に
お
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
企
業
危
険
に
よ
る
被
害
者
を
保
護

す
る
た
め
に
、
過
失
責
任
の
内
容
は
次
第
に
客
観
化
さ
れ
て
損
害
填
補
的
機
能
党
強
め
る
と
と
も
に
、
他
方
、
無
過
失
責
件
ま
た
は
危
険
責

(
3
)
 

任
と
い
わ
れ
る
も
の
が
生
成
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
法
行
為
責
任
の
強
化
は
、

と
と

わ
け
て
も
労
働
事
故
に
よ
る
被
害
者
保
護

〈

4
〉

に
つ
い
て
最
も
早
く
、
か
っ
切
実
に
要
求
さ
れ
、
や
が
て
各
国
に
お
い
て
強
制
的
な
労
災
保
険
の
成
立
を
み
る
に
い
た
っ
た
。

ω
他
方
、
商
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
、
一
九
陀
紀
に
か
け
て
海
上
保
険
に
始
ま
る
火
災
保
険
、
生
命
保

険
、
事
故
保
険
な
ど
各
種
の
近
代
的
な
保
険
制
度
が
整
備
さ
れ
、
被
害
者
の
損
害
填
補
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
被
害
を
う
け
る

お
そ
れ
の
あ
る
者
は
自
分
で
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
損
失
を
模
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
の
よ
う
に
保
険
制
度
は
、

被
害
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
加
害
者
の
責
任
や
支
払
能
力
の

有
無
を
問
う
こ
と
な
し
に
補
償
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
長
所
を
持
っ
て
い
る
。

不
法
行
為
法
と
重
複
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

)
 

1
 

(
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
私
保
険
制
度
の
一
種
と
し
て
や
が
て
責
任
保
険
が
導
入
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
無
過
失

自動車事故による損害の補償

責
任
や
危
険
責
任
に
始
ま
る
過
失
責
任
の
変
容
と
時
期
を
ほ
ぼ
一
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
保
険
は
、
直
接
に
は
、

(
6
)
 

う
し
た
重
い
責
任
負
担
か
ら
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
の
損
害
賠
償
債
務
の
保
険
と
し
て
出
刊
仇
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

加
害
者
が
こ

い
ず
れ
に
し

ろ
、
責
任
保
険
に
よ
る
加
害
者
の
負
担
能
力
の
増
大
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
好
都
合
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
、

任
保
険
は
そ
の
後
こ
の
点
が
む
し
ろ
強
調
さ
れ
て
構
造
的
変
化
を
と
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
に
お
い
て
は
、 事

実
、
責

北法24(3・27)445

責
任

保
険
の
役
割
を
無
視
し
て
は

も
は
や
被
害
者
の
損
害
填
補
を
論
じ
え
な
い
ほ
ど
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る。



説

さ
ら
に
、
こ
の
他
に
、
事
故
に
よ
る
被
害
者
は
、
各
種
の
社
会
保
障
(
社
会
保
険
)

こ
の
給
付
額
は
次
第
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。

に
よ
っ
て
も
一
定
の
給
付
を
保
証
さ
れ
て
お
り
、

論

ω
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
保
険
制
度
の
発
達
は
、
不
法
行
為
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
責
任
保
険
の
導
入
に
よ
っ
て
、
特
定
の
加
害
者
の
損
害
賠
償

負
担
を
多
数
の
者
に
分
散
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
に
(
責
任
の
社
会
化
〉
、
不
法
行
為
責
任
の
拡
大
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
が
あ

」
の
占
川

北法24(3・28)446

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

無
過
失
責
任
や
危
険
責
任
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
加
害
者
に
過
酷
な
負

担
を
し
い
る
こ
と
な
し
に
、
被
害
者
の
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
不
法
行
為
責
任

の
拡
大
は
、
結
果
的
に
は
、
責
任
保
険
が
あ
れ
ば
不
法
行
為
責
任
を
認
容
す
る
と
い
う
傾
向
を
招
き
が
ち
と
な
り
、

か
え
っ
て
不
法
行
為

法
独
自
の
存
在
意
義
を
失
な
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
第
二
の
影
響
と
し
て
、
社
会
保
障
(
社
会
保
険
)
を
含
め
た
各
種
の
保
険
制
度
が
損
害
填
補
的
機
能
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
不
法
行
為
法
の
役
割
が
縮
少
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
o

す
な
わ
ち
、

け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、

被
害
者
は
保
険
に
よ
っ
て
そ
の
損
害
の
填
補
を
受

被
害
者
の
持
つ
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
保
険
者
の
求
償
権
と
し
て
し
か
行
使
さ
れ
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
法
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
も
は
や
広
汎
な
領
域
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

か
た
ち
で
し
か
作
用
し
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
求
償
権
行
使
は
、

煩
墳
な
手
続
に
よ
り
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
る
わ
り

に
は
経
済
的
効
果
が
少
な
い
た
め
に
、
こ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
傾
向
(
不
法
行
為
責
任
の
制
限
〉
が
各
国
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
保
険
制
度
の
著
し
い
発
達
は
不
法
行
為
法
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、

不
法
行
為
責
任
の
拡
大
に
し
ろ

るあ
とる
し、し、

うは
こそ
との
が縮
で小
きと
るし、

でう
あ側
ろ面
う2に
。〉し

ろ

伝
統
的
な
不
法
行
為
法
の
損
害
填
補
的
機
能
は
保
険
制
度
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
つ
つ
あ



不
法
行
為
法
は
こ
の
よ
う
に
保
険
制
度
の
普
及
に
よ
っ
て
次
第
に
そ
の
地
盤
を
侵
蝕
さ
れ
、
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
わ

現
代
の
損
害
補
償
凶
は
不
法
行
為
法
を
中
核
と
し
て
お
り
保
険
制
度
は
こ
れ
を

さ
て
、

け
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

補
充
強
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
は
未
だ
払
拭
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
は
い
な
い
。

で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
す
べ
て
の
潜
在
的
事
故
被
害
者
に
私
保
険
制
度
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
過
度
な
財
政
負
担

(
保
険
料
〉
を
要
求
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
し
、
さ
ら
に
、
社
会
保
障
に
よ
る
給
付
も
一
定
額
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

被
害
者
の
損
害
を
完
全
に
填
補
す
る
た
め
に
は
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
な
お
必
要
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、

損
害
填
補
的
機
能
の
ほ
か
に
誠
告
的
機
能
を
も

そ
の
理
由
と
し
て
は
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

不
法
行
為
法
は
特
定
の
責
任
あ
る
加
害
者
に
損
害
賠
償
を
支
払
わ
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
た
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
個
人
責
任
の
追
求
を
や
め
る
こ
と
は
、

と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
vo

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
現
在
で
は
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、

事
故
予
防
と
い
う
見
地
か
ら
好
ま
し
く
な
い

損
害
填
補
を
完
全
に
保
険
制

度
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
に
は
な
お
消
極
的
で
あ
り
、

む
し
ろ
責
任
保
険
を
最
大
限
に
活
用
し
て
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
に
お
い
て
不
法
行
為
責
任
を
強
化
(
無
過
失
責
任
や
危
険
責
任
の
適
用
範
囲
の
拡
大
〉
し
、
他
方
、

加
害
者
に
は

(1) 

責
任
保
険
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

被
害
者
の
損
害
の
補
償
と
加
害
者
の
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
こ
つ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う

自動車事故による損害の補償

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
損
害
補
償
の
あ
り
方
に
も
な
お
い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
主
要
な
も
の
と
し
て
次

(2) 

い
ず
れ
か
の
加
害
者
に
責
任
が
な
け
れ
ば
被
害
者
は
補
償
を
受
け
る
こ
と
は
で

の
三
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に

::{ti1;24(3・29)447

そ
の
た
め
訴
訟
の
増
加
と
遅
延
を
招
き
事
故
解
決

き
な
い
。
し
か
も
こ
の
責
任
問
題
の
解
明
は
、
実
際
に
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、

を
著
し
く
遅
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
第
二
に
、
不
法
行
為
責
任
の
持
つ
誠
告
的
機
能
に
つ
い
て
、

責
任
保
険
の
も
と
で
な
お
か
っ
、
事

故
予
防
に
効
果
的
な
個
人
責
任
の
追
求
が
可
能
か
、
ま
た
は

そ
れ
が
必
要
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



説

で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
損
害
補
償
法
で
は
、

責
任
保
険
を
初
め
と
す
る
各
種
の
私
保
険
や
社
会
保
障

(
社
会
保
険
)
が
錯
綜
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
体
と
し
て
不
必
要
な
費
用
高
を
も
た
ら
し
、

事
故
の
最
終
的
解
決
を
複
雑
に

-企為

H聞

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
各
種
の
補
償
制
度
を
合
理
的
に
調
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
や
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
で
き
る
だ
け
一
挙
に
解
決
す
る
た
め
に
、
不
法
行
為
法
の
持
つ
損
害
領
補
的
機
能
を
完
全
に
単
一

の
保
険
制
度
と
交
代
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
次
第
に
提
唱
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
を
責
任
保
険
の
立
場
か
ら
把
え
る
な
ら
ば
、

来
の
責
任
保
険
を
特
定
の
事
故
類
型
(
た
と
え
ば
自
動
車
事
故
〉
の
被
害
者
の
た
め
の
災
害
保
険
(
被
害
者
の
た
め
の
保
険
)
、
ま
た
は
一

般
的
に
社
会
保
障
に
発
展
的
に
解
消
し
、
責
任
保
険
の
基
礎
を
な
す
不
法
行
為
法
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

」
の
芯
味
の
、

い
わ
ば
従
来
の
体
系
を
突
き
破
る
よ
う
な
補
償
制
度
は
、
こ
と
に
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
の
分
野
に
お
い
て
、

く
主
張
さ
れ
始
め
て
お
り
、
そ
の
問
題
点
も
殆
ん
ど
出
尽
し
た
感
さ
え
あ
問
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
補
償
制
度
の
必
然
性
は
、 世

界
各
げ
で
強

た
ん
に
自

動
車
事
故
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
他
の
事
故
損
害
の
合
理
的
規
制
の
た
め
に
も
、
今
後
次
第
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

て
や
が
て
は
、

わ
れ
わ
れ
が
現
在
持
っ
て
い
る
不
法
行
為
法
を
中
核
と
し
て
構
成
さ
れ
た
損
害
補
償
の
体
系
は
、

一
変
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
本
稿
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
認
識
と
背
景
の
も
と
で
、

自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
の
た
め
の
交
通
災
害
保
険
の

実
現
に
伴
う
諸
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一二一川

と
に
し
よ
う
。

自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
に
つ
い
て
本
稿
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ

不
法
行
為
法
改
革
の
潮
の
ご
と
き
動
き
が
、
歴
史
的
に
労
災
保
険
に
次
い
で
自
動
車
事
故
の
分
野
に
お
こ
っ
て
き
た
と
い

そ
こ
で
次
に
、

う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
動
車
の
急
速
な
普
及
に
伴
う
死
傷
者
の
激
増
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
各
国
に
お
い
て
は

早
く
も
今
世
紀
の
端
初
か
ら
改
革
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

な
か
ん
ず
く
自
動
車
利
用
者
の
不
法
行
為
責
任
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
他
方
、
責
任
保
険
の
強
制
化
や
そ
の
他
の
諸
制
度
(
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
州
に
見
ら
れ
る

同
町
田
句
。
ロ
凹
出

σ昨
日
ご
い
可

]
ロ
ロ
印
ロ
己
出

;j tìt~24(3 ・ 30)448

従
そ
し



宮
司
♂
∞
巾
ロ
ロ
ユ
々
話
回
℃
。
ロ
回
同
一

)
E
q
F唱
団

)

に
よ
っ
て
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
実
質
的
に
保
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

不
法
行
為
責
任
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
大
陸
法
と
英
米
法
圏
と
の
聞
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者

に
お
い
て
は
、
立
法
や
判
例
に
よ
っ
て
通
常
の
過
失
責
任
に
替
る
特
別
責
任
(
危
険
責
任
)
が
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
に
対
し
、
後

者
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
依
然
と
し
て
過
失

(
5
m
E哲
男
乙
の
法
理
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

さ
ま
ざ
ま
の
工
夫
に
よ
っ
て
過
失
責
任
を
強
化
し
変
質
せ
し
め
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
で
は
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
各
国
に
お
け
る
従
来
の
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
は
責
任
保
険
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
補
償
の
あ
り
方
は
、
す
で
に
二

ωに
お
い
て
一
般
的
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
解
決
を
迫
ら
れ
る
多
く
の
難
聞
を
内
包
し
て
い
る
わ

ま
さ
に
こ
の
分
野
に
お
い
て
最
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
て
、

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

改
革
を
提
唱

す
る
に
あ
た
り
目
標
と
さ
れ
た
諸
点
を
最
大
公
約
数
的
に
あ
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
ご
と
き
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、

交
通
事
故
に
よ
る
被
害
者
に
で
き
る
だ
け
包
括
的
な
保
護
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、

あ
り
、
第
三
に
、
事
故
予
防
に
も
十
分
な
考
慮
を
払
い
、

公
平
な
負
担
分
配
を
達
成
す
る
こ
と
で

管
理
費
用
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
あ
お
v

そ
の
う
え
で
、
第
四
に
、

)
 

-(
 

不
法
行
為
法
を
保
険
制
度
と
交
代
さ
せ
よ
う
と
す
る
改
革
の
動
き
は
、
具
体

的
提
案
を
伴
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
す
で
に
殆
ん
ど
の
国
で
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
v

そ
し
て
い
ず
れ

は
わ
が
国
も
こ
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(2) 

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
諸
目
擦
を
達
成
す
る
た
め
に
、

自動車事故による損害の補償

こ
こ
で
比
較
法
的
な
大
き
な
流
れ
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、

ア
計
画
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
図
は
、
す
で
に
一
九
四
六
年
に
、
カ
ナ
ダ
・
サ
ス
カ
ッ
チ
ェ
ヴ
ァ
ン

(ω
回
出

E
R
7
9
5ロ
)
州
の

自
動
車
保
険
法
に
部
分
的
に
結
実
し
、
さ
ら
に
理
論
的
に
は
、
エ

l
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
教
授
の
完
全
扶
助
法
案
に
よ
っ
て
よ
り
徽
密
な
も

の
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
改
革
の
動
き
を
一
段
と
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
、

改
革
の
新
時
代
を
告
げ
る
も
の
は
一
九
三
三
年
の
コ
ロ
ン
ピ
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位
界
各
国
に
及
ぶ
本
格
的
な
議
論
の
契
機
を
与
え



説

一
九
六
五
年
に
公
表
さ
れ
た
キ
l
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
の
基
本
補
償
案
で
あ
る
り
こ
れ
を
受
け
て
多
く
の
改
革
案
が
相
次
い

で
提
唱
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
も
の
は
、

一
つ
は
、

自
動
車
事
故
に
よ

さ子"'
f叩j

る
被
害
者
の
た
め
の
特
別
の
(
災
害
)
保
険
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
、

社
会
保
障
化
へ
の
方
向
に
進
も
う
と
す
る
改
革
案
で
あ

ヲ

hv

。第
一
の
も
の
は
、

キ
l
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
の
基
本
補
償
案
に
代
表
さ
れ

さ
ら
に
、
二
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、

る
、
複
線
型
の
構
想
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

J
H
5
5
ユロ
m
F。
己
仏
宮
山
可

5
君
主
回

E
5
2
5
m
r
m
g丹

5
2
2
2
g

m
y
o
己
門
円
七
喜
子
巾
弓
者
向
、
"
と
い
う
理
念
か
ら
も
う
か
が
与
え
る
よ
う
に
、
損
害
の
一
定
額
(
基
本
補
償
額
)
は
特
定
の
加
害
者
の
故
意
、

過
失
を
問
う
こ
と
な
く
基
本
補
償
保
険
か
ら
填
補
し
、
そ
の
他
の
損
害
填
補
は
従
来
通
り
不
法
行
為
責
任
に
ま
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

フ
ラ
ン
ス
の
タ
ン
ク
案
に
代
表
さ
れ
る
単
線
型
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
こ
の
基
本
補
償
案
を
受
け
て
構
想
さ
れ
た
、

あ
る
。
こ
こ
で
は
、

不
法
行
為
法
を
保
険
保
護
と
交
代
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
被
害
者
は
す

ベ
て
こ
の
特
別
の
災
害
保
険
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
タ
ン
ク
案
は
、
改
革
提
案
の
う
ち
で
は
不
法
行
為

法
の
改
革
を
最
も
直
載
に
貫
徹
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

キ
1
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
案
に
劣
ら
ず
世
界
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
交
通
災
害
保
険
に
よ
る
解
決
の
具
体
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、
キ

1
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
案
は
ア
メ
リ
カ
の

二
、
三
の
州
の
立
法
を
促
し
そ
の
実
現
を
み
て
い
(
問
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
こ
一

O
年
来
の
政
府
委
員
会
に
よ
る
討
論
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
在
で
は
議
論
の
頂
点
は
既
に
す
ぎ
、
タ
ン
ク
案
の
実
現
は
殆
ん
ど
期
待
さ
れ
え
な
い
と
い
わ
れ
る
。

第
二
の
社
会
保
障
化
の
方
向
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
二
年
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
立
法

は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
こ
の
社
会
保
障
化
の
意
図
を
達
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ら
で
、

不
法
行
為
法
を
保
険

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
現
行
制
度
が
比
較
的
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、

北法24(3・32)450



保
護
と
交
代
さ
せ
る
と
い
う
意
味
の
改
革
論
議
が
始
ま
っ
た
の
は
、

ま
だ
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、

と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
に
強
く
刺
激

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
論
争
の
端
初
と
な
っ
た
主
要
な
論
文
を
三
篇
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
表
さ
れ
た
順
に
い
え
ば
、

そ
れ
ら
は
、

ヒ
ッ
ベ
ル
の
教
授
資
格
論
文
で
あ
る
「
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
」

2
2
5、
ギ
レ
マ
ン
の

「
国
際
的
改
革
諸
提
案
に
照

し
た
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
」

(
E
S
)、
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
イ
ヤ
l
ス
の
教
援
資
格
論
文
で
あ
る
「
事
故
損
害
1
責
任
体
系
と
保
障
体
系

の
実
務
と
目
標
」

P
S乙
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
論
文
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
方
法
論
と
結
論
と
に
お
い
て
顕
著
な
差
異
が
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、

い
ず
れ
も
現
行
制
度
の
批
判
的
考
察
か
ら
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、

タ
ン
ク
案
に
細
部
に
わ
た
る
理
論
的
検
討
と
肉

ヒ
ッ
ペ
ル
と
ギ
レ
マ
ン
は
交

通
災
害
保
険
を
提
唱
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
と
に
、

ヒ
ヅ
ペ
ル
は
比
較
法
的
見
地
か
ら
、

づ
け
を
お
こ
な
い
、

い
わ
ゆ
る
単
線
型
を
今
後
の
あ
り
う
べ
き
損
害
補
償
制
度
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ァ

イ
ヤ

i
ス
の
特
色
は
、
現
行
制
度
の
批
判
の
仕
方
に
あ
る
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
ヴ
ァ
イ
ヤ
l
ス
は
他
の
多
く
の
改
革
論
者
の
よ
う
に
、

た
ん
に
責
任
保
険
に
の
み
考
察
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

ヴ
ア
イ
ヤ
l
ス
が
事
故
損
害
法
の
三
本
の
柱
と
考
え
た
社
余
保
障
、

責
任
法
ハ
不
法
行
為
法
)
、
責
任
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
的
関
連
に
詳
細
な
法
社
会
学
的
検
討
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に

(1) 

も
か
か
わ
ら
ず
ヴ
ァ
イ
ヤ
!
ス
自
身
は
、
結
局
は
、
事
故
損
害
法
の
目
標
を
定
め
た
に
と
ど
ま
り
、

災
害
保
険
化
に
は
消
極
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

四

ω
さ
て
、
こ
こ
で
改
革
提
案
の
基
本
的
考
え
方
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、

険
(
不
法
行
為
法
〉
に
替
る
補
償
制
度
と
し
て
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
特
別
の
交
通
災
害
保
険
化
と
、
社
会
保
障
化
へ
の
二
つ
の

方
向
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
選
択
は
、
各
国
の
法
制
度
が
持
つ
伝
統
と
も
合
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
つ
に
は
、

分
配
、
す
な
わ
ち
、
道
路
交
通
に
お
け
る
事
故
損
害
は
、
自
動
車
利
用
者
の
負
担
に
よ
る
保
険
(
交
通
災
害
保
険
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
如
何
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
特
に
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、

交
通
事
故
被
害
者
の
補
償
の
た
め
の

自動車事故による損害の補償

従
来
の
責
任
保

公
平
な
負
担

に
よ
っ
て
填
補
さ
れ

単
線
型
は
、
損
害
補

北法24(3・33)451
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償
の
規
制
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
如
く
不
法
行
為
法
に
も
、

か
っ
、
社
会
保
障
(
社
会
保
険
)
に
も
依
拠
し
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
単
線
型
の
交
通
災
害
保
険
が
最
後
ま
で
貫
徹
さ
れ
た
場
合
に
は
、

自
動
車
事
故
に
関
す
る
従
来
の
不
法
行
為

さム
長岡

法
の
す
べ
て
に
改
革
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
こ
う
で
あ
る
。

第
一
に
、

従
来
の
責
任
保
険
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
責
任
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
被
害
者
は
保
険
に
よ
る
撰

補
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

自
動
車
事
故
に
よ
る
被
害
者
が
す
べ
て
い
か
な
る
場
合
に
も
保
護
を
享
受
し
う
る
た
め

に
は
、
こ
の
意
味
の
不
法
行
為
責
在
は
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
れ
ま
で
不
法
行
為
責
任
の
有
無
を
問
わ
れ
て
い
た
潜

在
的
事
故
加
害
者
(
所
有
者
な
ど
の
自
動
車
利
用
者
)
は
、
そ
の
か
わ
り
に
、

交
通
災
害
保
険
の
保
険
料
負
担
者
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
他
方
、

不
法
行
為
法
が
そ
の
一
部
を
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
誠
告
的
機
能
の
発
動
は
、
故
意
ま
た
は
交
通
上
制
裁
を
加
え
ら

れ
る
べ
き
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
行
為
者
が
被
害
者
で
あ
れ
ば
、
填
補
請
求
権
が
全
額
否

定
ま
た
は
短
縮
さ
れ
、
加
害
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
に
支
払
っ
た
填
補
額
に
つ
き
全
額
ま
た
は
一
部
を
求
償
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
判
定
の
際
に
は
、
刑
事
裁
判
官
に
介
入
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
ο

第
二
に
、
自
動
車
事
故
に
お
い
て
は
、
歩
行
者
な
ど
自
動
車
を
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
者
品
加
害
者
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
道
路

上
の
事
故
危
険
の
可
能
性
は
自
動
車
の
利
用
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
叫
、
こ
の
よ
う
な
歩
行
者
に
過
酷
な

損
害
賠
償
義
務
を
負
担
さ
せ
る
の
は
妥
当
で
な
い
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
現
行
制
度
に
お
い
て
も
国
に
よ
っ
て
は
、

の
不
法
行
為
責
任
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
引
r

そ
し
て
、

す
で
に
こ

被
害
者
が
す
べ
て
交
通
災
害
保
険
に
よ
る
保
護
を
享
受
で

き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
は
や
特
定
の
加
害
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
必
要
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

」
こ
で
は
こ
う
し

た
歩
行
者
の
免
責
も
一
層
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、

さ
ら
に
、
自
動
率
の
製
造
業
者
、
修
理
唯
一
李
相
、
道
路
管
理
一
割
、

動
物
保
有
者
な
ど
自
動
車
事
故
発
生
の
潜
在
的
危
険
を
負
つ

;/Wa4(3・34)452



て
い
る
者
の
過
失
責
任
を
廃
止
し
、
新
た
に
保
険
基
金
へ
の
寄
与
者
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
c

と
こ
ろ
で
、

い
う
ま
で
も
な
く
責
任
保
険
を
災
害
保
険
化
す
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
考
察
さ
れ
る
べ
き
は
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て

同
じ
く
単
線
型
の
交
通
災
害
保
険
を
主
張
す
る
も
の
の
中
で
、

タ
ン
ク
は
第
二
の
問
題
ま
で
に
と
ど
ま
り
、

ヒ
て
ヘ
ル
は
、
さ
ら
に
第

の
(2) 問

題

も
考
察
の
範
囲
を
拡
げ
て

る

そ
れ
で
は
、
交
通
災
害
保
険
化
に
し
ろ
、
ま
た
は
社
会
保
障
化
の
道
を
歩
む
に
し
て
も
、

害
補
償
制
度
は
ど
の
よ
う
な
受
け
取
ら
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
既
存
の
体
系
が
今
後
の
損
害
補
償
の
あ

り
方
に
照
し
て
よ
り
多
く
の
欠
陥
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
諸
国
の
方
が
実
現
も
早
い
と
き
?
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

ず
れ
に
し
ろ
、
少
し
で
も
よ
り
よ
い
制
度
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
一
臥
い
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

従
来
の
体
系
を
突
き
破
ろ
う
と
す
る
損L 、

い
か
な
る
国

に
お
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
述
べ
た
意
味
の
損
害
補
償
制
度
を
検
討
す
る
意
義
は
い
さ
さ
か
も
失
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る。

自動車事故による損害の補償 (1)

こ
の
よ
う
な
不
法
行
為
法
に
対
す
る
根
本
的
改
革
は
、
た
ん
に
理
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
政
治
的
な
問
題
と
も
な
り

う
る
背
立
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
叩
改
革
案
に
対
す
る
消
極
的
な
反
応
の
仕
方
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
‘

一
つ
は
、
実
際
的
な
理
由
か
ら
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
の
合
理
的
な
規
制
の
た
め
に
は
、

不
法
行
為
責
任
を
完
全
に
保
険
保
護
と
置
換
え
る
必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

現
行
制
虞
の
枠
内
の
若
干
の
改
善

で
こ
と
た
り
、

他
の
一
つ
は

さ
ら
に
根
底
的
な

疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
、
損
害
賠
償
は
ま
ず
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
、

と

北法24(3・35)453

るい
とう
す建
る前
もが
の崩
て、さ

あれ
る(る
050 '>-

と

よ
イコ

て

不
法
行
為
法
が
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
誠
告
的
機
能
つ
ま
り
事
故
予
防
的
効
果
が
失
な
わ
れ

不
法
行
為
法
に
対
す
る
根
本
的
な
改
革
が
加
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
場
合
、

以
上
の
二
つ
の
問
題
は
.

い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
等
し
く



説

提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
一
の
実
際
的
問
題
は
、
各
国
の
個
別
的
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
実
際
的
見
地
か
ら
の
消
極
的
反
応
は
、
第
二
の
疑
問
に
対
す
る
危
倶
に
ひ
き
づ
ら
れ
る
感
が
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
損
害
補
償
制
度
の
成
否
は
、

っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

し
カミ

~tìlミ24(3 ・ 36)454

そ
う
す
る
と
、

さ子♂h

iinfJ 

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

不
法
行
為
法
の
歴
史
的
役
割
の
変
遷
と
そ
の
後
退
と
い
う
認
識
い
か
ん
に
か
か
わ

五

ω

を
持
ち
、

以
上
に
お
い
て
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
の
た
め
の
交
通
災
害
保
険
化
ま
た
は
社
会
保
障
化
が
、

ど
の
よ
う
な
背
景

ま
た
、

い
か
な
る
問
題
を
内
包
し
て
い
る
か
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

」
こ
で
本
稿
の
考
察
の
視
点
に
つ
い
て

簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

不
法
行
為
法
の
機
能
を
ど
う
把
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

不
法
行
為
法
は
近
代
法
に
お

誠
告
的
機
能
を
も
に
な
う
も
の
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
過
失
概
念
の
客
観
化
や
無
過
失
責
任
、
危
険
責
任
の
生
成
に
よ
っ
て
二
つ
の
機
能
の
調
和
が
破
れ
、
次
第
に
損
害
損
楠
的
機

能
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
機
能
で
さ
え
、
各
種
の
保
険
制
度
と
交
代
さ
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
な
か
ん
づ

い
て
刑
法
か
ら
は
っ
き
り
と
分
化
し
た
け
れ
ど
も
、

な
お
損
害
填
補
的
機
能
の
ほ
か
に
、

う
に
、

く
不
法
行
為
責
任
と
直
接
に
裏
腹
の
関
連
を
持
つ
責
任
保
険
の
影
響
は
大
き
い
。

不
法
行
為
法
の
機
能
(
特
定
の
責
任
あ
る
加
害
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
基
礎
づ
け
)
と
い
っ
て
も
、

し
た
が
っ
て
従
来
の
伝
統
的
立
場
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

そ
れ
を
単
独
に
取
上

げ
て
論
じ
る
の
は
、
も
は
や
適
切
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
実
質
的
に
、
責
任
保
険
の
も
と
で
、

」
れ
ま
で
不
法
行
為
法
が
に
な
っ

て
い
た
二
つ
の
機
能
を
、
こ
と
に
誠
告
的
機
能
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
今
後
ど
の
よ
う
に

改
革
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
責
任
保
険
か
ら
不
法
行
為
法
を
眺
め
る
と
い

自
動
車
責
任
保
険
を
基
礎
と
す
る
現
在
の
体
系
の
問
題
点
を
よ
り
明
ら
か
に
浮
彫
り
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

う
視
点
の
転
換
は
、

こ
れ
は
、
個
別
的
に
は
、
場
合
に
よ
り
、
災
害
保
険
化
へ
の
道
を
聞
く
こ
と
に
な
り
、

ま
た
、

一
般
的
に
は
、

わ
れ
わ
れ
が
現
在
え
が
い



て
い
る
不
法
行
為
法
に
対
す
る
分
析
の
仕
方
に
変
更
を
迫
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
現
行
制
度
を
検
討
し
た
う
え
で
単
線
型
の
交
通
災
害
保
険
を
基
礎
づ
け
そ
の
基
本
構
造
を
比
較

法
的
に
論
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
災
害
保
険
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
わ
た
く
し
自
身
、

び
補
償
額
の
範
囲
拡
大
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
個
別
的
な
災
害
保
険
化
へ
の
道
が
現
時
点
で
は
好
ま
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

費
用
分
担
の
公
平
お
よ

察
の
対
象
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
で
あ
る
ο

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
不
法
行
為
法
の
改
革
を
最
も
徹
底
さ
せ
た
ヒ
ッ
ベ
ル
の
単
線
型
交
通
災

害
保
険
が
提
一
一
小
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
既
存
の
制
度
と
し
て
も
、
自
動
車
保
有
者
の
特
別
責
任
(
危
険
責
任
)
を
い
ち
早
く
立
法
化
し
判

例
も
数
多
く
集
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
こ
で
は
、
不
法
行
為
法
は
普
通
法
以
来
の
長
い
伝
統
を
保
持
し
て
き
た
。

っ
て
、
本
稿
が
ま
ず
考
察
し
よ
う
と
す
る
現
行
制
度
、
わ
け
て
も
危
険
責
任
の
役
割
や
責
任
保
険
の
発
展
に
よ
る
視
点
の
転
換
が
含
む
諸

問
題
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
章
以
下
の
論
述
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、

ノ
'
-
‘
、
為

1
L
J
h
，刀

適
宜
判

例
を
ま
じ
え
な
が
ら
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
叙
述
し
た
い
と
思
う
。

(2) 

第
二
卒
で
は
、

現
行
制
度
の
批
判
を
保
有
者
責
任
お
よ
び
自
動
車
責
任
保
険
に
則
し
て
考
え
、
災
害
保
険
化
が
提
唱
さ
れ
る
に
い

(1) 

た
っ
た
契
機
と
こ
れ
に
対
す
る
理
論
的
な
反
論
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
以
上
を
手
が
か
り
と
し
て
、

現
行
制
度
は
今
や
不
法
行
為
法
で

自動車事故による損害の補償

は
な
く
責
任
保
険
の
立
場
か
ら
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
章
で
は
、

と
く
に
保
有
者
の
危
険
責
任
の
考
察
を
通
じ
て
不
法
行
為
責
任
(
過
失
責
任
)
の
機
能
的
変
遷
を
把
え
、

の
危
険
責
任
は
責
任
保
険
の
も
と
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
自
体
の
独
自
の
意
義
を
持
ち
え
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

保
有
者

第
二
、
三
章
を
通
じ
て
損
害
補
償
の
た
め
の
災
害
保
険
化
の
位
置
づ
け
と
基
礎
づ
け
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
第
四
章

に
お
い
て
は
、
単
線
型
の
交
通
災
害
保
険
の
基
本
構
造
と
そ
の
展
望
を
比
較
法
的
に
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
将
来
の
事
故
補
償
法
の
行
方
に
い
さ
さ
か
で
も
貢
献
で
き
る
と 考

;jt法24(3・37)455
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自動車事故による損害の補償

(
1
a
)
 

(
1
b
)
 

不
法
行
為
法
の
発
展
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
乾
昭
三
「
不
法
行
為
法
の
発
展
」
(
昭
四
一
)
現
代
法
と
市
民
(
現
代
法
8
〉
二
七
一
頁
以
下
が
あ
る
。

も
っ
と
も
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
予
防
的
効
果
(
制
裁
的
機
能
)
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
特
に
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、

戒
能
通
孝
・
債
権
各
論
(
四
版
)
四
二
二
頁
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
不
法
行
為
は
年
ろ
社
会
的
倫
理
性
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
制
裁
組
織
の

一
部
で
あ
り
、
そ
の
中
核
的
な
観
念
は
違
法
性
若
し
く
は
反
社
会
倫
理
性
と
一
一
日
う
こ
と
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

ω
門
戸
間
]
T
a
g詰
P
吋

Z
ロ
色
宮
崎
山
口
品
目
}
一
色
子
。
ピ
2
0
[
吋

2
F
一
∞
〉
E
-
]
'
n
g
d
℃
円
・
(
一
回
吋
3
・

3
・
ω
u
i
A
一
こ
こ
で
は
民
刑
未

分
化
時
代
は
2
5
宮
己
口
四
回
可
ω
件
。
ョ
に
よ
る
2
5
ω
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
行
本
雅
男
・
不
法
行
為
論
(
増
補
板
昭
四
二
)
一
一
一

頁
以
下
参
照
。

新
し
い
企
業
危
険
に
よ
る
損
害
賠
償
法
の
発
展
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
出
E
g
出
口
P
ロ
吊

F
H仲間
Z
5
0
ι
g
N
2
F
n
r
Z
5
×
H
M
T
E
E
7
5
ι
q
?

?
∞
二
『
J
}
W
Z
2
2
2
m
w
z
a
Z
8
2
2
5
Z
戸
込
町
g
x
・

2
P一戸町

a

戸

-
H
N
2
(
S
m
e
-
一
A
M
M
l
一
ム
コ
な
お
、
我
妻
「
z
a
z
m
g諸
君
主

7
0
三

『
山
口
一
昨
|
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
一
つ
の
無
過
失
責
任
論
」
末
川
還
際
記
念
・
民
事
法
の
諸
問
題
(
昭
二
八
)
。
無
過
失
責
任
に
つ
い
て
わ
が
国
に
も
多

く
の
文
献
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
野
田
「
フ
ラ
ン
ス
の
文
任
保
険
法
付
」
法
協
五
六
巻
一
号
五
頁
以
下
の
み
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お

無
過
失
責
任
と
い
う
一
一
一
同
葉
を
不
用
意
に
使
う
こ
と
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
抵
抗
を
覚
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
伝
統
的
な
過
失
責
任
と

対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
ご
く
普
通
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。

こ
の
労
災
保
険
の
成
立
の
事
情
と
時
期
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
労
災
保
険
法
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
、
経
済
政
策
の
強
い

影
響
の
下
で
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
西
村
健
一
郎
「
ド
イ
ツ
労
働
災
害
補
償
法
の
生
成
に
関
す
る
一
考
察
付
」
民
商
六
五
巻
四
号
五

六
頁
以
下
参
照
。
な
お
〈
m
-
J
戸
出
回
官
官
均
一
-
ム
∞
ロ
・

ω片岡問]RHV『問。=ω。D-。℃・円】丹・同)・九千吋・

野
田
・
前
掲
論
文
一
八
|
一
一
一
頁
。

名
。
可
。
円
切
の
論
文
は
、
不
法
行
為
法
(
責
任
義
務
法
〉
や
責
任
保
険
と
並
ん
で
社
会
保
障
の
役
割
を
本
格
的
に
論
じ
た
初
め
て
の
労
作
で
あ
る
。

C
邑
コ
m
u
吋

Z
ω
一
円
E
d
e
E
5
5
亡
者
口
『

H
，
C
H
Z
l
H
ヨ
宮
与
え
同
コ
E
Eロ
2
0
コ
叫
，
c
ユ
ピ
タ
一
〉
5
・
』

(
U
O
B
甘
「
(
一
回
印
吋
〉
・

3
・
ω
目
ω
|
ω
目
印

西
ト
イ
ツ
で
は
、
危
険
責
任
の
一
般
条
項
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
最
近
の
も
の
と
し

て
、
U
E
Z
円
}
f
p
p
子
O
L
巾
ロ
ロ
仏
関
02No-u同

ι
日
の
広
位
ゲ
己
E
M
間
切
r
p
p
cロ
m
・
〈
雪
印
月
一
回
コ
"
一
口
-

C
Eロ
m
・
0
司
・
門
戸
宅
-
8印
l
ω
芯
・
ω
色
悶
』
三
m
g
ω
m
D
・

S-
門
戸
宅
ム
∞
i会
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説とA.
員RU

(
山
〉
巧

aSWAG--

(
日
)
巧

a
m
p
g
N『
『
・
は
社
会
保
険
者
の
求
償
権
を
除
去
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
な
お
、
呼
応
】
文
明
g
R
P
岳
-nE
右

目

DIE-

(
ロ
)
不
法
行
為
法
と
保
険
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
一
部
の
学
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
未
だ
本
格
的
に
取
上
げ
ら
れ

る
に
い
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
新
し
い
研
究
と
し
て
は
、
平
野
克
明
「
民
事
責
任
と
保
険
制
度
と
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
!
企
業
責
任
究
明
の
一
視
角
」
(
昭
四
二
)
静
岡
大
学
法
経
研
究
一
五
巻
三
号
二
九
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
岡
松
参
太
郎
・
無
過
失
損
害

賠
償
責
任
論
四
九
i
五
O
頁
も
不
法
行
為
責
任
と
損
害
分
担
の
制
度
(
保
険
〉
を
別
個
の
も
の
と
し
て
総
合
的
に
考
察
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
小

町
谷
操
三
「
保
険
制
度
が
民
事
責
任
に
及
ぼ
す
影
響
」
田
中
先
生
還
暦
記
念
・
商
法
の
基
本
問
題
(
昭
二
七
〉
三

O
九
、
一
一
一
一
二
頁
、
野
田
・
前
掲

論
文
六

i
七
頁
、
加
藤
・
不
法
行
為
・
法
律
学
金
集
(
昭
一
二
二
〉
四
三
頁
、
広
中
・
債
権
各
論
講
義
(
昭
四
三
〉
四
一
四
|
四
一
五
真
。
さ
ら
に
、

四
宮
和
夫
「
医
師
の
過
失
責
任
」
増
補
版
判
例
演
習
債
権
法
(
昭
四
八
)
は
、
小
稿
で
は
あ
る
が
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
杉
山
直
次
郎
「
仰
因

不
法
行
為
法
の
中
心
問
題
」
法
協
五
二
巻
一
二
号
一
八
四
頁
以
下
は
、
本
稿
の
テ
l
マ
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
新
し

さ
を
失
な
わ
な
い
記
念
す
べ
き
講
演
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
我
妻
博
土
は
保
険
制
度
に
つ
い
て
す
で
に
、
「
法
律
制
度
全
体
と
し
て
は
社
会
保
険
制

度
の
方
向
に
向
っ
て
進
む
こ
と
あ
る
こ
と
を
謂
い
う
る
の
み
。
不
法
行
為
制
度
の
一
部
と
し
て
観
察
す
べ
き
で
は
な
い
が
結
局
に
お
い
て
そ
の
目
的

を
同
じ
く
す
る
」
(
我
妻
・
新
法
学
金
集
W
債
権
各
論
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
一

O
二
頁
)
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
現
行
の
自
賠
法
に
つ

い
て
も
、
「
国
が
直
接
に
保
険
事
業
を
管
理
し
労
災
保
険
の
よ
う
な
一
種
の
社
会
保
険
と
し
て
何
故
に
悪
い
の
か
」
(
我
妻
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

に
つ
い
て
」
比
較
法
研
究
一
一
一
一
号
一
二
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
牧
野
英
一
・
民
法
の
基
本
問
題
第
三
・
法
律
の
発
達
に
お
け
る
判
例
の
機
能

(
昭
五
)
四
八
六
頁
も
社
会
保
険
制
度
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
な
お
、
現
代
の
不
法
行
為
法
の
役
割
に
つ
い
て
、
〈
四
一
J

「ロ

L
i
m
見
巳
耳
F
U
M

。

N
己
「
戸
口
『
丹
色
。
回
同
V
2
〈印件円。円}戸仲間(一回吋一
)
-
U
N

一
九
七
三
年
三
月
一
九
日
に
東
京
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
ヴ
ア
イ
ヤ
l

ス
(
巧
3
3
)
の

d
芯

司

n
z
z
n
Z
F
E
E
Zロ
m

Zユ出口
E
P
Z
S
J

d
コ
E
-
E
m
g
z
ι
耳

切

E
L日
高
官
豆
矢
口

2
7
n
y
g邑・

N
E
g
E
E品目
w
己
三
円
E
E
m
3
と
い
う
講
演
草
稿
に
お
い
て
は
事
故
損
害
法

(
Cロ
E
-ー

目
『
邑
g
m
3
n
r
c
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
当
3
3
w
出
品
ロ
・
は
西
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
に
よ
る
給
付
を
か
な
り
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
。

災
際
に
は
民
事
責
任
に
は
事
故
予
防
的
効
果
を
そ
れ
ほ
ど
期
待
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
多
く
の
文
献
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
た
と
え
ば
、
ぜ
〈

4
3・
ム
品
目
|
ム
∞
一
一
件
。
一
一

w
H
U
F
S
L
g
町
長
F
Z
N
2
m
ω
Z
E
E
n
y
z
n
Z
3
8
F
E
ω
N
(一回吋
G
L
2
.
ω
件
同
聞
な
お

g
自

P

(
は
)

(
川
門
)

(
日
)
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(山山)

8
・
2
ゲ
官
官
・
山
口
(
印
一
・
わ
が
国
で
も
森
島
「
民
事
責
任
と
交
通
事
政
の
抑
止
」
交
通
法
研
究
第
二
サ
(
現
行
法
制
と
交
通
事
故
の
抑
止
力
)
一
三
ハ

頁
も
、
民
事
責
任
を
事
故
抑
止
め
手
段
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

一
九
六
七
年
、
西
ド
イ
ツ
で
は
事
件
の
増
加
に
よ
る
裁
判
所
の
負
担
に
つ
い
て
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
関
す
る
交
通
事
故
訴
訟
の
実

際
的
機
能
(
一
つ
の
裁
判
所
で
平
均
一

0
・
二
五
ヶ
凡
を
要
す
る
〉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

0
2
E
F
E
L

聞

G

F
〈
q
Z
7
2
5『
相
一
一
。
〈
司
円
。
司
王
d仲

間
5
。円。円
r
u
s
g邸内
Z
F口}戸内

C
ロ件目円
E
口r
zコ悶・
]
N
-
U
吋ω
・∞同町内・

金
沢
理
「
自
動
車
保
険
と
交
通
事
故
の
抑
止
」
交
通
法
研
究
二
号
三
七
頁
は
、
交
通
事
故
抑
止
に
つ
い
て
、
保
険
に
過
大
な
期
待
を
か
け
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
文
献
で
は
、
し
ば
し
ば
、
責
任
を
保
険
保
護
と
置
主
換
え
る
(
巴
え
宮
コ
回
路
E
2
2
3
m
門
戸
三
岳
ぐ
2
2
n一再
E
ロ
寝
間
宮
定
)
と

い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
ド
イ
ツ
で
初
め
て
意
識
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
エ
ツ
サ
ー
で
あ
る
。
も
っ
と
も
エ
ツ
サ

1
自
身

は
、
何
一
口
月
一
t
r
2君包一
NZ口
問
(
出
回
{
8
2口}品
H
Zえ
G
D
H
n
r昨〈
2
2口Z
E
E開
)
と
同
G一一
σ
r
t〈同町旬開口口問仏
2

C
口
四
一
止
口
町
(
〈
司
丘
町
Z
2
口
町
)
と
を
対
置

さ
せ
、
両
者
が
内
容
的
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
責
任
と
保
険
と
の
完
全
な
同
一
化
に
は
反
対
し
て
い
る
。
開
ω自
?
の
E
E
l

]民間
g
E
H
L
開口
7
1口
E
巳
門
戸
間
仏
角
川
『
の
丸
紅
ケ
三
戸
コ
四
佐
川
凶
『
宮
口
問
・
叫

J
E
M〈
q
m
C
M
L
R
Z
〉
c
p
呂田
U
w

〈
Q
2
5
ュ-MMluF
一日
O

『『
J
-
N
Kえ・

-
U
一同・

〈
-
E石田
uofω
の

E
L
S
E
E吃
巴
円
}
H
r
2
〈
R
E
y
a
g
E
}
-
p
↓
回
目
∞
は
こ
の
同
一
化
を
け
的
と
し
た
改
革
提
案
で
あ
る
。
な
お
、
〈
間
}
=
出
E
d
E
Y

U
古
〈
2
Z戸
一
戸
口
問
母
円

ωnym包
2
2
ω

問。
h
R
Y
円
一
片
「
ヨ
烈
日
{
丹
一
回
目
o
h
ω
完

m
-
z
m
k
Eコ向指
E
a
N
Z口問

ι
己
nr
〈
耳
目
F

円}百円己=岡田切口
y
c
c
-
N
Z
m
-
一ω

(一甲山
O
〉司回印『『・

責
任
保
険
の
止
揚
(
災
害
保
険
化
)
に
つ
い
て
は
伊
沢
孝
平
教
授
の
三
部
作
が
基
際
的
文
献
で
あ
る
。
「
責
任
保
険
の
発
展
と
過
失
の
付
保
」
法
学
二

O
巻
四
号
、
「
責
任
保
険
の
発
展
と
被
害
者
の
保
護
」
法
学
二
二
巻
一
H

リ
、
「
支
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
止
揚
l
損
害
賠
償
の
社
会
化
i
」
我
妻
先
生
還

暦
記
念
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
中
(
昭
三
一
二
三
な
お
、
災
害
保
険
化
へ
の
移
行
の
際
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
法
律
問
題
に
つ
い
て
、
我
妻
「
自
動
車

損
害
賠
償
保
障
法
に
つ
い
て
」
比
較
法
研
究
一
三
号
二
三

l
二
五
氏
参
照
。
と
こ
ろ
で
、
特
定
の
災
害
保
険
か
ま
た
は
社
会
保
障
か
と
い
う
選
択

は
、
不
法
行
為
法
の
改
革
を
事
故
類
型
(
自
動
車
、
航
空
機
、
船
舶
、
原
子
力
な
ど
)
ご
と
に
検
討
す
る
か
、
ま
た
は
事
故
の
種
類
〈
人
損
、
物
損

な
ど
)
ご
と
に
お
こ
な
う
か
、
と
い
う
議
論
の
出
発
点
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
口
戸
呼
応
守
お
き
話
口
・

8
巳
丹
宅
芯
|
印
0

・

吋
ロ
コ
♂
吋
E
R
K
〉門口正
g
件
。
c
B官
盟
国
向
江
CDhHk日々

ω口
牛
可
円
。
回
以
富
山
一
回
、
円
三
耳
ロ
mwtGDP-
何
ロ
ミ
ロ
E
C円出品
5

0向
。
。
吉
田
区
g
t〈
m
F
E
F
ぐ
G一-
M
F

吋
D
H
p
n
E
1
2
一
?
は
脱
稿
当
時
公
句
。
・
吋
)
ま
で
の
状
況
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
た
優
れ
た
論
稿
で
あ
る
。
タ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
自

~Ut24(3 ・ 41)459 
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(
引
)

(
泣
)

動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
は
、
討
画
経
済
凶
以
外
の
皮
業
凶
家
お
よ
び
発
峡
途
上
凶
に
お
い
て
今
や
、
法
律
家
が
直
面
し
て
い
る
最
も
重
要
な
法
律

問
題
で
あ
る
。
↓
5
F
ω
2
・
m
2目

ィ町一ニゼ〈。可伶片山山噌ム吋同『・

〈
-
E阿
部
司
一
-
ω
l
M
品
・

1

『
5
P
∞
!
ω
口
な
お
、
野
間
「
自
動
中
責
任
立
法
の
比
絞
法
的
素
描
」
杉
山
教
援
還
暦
祝
賀
論
文
集
(
昭
一
七
〉
、
同

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
動
車
。
交
通
法
の
改
正
と
義
務
保
険
制
度
の
創
設
」
法
協
五
八
巻
一
二
川
ソ
、
山
田
此
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
動
車
責
任
」
比
較

法
研
究
二
二
号
。

の
『
・
2
3
2
2
m
-
C
℃
円
貯
寸
志
-
Z
ω
M
l
一
念
品
、
一
全
i
王町田・

京
任
保
険
の
成
立
事
情
を
考
え
る
な
ら
ば
(
責
任
保
険
は
原
則
的
に
は
加
弁
者
の
防
衛
手
段
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
)
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
の

泌
長
は
時
間
の
川
辺
で
も
あ
っ
た
。
州
内
Z
Z
F
E
R
E
同
『
3
2
H，E
E
口
〉
η
E
L
S
F
E
ぐ
2
2
ユ
ロ
向
古
岳
』
戸
広
三
日
i
列
。
『
2
5
5四

P
H
S常

「P
J
〈i
(

一山町田)噛一日市山・

〈間一
-
tぐ
3
3
ム
お
ロ
・
〈
巨
石
巾
7
ω
!
士
、
芯
ご
吋
E
F
S
!
日
・

史
認
と
ぬ
3
2
p
c
勺
円
』
ケ
℃
印
ケ
ロ
〈
N
一
)
J
J
P
コ
門
司
印

Ais-

た
と
え
ば
、
金
沢
理
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
制
度
の
改
仙
台
・
強
化
と
そ
の
限
界
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
ニ
サ
三
五
京
以
下
、
同
「
強
制
保
険
の
諮
問

題
」
交
通
法
研
究
創
刊
サ
(
交
通
問
題
の
現
状
と
課
題
〉
六
九
兵
以
十
、
田
村
正
義
「
版
行
確
保
の
立
法
論
的
方
向
」
ン
ュ
リ
ス
ト
四
六
二
号
四
一

以
な
ど
参
照
。
な
お
、
一
九
七
三
年
五
月
の
比
較
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
「
自
動
半
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
」
と
い
う
テ

i

マ
の
も
と

に
、
主
要
な
各
国
の
改
革
提
案
と
そ
の
問
題
点
が
紹
介
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
法
を
山
崎
合
川
崎
一
郎
教
授
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
金
沢
理
教
授
、
イ
ギ
リ
ス
訟
を

菅
原
勝
伴
教
援
、
日
本
法
を
石
町
満
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
法
は
筆
者
が
受
持
ち
、
五
十
嵐
清
教
授
が
総
括
さ
れ
た
。

T
E
a
-
吋
7
0
の
c
-
c
E
E
回
∞
吉
《
凶
可
申
『
(
リ
O
B
u
g
s
t
o
u
F
円
〉
C
件
。
同
】
d
o
r
-
-
σ
〉
R
E
S
件
以
一
〉
=
E
出
口
切
手
品
目
L
(
U
E
-
一
2四
P
目
白
(
リ
乙
F
H
N
2
・

(
-
u
一山由一
)

w

品。∞巾門出。』』・

吋，

F2・
ωCIg-

H
W
F
S
N当
2
F
t
m，
c
一
一
〉
E
3
門
口
ω
広
門
戸
口
円
m
F
吋
丹
「
命
吋
昌
{
ご
口
〈
W
E
E
-
〉
〈
9
7
5
Z
ミ
n
q
E同国
2
5
2
0
D
E
S
-
A
お
の
∞
]
に
・
「
閉
山
ぬ
〈
・

(
-
u
日
印
)
一

!
ム
∞
な
お
、
伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
止
揚
l
加
害
賠
償
の
社
会
化
!
」
我
妥
先
生
還
附
記
念
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
中
、
我
妻
「
自

動
車
出
害
賠
償
保
障
法
に
つ
い
て
」
比
較
法
研
究
一
一
一
一
円
ひ
な
ど
参
照
。

北法24(3・42)46G

(
お
)

(
刊
日
〉

(
お
)

(
m
m
)
 

(
幻
)

(
お
)

(
勾
)

(
叩
)



自動車事故による抗容の補償(1)

(
引
)

町内
2門

Q
F
H
N・開

¥
0・hGHS己
ア
〕
-
∞
g
-
P
9
2円片岡
G
M
M
F「
立
見
吋
門
戸
宗
門
〈
凶
ntヨ
・
〉
∞
一
戸
吊
同
三
己
同
町
号
片
岡
山
m
L
2
2
5加
〉
己
G
E
O
E
F
F
E
E
D
2

(
一
∞
町
印
)
な
お
、
藤
倉
時
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
動
車
事
故
被
害
者
の
「
基
本
補
償

L
lキ
1
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
改
革
案
の
紹
介
」
判
タ

二
二
七
M
V

二ハ
A

良
以
下
、
道
田
信
一
郎
「
現
行
の
自
動
車
保
険
制
度
に
代
ら
ん
と
す
る
基
本
補
償
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
京
都
セ
ミ
ナ
ー
」
商
事
法

務
研
究
四
六
四
号
七
長
以
下
、
古
銭
哲
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
動
卓
事
故
の
被
得
者
補
償
に
関
す
る
研
究
l
キ
l
ト
ン
・
プ
ラ
ン
と
裁
判
遅
延
」

同
法
一
二
四
号
、
金
原
光
蔵
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
動
市
事
故
の
煩
室
内
補
償
に
関
す
る
一
考
察
l
p
c『E
開ハ

2
Z
D
の
見
解
を
中
心
に
」
名
学
大
論

集
社
会
科
学
制
八
巻
三
号
、
宮
川
光
治
「
自
動
車
被
害
者
の
救
済
と
不
法
行
為
訴
訟
」
名
大
法
政
論
集
三
七
、
三
八
日
す
な
ど
参
照
。
。
2
5
E
∞
g
r

再
三

2

8
貝

2
Z
D
E
L
。

w

の
3
5一-
L
ω
Cの円
t
p
戸
初
(
一
回
目
白
)

v

若
手
ω
M
l一
会
一
は
こ
の
毒
物
を
、
発
表
さ
れ
た
当
時
の
一

0
年
間
に

お
け
る
最
も
重
要
な
法
律
事
一
同
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

H
，

E
P
C
m弘
2
2同
士
吉
正

R
開問《円三凶旬。

ιJMロ
こ

2
5
-
2
門戸
R
E
g
t
斥
一
P
E
E
L
さ
cロ
(
一
∞
mm)
一吋
E
E
n
〉
S
Lゆ口同(リ
2
d
d
2
2
5
=

5
?
2
2
1同
Z
P
2岳
民
亡
君

E
L
m凶(リ
G己
3
5
2乙

p
q古《
V
E
-
-
g
Z
R〈
「
閉
山
2
・
(
一
回
目
印
¥
町
田
)
一
品
o
u
l一お
ω・
な
お
、
金
、
沢
理
「
フ
ラ

ン
ス
の
自
動
車
保
障
法
案
に
つ
い
て
」
損
警
保
険
研
究
三

O
冶
一
り
一
六
五
点
、
川
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
義
務
的
自
動
車
責
任
保
険
法
改
正
の
動

向
」
判
タ
二
五
三
号
二
五
長
以
下
、
ア
ン
ド
レ
-
F
γ
ク
・
山
口
俊
夫
副
「
フ
ラ
ン
ス
の
交
通
災
符
に
閲
す
る
法
律
の
草
案
」
立
教
法
学
八
サ
一
八

三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

ω作。一一
L
P
O
-
-
M句
l
N∞∞・

∞件
G一一
w
ω
-
P
0
.
‘同∞
m
R
n『・、吋戸】門戸口・同

4

3

{

{

戸
内
〉
月
三
命
円
以
件
。
c
E℃
E
H
E
t
-
=
5
Hり
E
R角
川
一
吋
-
戸
内
匂
活
再
ロ
片
岡
、
mW4mwコ
ι
戸
。
。
コ
可
申
〈
命
『
己
主
で
3
官。出向山

}

u

g
出
ミ
〈
・
「

-mo〈
・
(
一
回
目
印
¥
自
由
)
凶
宅
・
↓
ム
口
出
l
一品一
0

・
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
保
険
料
と
、
災
申
一
川
保
険
化
は
無
責
任
を
如
く
と
い
う
こ
と
に
議

論
が
集
中
し
た
。

バ
日
原
勝
伴
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
動
車
事
故
補
償
体
制
の
改
革
必
議

i
社
会
保
陣
化
提
案
へ
の
途
と
論
争
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
七
巻
一
号

二

τ叫
員
以
下
参
照
。

片
言
〉
3
ι
2
C
3
E
E
-
-ロ
〉
円
丹
一
回
吋
日
立
-
p
c
F
3
t弓

2
2
2温

(UGコ
6
B
E
E
S
E
F門
問
中
口
良
二
コ
」
ロ
ミ
・
〉

H
U
2
3
『C

ニ
z

h
2
5
5口
亡
者

E
Z
O耳

N
E
F
E
-
N↓
〉
E-

』

e
o
w
E円y
円、(一回吋
ω)
召
'
一
1
2
主・

以
上
の
諸
論
文
の
尿
題
に
つ
い
て
は
、
※
参
照
。
な
お
、
五
十
嵐
清
「
交
通
事
故
の
損
得
補
償
に
つ
い
て
の
一
つ
の
提
案
」
判
タ
一
一
三
六
乃
六
九
瓦

以
下
参
照
。
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説
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(
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(犯〉
(
初
)

(
引
〉

〈「可。可。】寸
mr
四
品

ω
ロ・

〈
-
E向者。
7
2

に
よ
れ
ば
、
道
路
交
通
の
事
故
危
険
は
自
動
車
運
転
者
の
領
域
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
、
H
A
S
P
F
ω

弘

2
2怠
S
E
ま
戸
会
l
ぉ・

も
同
旨
。
も
っ
と
も

ω
Z一
ア
ω
F
0
・

8
一
は
、
こ
の
説
明
を
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
キ
l
ト
ン
・
オ
コ
ン
ネ
ル
は
、

5
0
2ユ
コ
四
谷

E
E
宮
可
戸

Z
Z可
を
基
本
補
償
案
の
基
礎
理
念
と
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
者
の
給
付

は
交
通
災
害
保
険
を
免
資
す
る
と
し
て
い
る
。
貝

Z
Eミ
0
・ゎ

8
5
z
w
M吋
∞
・
も
っ
と
も
宅
2
2
m
m台
、
宝
ω
・
は
、
交
通
事
故
被
害
者
を
他
の
事

故
被
害
者
よ
り
有
利
に
取
扱
う
理
由
は
な
い
と
し
て
交
通
災
害
保
険
化
に
反
対
し
て
い
る
。
な
お
、
ヒ
ツ
ベ
ル
の
一
九
七
三
・
四
・
一
八
付
筆
者
宛

の
私
信
に
よ
れ
ば
、
交
通
被
害
者
が
そ
れ
相
応
に
補
償
さ
れ
、
か
っ
、
公
平
な
負
担
分
配
と
い
う
観
点
が
考
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
交
通
被
害
者
の
補
償
が

社
会
保
障
の
体
系
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
〈
四
一
J

〈
回
一
何
者
m
f

回
日
官
官

R
E
D
m
gロ
ゼ
〈

3
3・
8
F
F岳
N

(一回吋
N
)

・N
O
O
-

た
だ
し
刑
事
裁
判
官
介
入
の
疑
問
に
つ
い
て
、
〈
也
、

ω
z
z
w
p
p
o
-
-
N
ω
N
F
.
ω
呂

ド
イ
ツ
で
は
こ
う
い
う
場
合
、
自
動
車
非
利
用
の
交
通
関
与
者

2
q
z片
Z
5
0仲
2
E
2同
ぬ

ぐ

2
r
r
a
E
Z乙
5
2
)
と
い
う
言
葉
が
よ
く
用
い
ら

れ
る
。

円『・寸
z
z
p
寸
E
R
W
〉

2
E
g仲

(υDE同河口
m
m
w同

5
D
E
明『山口円。
e

吋
旧
民
日
〈

'
r
F
(一回目白
)

w

一お一
U

〈・広岡勺』)己
-

M

吋
ロ
・
回
〔
〕
『
・
ヒ
ツ
ベ
ル
に
よ

れ
ば
、
少
し
ば
か
り
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
老
い
た
歩
行
者
や
日
暮
れ
に
な
っ
て
も
照
明
を
つ
け
な
い
ま
ま
道
路
で
雌
牛
を
追
い
た
て
て
い
る
農
業
補

助
労
働
者
、
方
向
変
-
史
を
示
す
の
が
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
た
自
転
車
利
用
者
な
ど
は
、
死
亡
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
被
害
者
の
遺
族
に
終
身
年
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
被
用
者
、
責
任
無
能
力
者
ま
た
は
動
物
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
損
害
に
対
す
る
責
任
〈
使
用
者
責
任

な
と
)
も
ま
た
現
代
交
通
の
発
展
の
結
果
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
〈
巴
G
B
f
N吋・

〈
-E6-vmYN∞
〔
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
損
害
賠
償
法
改
革
の
た
め
の
参
事
官
草
案
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
完
全
賠
償
の
原
理
は
、
現
代
の
交
通
及
び

経
済
の
多
様
で
錯
綜
と
し
た
事
故
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い

o
m弘
司

B
Z
5三
宅
口
円
ア
}
ド
国

-ω
・

ド
イ
ツ
で
は
交
通
安
全
義
務
(
〈

2
z
r
g
E
5
5四
muE口
乞
)
者
と
い
う
一
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
自
動
車
事
故
の
発
生
は
運
転
者
個
人
よ
り

も
む
し
ろ
客
観
的
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
(
え
・
吋

5
P
ム

l
印
〉
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
道
路
管
理
者
の
役
割
は
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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自動車事故による拐、害の補償

(

日
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Z
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g
m
ω
z
p
c口
問
・
一
回
ご
w

∞
・
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
根
本
的
改
革
の
必
要
性
は
、
お
そ
ら
く
、
今
な
お
過

失

(
Z
m
z
m
g
nろ
を
基
礎
と
す
る
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
強
く
感
じ
ら
れ
な
い
と
す
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
新
立
法
に
つ
い
て
、
。

S
F
a
者

-
m・
3
Z
F
a
i門
司
・

ω

は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

よ
り
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

戸
内
詰
ヨ
5
2
2・
F
P
C
-
w
∞
・
に
よ
れ
ば
、
将
来
は
災
害
保
険
に
よ
る
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
実
現
は
も
っ
と
先
の
こ

と
で
あ
り
、
何
よ
り
も
そ
れ
は
政
治
的
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

〈間一
-

J

そ
3
2
p
m品
目
『
「
戸
。
自
E
S
R
R
P
P
。
-w

∞
『
・
ケ
メ
ラ
l
は
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
強
制
責
任
保
険
に
よ
る
最
低
填
補
額
が
比
較

的
に
向
く
、
し
か
も
当
座
の
費
用
は
各
種
の
社
会
保
険
に
よ
る
給
付
で
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

〈間
f
岡山民同
N
-
Eえ
宮
口
問
問
F
F
H
σ
2
3門

戸

2
0
のぬ

F
F
〉
口
甘
一
吋
Q

(

一山吋口)・一
ω
『
・
我
妻
・
前
掲
論
文
・
比
較
法
研
究
一
一
一
一
号
一
一
一
一
一
l
l
二
五
頁
は
い
う
。

責
任
保
険
は
不
徹
底
な
無
過
失
責
任
の
保
険
化
で
あ
る
。
こ
れ
を
賠
償
作
用
に
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
災
害
保
険
に
お
も
む
く
。
そ

し
て
誠
告
的
作
用
の
た
め
に
は
不
法
行
為
罰
(
ぎ
ユ
ご
ロ
②
と
い
う
別
な
制
度
を
同
時
に
採
用
す
る
。
し
か
し
損
害
賠
償
の
同
的
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
分
離
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
踏
み
切
れ
な
い
も
の
が
残
る
。
こ
の
間
題
は
結
局
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
半
を
刑
法
理
論
に
よ
る
不
法
行

為
罰
に
ま
か
せ
る
こ
と
の
是
非
に
帰
着
す
る
が
、
そ
の
飛
躍
に
は
容
易
に
つ
い
て
い
け
な
い
。

不
法
行
為
法
の
役
割
の
変
遷
に
つ
い
て
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
金
原
光
蔵
「
わ
が
国
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
論
の
動
向
に
つ
い
て
」
同
志

社
法
学
四
五
号
(
昭
一
一
一
一
一
一
)
一
四
一
頁
以
下
、
藤
倉
姶
一
郎
「
不
法
行
為
責
任
の
展
開

l
煩
中
背
負
担
理
論
に
か
ん
す
る
一
考
察

l
」
同
一

O
七
号

(
昭
四
三
)
一
頁
以
下
、
平
野
克
明
「
損
害
賠
償
原
理
に
関
す
る
一
考
察
付
件
同
完
」
静
岡
大
学
産
業
と
科
学
一
五
号
、
同
法
経
研
究
一
五
巻
一
号

一
八
巻
二
号
(
昭
四
四
〉
な
ど
参
照
。

(

円

引

)

(

川

崎

)

(
川
刊
)

(
印
〉

〈
引
)

第
二
章

西

ド

イ

ツ

現

行

制

度

の

問

題

点

と

そ

の

改

革
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序

l
問
題
の
指
摘

ま
ず
、

ド
イ
ツ
の
自
動
車
責
任
法
の
基
本
構
造
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
構
造
は
わ
が
自
賠
法
と
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
る
。

自



liJ1 

動
車
の
保
有
者
は
早
く
も
一
九

O
九
年
の
「
自
動
車
交
通
法
」

に
よ
っ
て
民
法
典
に
よ
る
通
常
の
不
法
行
為
責
任
と
は
呉
な
る
重
い
責
任

一
九
三
九
年
に
は

「
rH動
車
保
有
者
の
義
務
保
険
施
行
お
よ
び
自
動
車
交
通
法
な
ら
び
に
保
険
契
約
法
変

ヲL>-
H問

を
負
わ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

更
の
た
め
の
法
律
」
で
義
務
的
自
動
車
責
任
保
険
の
締
結
義
務
者
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

」
の
構
造
を
被
害
者
側
の
立
場
か
ら
み

る
と
、
責
任
保
険
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
保
有
者
責
任
が
認
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

被
害
者
は
責
任
保
険
に
よ
る
填
補
を

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
保
有
者
の
責
任
の
有
無
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
被
害
者
に
保
険
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
た
め
に
、

保
有
者
の
責
任
を
保
険
保
護
と
置
換
え
よ
う
と
す
る
構
想
が
生
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
考
え
が
提
唱
さ
れ
た
背
後
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
の
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
責
任
保
険
は
法

的
に
は
、
担
害
賠
償
責
任
を
填
補
す
る
保
険
で
あ
る
た
め
に
、
沿
革
的
に
も
ま
た
建
前
と
し
て
も
原
則
と
し
て
加
害
者
の
白
己
防
衛
の
た
め

の
保
険
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
責
任
保
険
こ
と
に
自
動
車
責
任
保
険
は
そ
の
後
非
常
な
発
展
を
遂
げ
た
結
果
、
実
際
に
は
既
に
、

被
害
当
の

た
め
の
保
険
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
的
な
形
式
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
責
任
保
険
で
あ
る
が

た
め
に
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
が
生
ず
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、

現
行
制
度
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
保
有
者
責
任
と

自
動
車
責
任
保
険
と
が
今
日
ど
う
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
を
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(!) 
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街
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一
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ω
U

保
有
者
責
任
の
内
符

川
W
(
イ
)

さ
て
、
戦
後
一
九
五
二
年
の
道
路
交
通
法
七
条

3
q由
民

m
E
2
r
r
品
2
2
N
)
に
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
保
有
者
責
任
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は
、
ド
イ
ツ
で
は
い
わ
ゆ
る
危
険
責
任
と
い
う
概
念
の
も
と
に
統
一
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、

責
任
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
般
法
で
あ
る
民
法
に
よ
る
通
常
の
不
法
行
為
責
任
と
は
異
な
る
特
別
責
任
で
あ
る
、

〔

1
a
v
(
2
)

点
を
除
い
て
は
、
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ら
指
摘
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
危
険

と
い
う

」
の
特
別
責
任
で
あ
る
こ
と
の
性
格
は
次
の
二
っ
か

一
つ
は
填
補
範
囲
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
現
行
法
に
よ
れ
ば
保
有
者
責
任
に
は
最

高
額
の
制
限
が
あ
り
、

し
か
も
慰
謝
料
も
填
補
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

法
で
は
、

こ
の
最
高
額
は
次
第
に
拡
張
さ
れ
一
九
六
五
年
の
改
正

(av門

4
〉

一
事
故
に
つ
き
人
損
二
五
万
マ
ル
ク
、
物
損
五
万
マ
ル
ク
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
他
の
一
つ
の
特
色
は
、
保
存
者
責
任
の
法
的
構
成
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
保
有
者
責
任
は
通
常
の
過
失
責
任
と
は

霊
に
離
反
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
保
有
者
は
自
動
車
の
運
行
に
さ
い
し
て
生
じ
た
事
故
が
、

車
両
の
性
質
上
の
欠
陥
〈
た

と
え
ば
傷
つ
き
ゃ
す
い
車
輸
の
パ
ン
ク
)
ま
た
は
、
機
能
の
障
碍
(
た
と
え
ば
ブ
レ
ー
キ
が
き
か
な
く
な
っ
た
こ
と
)

に
基
づ
く
場
合
に

は
無
条
件
に
責
任
を
負
う
。
こ
れ
は
純
粋
の
危
険
責
任
と
い
わ
れ
る
ο

第
二
に
、

さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
事
故
が
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
、

1
1
、

化
立

」
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
保
有
者
が
免
責

つ
ま
り
事
故
が
被
害
者
ま
た
は
運
行
に
従
事
し
な
い
第
三
者

)
 

l
 

(
 

ま
た
は
動
物
の
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も

保
有
者
お
よ
び
運
転
者
が
そ
の
事
故
の
事
情
に
応
じ
て
要
求
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
注
意

自動車事故による損害の補償

義
務
を
払
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
て
い
る
ο

そ
し
て
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
は
、

通
常
の
過
失
責

こ
の
意
味
の
保
ぃ
何
者
責
任
は
強
化
さ
れ
た
過
失
責
任
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

任
の
そ
れ
と
呉
な
る
厳
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

(

ロ

)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
保
有
者
責
任
の
範
囲
は
判
例
に
よ
り
次
第
に
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
五
九
年
、
連
邦
裁
判
所
は
、
モ
ー
タ
ー
の

(
7
)
 

故
障
の
た
め
に
道
路
の
車
道
区
分
に
お
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
自
動
車
が
原
因
で
生
じ
た
事
故
に
つ
き
、

は
な
に
よ
り
も
「
運
行
に
さ
い
し
て
生
じ
た
事
故
」
の
内
容
の
変
化
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

保
有
者
責
任
を
肯
定
す
る

に
い
た
っ
た
。
こ
の
判
決
は
運
行
を
機
械
的
で
は
な
く
交
通
技
術
的
に
斑
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

」
こ
に
は
道
路
交
通
に
お

そ
れ

Jti.ム;24(3・47)465
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け
る
自
動
車
に
対
す
る
考
え
方
の
質
的
変
容
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
今
や
、

つ
典
型
的
な
危
険
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

自
動
車
そ
れ
自
体
が
、
重
大
か

21.込
fiffU 

保
有
者
責
任
の
免
責
を
制
限
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
五
七
年
に
連
邦
裁
判
所
は
、
運
転
中
に
意
識
喪
失
に
陥
っ
た

こ
と
か
ら
生
じ
た
事
故
に
つ
き
、
保
有
者
責
任
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
に
つ
き
、

さ
て
、
自
動
車
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
当
然
に
、

す
な
わ
ち
、
純
粋
の
危
険
責
任
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば

そ
こ
で
要
求
さ

れ
る
注
意
義
務
が
い
か
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
連
邦
裁
判
所
の
判
決
(
切
の

Z
E
E
-
∞
-
E
一〈巾同国向山

E
E
ゆ
ゴ
吋
)

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
交
差
点
の
中
間
点
を
過
、
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
意
図
を
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
突
然
先
行
の
自
転
車
が
左
折
し
た
た

め
に
事
故
が
発
生
し
た
際
、
こ
れ
を
追
越
そ
う
と
し
て
い
た
自
動
車
運
転
者
の
責
任
に
つ
い
て
判
旨
は
い
う
。

す
な
わ
ち
↓
具
体
的
な
交
通
事
情
の
も
と
で
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
注
意
義
務
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

っ
た
事
故
原
因
も
作
用
を
お
こ
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
す
で
に
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
は
否
定
さ
れ
る
」

そ
れ
自
体
は
予
見
し
え
な
か

と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

(

ハ

)

以
上
の
概
観
が
一
万
す
よ
う
に
、
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
に
つ
い
て
の
判
旨
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、

保
有
者
が

免
責
さ
れ
る
場
合
は
非
常
に
稀
で
あ
る
、
と
一
応
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、

責
任
が
部
分
的
に
は
、
強
化
さ
れ
た
過
失
責
任
と
い
わ
れ
る
も
の
か
ら
成
立
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
よ
う
が
な
い
。

保
有
者

」
れ
は
ま
さ
に

本
質
的
に
は
過
失
責
任
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被
害
者
か
ら
見
れ
ば
、

で
き
な
い
。
事
実
、
そ
う
い
う
判
例
、

過
失
が
証
明
さ
れ
え
な
い
か
ぎ
り
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は

つ
ま
り
保
有
者
の
免
責
を
認
め
た
判
例
は
最
近
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

μ
。

」
れ
は
い
わ

ば
保
有
者
責
任
の
内
在
的
限
界
で
あ
る
。

ω(イ
)

と
こ
ろ
で
保
有
者
責
任
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
在
的
限
界
の
ほ
か
に
、
い
わ
ば
政
策
的
な
理
由
に
基
づ
く
、
人
的
ま
た
は
物

~t法24(3 ・ 48)466



的
な
補
償
範
囲
額
の
制
限
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
生
じ
る
請
求
権
の
欠
如
も
判
例
や
立
法
上
の
改
革
に
よ
り
次
第
に
埋
め
ら
れ
て
き
て
は
い

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
被
害
者
が
保
護
さ
れ
な
い
場
合
は
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
主
要
な
も

の
の
問
題
状
況
を
こ
こ
で
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(

世

)

無
断
運
転
の
場
合

ま
ず
、
無
断
運
転
が
な
さ
れ
た
場
合
の
保
有
者
の
免
責
の
問
題
が
あ
る
。

道
路
交
通
法
上
の
危
険
責
任
の
主
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
自

動
車
の
保
有
者
で
あ
る
が
、
保
有
者
に
重
い
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

保
有
者
の

自
動
車
、
が
第
三
者
に
無
断
で
運
転
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
無
断
運
転
が
な
さ
れ
た
場
合
の
免
責
は
、
自
動
車
に
お
い
て
は
所
有
〈
保

有
)
と
現
実
の
使
用
と
が
分
離
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、

他
の
危
険
責
任
に
み
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
c

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
無
断
運
転
が
な
さ
れ
た
場
合
の
免
責
は
、

所
有
者
や
保
有
者
に
特
別
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
ほ
と
ん

ど
の
闘
で
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
被
害
者
側
か
ら
み
れ
ば
そ
こ
に
は
重
大
な
保
護
の
欠
如
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の

)
 

-(
 

で
、
比
較
法
的
に
み
て
も
こ
の
よ
う
な
規
定
そ
の
も
の
は
次
第
に
不
合
理
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
し
て
、
自
動
車
保
有
者
は
危
険
な
道
具
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

す
る
危
険
の
理
念
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
由

そ
こ
か
ら
生
ず
る
損
害
負
担
の
危
険
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と

自動車事故による損害の補償

さ
ら
に
、
保
有
者
は
責
任
保
険
を
締
結
し
て
い
る
の
で
、
保
有
者
の
責
任
を
認
め

て
も
過
度
の
負
担
を
し
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
保
有
者
が
免
責
さ
れ
る
範
囲
は
次
第
に
狭
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
路
交
通
法
七
条
三
項
に
よ
れ

ば
、
自
動
車
が
保
有
者
の
「
了
知
お
よ
び
同
意
な
し
に

(
0
7
5
司
2
巾
ロ
ロ
ロ
仏
当

E
g
)」
運
行
に
関
係
の
な
い
第
三
者
に
よ
っ
て
利
用

さ
れ
、
そ
の
さ
い
自
動
車
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
保
有
者
に
か
わ
っ
て
そ
の
無
断
運
転
者
が
責
任
を
負
う
。

し
か
し
、
そ
の
さ
い
、

保
有
者
が
過
失
に
よ
っ
て
自
動
車
の
無
権
限
利
用
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

保
有
者
自
身
も
責
任
を
免
れ
え
な
い
。
さ
ら
に
、
立
法

北法24(3・49)467
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上
の
い
く
度
か
の
議
論
を
経
て
、
そ
の
利
用
者
が
保
有
者
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
か
、

ま
た
は
自
動
車
を
委
託
さ
れ
て
い
た
場
合
に

も
保
有
者
は
免
責
さ
れ
え
な
い
、
こ
と
に
な
っ
た
。

~A 
R制

無
断
運
転
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
で
き
る
だ
け
被
害
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
趣
旨

無
権
限
運
転
者
も
被
保
険
者
の
範
囲
に
組
み
い
れ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
判
例
も
こ
の
よ
う

な
進
展
を
ふ
ま
え
て
、
法
文
の
そ
の
ま
ま
の
意
を
離
れ
て
保
有
者
責
任
の
拡
大
に
つ
と
め
て
い
れ
v

は
保
険
法
に
も
反
映
し
て
、

や
が
て
、

(

ハ

)

被
害
者
の
範
囲

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
同
乗
者
と
運
転
者
自
身
の
保
護
で
あ
る
。
ま
ず
同
乗
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

」
こ
に
も
著
し
い
考
え
方
の
変

選
が
見
ら
れ
る
。
自
動
車
が
普
及
し
て
い
な
い
当
初
に
お
い
て
は
、

自
動
車
責
任
法
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
自
動
車
非
利
用
の
第
三
者
を
自

動
車
事
故
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。

し
か
し
や
が
て
こ
の
同
乗
者
を
い
か
に
保
護
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と

が
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
各
国
の
最
も
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

」
の
目
的
も
い
ま
だ

十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
無
償
の
同
乗
者
ま
た
は
有
償
で
は
あ
る
が
営
業
と
し
て

運
送
さ
れ
て
い
な
い
者
に

(
m
g与
民
吉
凶
器
F
m
N
)

道
路
交
通
法
に
よ
る
保
護
は
排
斥
さ
れ
て
い
る
お
∞
出

ω
E
N
H
T〈
の
)
。
し
か
も
判
例
に
よ
る
と
、

し
て
ゆ
る
や
か
に
認
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
道
路
交
通
法
に
よ
る
保
護
を
う
け
な
い
者
も
、

は

営
業
と
し
て
の
運
送
も
決

い
わ
ゆ
る
好
意

同
一
衆
(
の
丸
山
-
-
F
m
w
m
F
Z
F
7
3
)
の
問
題
も
含
め
て
、
過
失
責
任
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
各

国
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
構
成
の
操
作
に
苦
心
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
過
失
責
任
に
よ
る
保
護
も
、
す
で
に
各
国
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
ば
あ
い
に
享
受
し
う
る
と
い
う
の
で
は
な
い
(
た
と
え
ば
、
責
任
特
権
に
よ
る
保
護
の
欠
如
)
。
そ
の
う
え
こ

こ
に
は
な
に
よ
り
も
過
失
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。

し
か
し
、
自
動
車
は
今
日
一
般
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

交
通
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
同
乗
者
を
そ
の
他
の
被
害
者
と

北法24(3・50)468



別
様
に
取
扱
う
こ
と
は
も
は
や
正
当
な
こ
と
で
は
な
い
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
同
乗
者
の
保
護
が
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
の

は
、
保
有
者
の
保
険
料
負
担
が
不
当
に
上
昇
す
る
と
い
う
憂
慮
に
も
と
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
将
o

し
た
が
っ

て
、
同
乗
者
は
あ
ら
ゆ
る
ば
あ
い
に
危
険
責
任
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
い
と
す
る
立
法
論
は
十
分
う
な
づ
け
る
も
の
で
あ

る
「
比
較
法
的
に
も
そ
れ
が
自
動
車
責
任
法
の
進
む
べ
き
方
向
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
運
転
者
の
保
護
の
問
題
が
あ
る
。
交
通
事
故
に
お
い
て
第
三
者
を
加
害
す
る
危
険
は
、

ほ
ど
大
き
く
は
な
川
、

u

と
い
わ
れ
る
。
運
転
者
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
、

運
転
者
自
身
が
損
害
を
受
け
る
危
険

運
転
の
ち
ょ
っ
と
し
た
間
違
い
な
ど

で
負
傷
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
も
、
他
に
過
失
あ
る
加
害
者
が
い
な
い
か
ぎ
り
、

(
m
b
u
 

の
な
い
状
態
に
務
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
c

し
か
も
、
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
運
転
の
間
違
い
も
、

運
転
者
や
そ
の
生
計
に
依
存
す
る
親
族
は
全
く
保
護

い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
(
交
通
事
故
原
因
の
複
数
性
)
。
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
も
、

他
の
事
故
原
因
と
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て

こ
の
よ
う
な
場
合
、
運
転
者
や
親
族
を
で
き
る
だ
け

救
済
し
よ
う
と
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
事
故
が
道
路
状
態
の
不
良
を
原
因
と
し
て
生
じ
た
場
合
に
は
、

た
い
し
て
賠
償
請
求
し
う
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

道
路
管
理
者
に

ド
イ
ツ
の
交
通
安
全
義
務
者
に
関
す
る
判
例
が
実
質
的
に
危
険
責
任
と
い
え
る
ほ

自動車事故による損害の補償 (1)

ど
に
ま
で
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

運
転
者
が
子
供
な
ど
を
事
故
か
ら
守
る
た
め
に
自
分

が
犠
牲
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
ま
た
は
そ
の
監
督
義
務
者
に
対
す
る
委
任
の
な
い
事
務
管
理
に
よ
る
補
償
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
こ

〈
鈎
)
ハ
叫
山
)

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
個
々
的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
や
抜
本
的
な
解
決
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

補
償
範
囲
の
制
限

(

ニ

)
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保
有
者
責
任
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
最
高
額
の
設
定
や
慰
謝
料
の
除
外
と
い
う
補
償
範
囲
の
制
限
が
あ
可
。

」
れ
は
い
わ
ば

保
有
者
責
任
が
危
険
責
任
と
し
て
構
成
さ
れ
た
た
め
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
特
色
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、

危
険
責
任
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
過
失
責
任
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
な
補
償
範
囲
の
制
限
も
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
被
害
者
の



説

協
働
過
失
(
冨
同

2
2
R
r
z
E巾
る
か
ら
く
る
誘
求
権
の
減
縮
で
あ
る
。

呈l与
口l!1J

伝
統
的
な
民
事
責
任
論
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
に
協
働
過
失
が
あ
れ
ば
請
求
権
の
減
縮
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

害
者
が
自
動
車
非
利
用
の
交
通
関
与
者
で
あ
る
ば
あ
い
も
、
車
両
聞
の
衝
突
が
生
じ
た
ば
あ
い
に
も
変
り
は
な
い
。

車
両
閑
の
衝
突
に
よ
る
請
求
権
の
減
縮
で
あ
る
。
そ
の
解
決
は
比
較
法
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
碍
。

そ
れ
は
、
被
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」
と
に
問
題
な
の
は

そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
危
険

責
任
の
理
念
を
伝
統
的
な
民
事
責
任
の
考
え
を
こ
え
て
ど
こ
ま
で
徹
底
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

に
お
い
て
は
、
自
動
車
が
衝
突
し
た
ば
あ
い
に
は
、
通
常
、
被
害
者
た
る
自
動
車
運
転
者
は
自
動
車
の
協
働
運
行
危
険

に
よ
る
請
求
権
減
縮
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
(
ザ

ド
イ
ツ

(BF門
司
可
}
内
巾
ロ
門
同
巾

回
巾

i

門
口
巾
寸
団
関
丘
一
同
ゲ
町
一
)

」
の
法
理
は
、
加
害
者
、
が
民
法
八
二
三
条
以
下
に
よ
る
不
法

行
為
責
任
を
負
う
ば
あ
い
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

し
た
が
っ
て
被
害
者
た
る
自
動
車
運
転
者
が
加
害
者
に
対
し
慰
謝
料
請
求
権
を

持
っ
て
い
る
ば
あ
い
に
も
こ
の
被
害
者
の
協
働
運
行
危
険
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
判
例
に
よ
れ
ば
、

者
、
が
自
動
車
で
は
な
く
オ
ー
ト
バ
イ
を
運
転
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
ば
あ
い
に
も
協
働
運
行
危
険
に
よ
る
損
害
調
節
を
う
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。

被
害

し
か
し
こ
の
よ
う
な
請
求
権
減
縮
は
、
交
通
の
危
険
が
企
業
事
故
の
危
険
と
同
じ
よ
う
に
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

害
者
に
過
度
の
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
協
働
過
失
の
取
扱
い
は
実
質
的
結
果
に
お
い
て
社
会
保
険
に
お

け
る
取
扱
い
に
接
近
す
る
必
要
が
な
い
の
か
ど
う
か
が
真
剣
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ

mr
こ
の
点
か
ら
、
加
害
者
に
無
過
失
が
あ
れ
ば

被
害
者
の
運
行
危
険
は
顧
慮
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
は
、
一
つ
の
進
展
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

M
r

求
権
減
縮
の
負
担
は
、
す
く
な
く
と
も
重
過
失
に
か
ぎ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
法
論
喝

現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

被

さ
ら
に
、
請

民
事
責
任
の
枠
内
に
お
い
て
も
十
分
に

(

ホ

〉

そ
の
他
の
請
求
権
欠
如



ド
イ
シ
に
お
い
て
は
、
道
路
交
通
法
が
危
険
責
任
の
保
護
範
囲
に
つ
い
て
、

ほ
か
の
諸
国
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
そ
の
他
の
特
別
の

制
限
を
も
う
け
て
い
る
。

ま
ず
、
被
害
者
が
自
動
車
の
運
行
に
従
事
し
て
い
た
ば
あ
い
に
は
(
吋

E
m
r
I
号
印
〈

2
r
R芯
ロ
ゲ

2
p
s
∞2
ユ
与
仏
2
穴

E同

7

r
r
R
2
m∞w
た
と
え
ば
、
助
手
、
自
動
車
が
停
止
す
る
さ
い
に
臨
時
に
指
示
を
与
え
る
者
)
、
自
動
車
責
任
に
よ
る
保
護
を
う
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
も
判
例
に
よ
れ
ば
、
た
ん
に
好
意
か
ら
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
も
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
者
が
危
険
責
任
の
保
護
を
排
斥
さ
れ
て
い
る
の
は
、
任
意
に
危
険
を
お
か
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
判
断
は
、
同
乗
者
の
保
護
の
問
題
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
自
動
車
交
通
が
著
し
く
発
展

L
た
今
日
で
は
、

す
で
に
不
合
理

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

事
故
が
平
地
に
お
い
て
時
速
二

0
キ
ロ
以
上
を
出
し
え
な

E
H
N
2
m〉
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
保
有
者
は
自
動
車
責
任
を
免
れ
匂
し
か

し
、
立
法
理
由
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、

つ
ぎ
に
、
自
動
車
の
構
造
上
の
特
質
か
ら
く
る
制
限
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
低
速
自
動
車
合
同
ロ

-
出
口
∞

8
5
2

今
日
の
交
通
の
要
請
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
制
限
の
合
理
性
も
す
で
に
疑
わ
し
い
よ
う

)
 

-(
 

わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
危
険
責
任
の
基
礎
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
近
時
の
判
例
は
、

に
お
も
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

停
止
中

自動車事故による損害の補償

の
自
動
車
に
対
す
る
保
有
責
任
さ
え
肯
定
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

危
険
責
任
の
保
護
範
囲
に
関
す
る
道
路

交
通
法
上
の
特
別
の
制
限
は
、
自
動
車
交
通
の
質
的
変
容
と
と
も
に
そ
の
存
立
の
基
盤
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の

ωに
お
い
て
保
有
者
責
任
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
律
構
成
を
、

ωに
お
い
て
そ
の
立
法
上
の

(3) 

と
こ
ろ
で
、

適
用
範
囲
の
問
題
状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
判
例
や
立
法
上
の
改
革
の
動
き
は
、

保
有
者
責
任
を
で
き
る
だ
け

拡
大
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

ωで
検
討
し
た
適
用
範
囲
の
制
限
は
、

そ
れ
が
主
と
し
て
実

北法24(3・53)471



説

い
ず
れ
は
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保

際
的
な
見
地
か
ら
も
う
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

ミヰ'b.
員岡

そ
れ
が
民
事
責
任
の
廃
止
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
を

保
有
者
責
任
は
過
失
責
任
を
一
部
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
免
責
の
余

地
を
残
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
保
有
者
責
任

が
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
危
険
責
任
の
目
的
を
も
合
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
早
急
な
結
論
は
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
保
有
者
が
締
結
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
責
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
影
響
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

免
責
は
今
一
度
検
討
を
要
す
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
責
任
保
険
の
機
能
的
な
変
質
に
よ
っ
て
、

有
者
責
任
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
律
構
成
そ
の
も
の
に
変
革
を
加
え
る
こ
と
は
、

持
っ
て
い
る
だ
け
に
慎
重
な
考
察
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う
な

も
は
や
そ
れ
を
無
視
し
て

は
保
有
者
責
任
を
論
じ
え
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ο

そ
こ
で
次
に
こ
の
責
任
保
険
の
変
質
と
そ
の
影
響
を
取
上
げ
る

こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)

た
と
え
ば
、
忌
三

}
p
g
E智
5
2
5
r
z
R王
国
缶
W
E
E
-
5
N
R
固
な
ど
参
照
。

(
1
a
)

危
険
責
任
(
保
有
者
責
任
)
の
機
能
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
細
に
分
析
す
る
。

(
2〉

A
-
J
F
2
5
-
T
E
E
h
r

《
同

g
w
E
E円
2
7
F
国

(

-

勾

日

)

唱

印

ωω

印

ω吋
・

(
3
)

も
っ
と
も
、
最
高
額
の
設
定
や
慰
謝
料
の
除
外
が
危
険
責
任
に
闘
有
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
今
日
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
危
険
責
任
の

数
民
民
的
制
限
は
一
九

O
九
年
の
自
動
車
責
任
の
導
入
に
始
ま
る
と
と
も
に
、
一
九
二
三
年
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
混
乱
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
法
に
侵

入
し
て
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
沿
革
的
に
は
、
最
高
額
に
よ
る
制
限
を
も
う
け
な
け
れ
ば
保
険
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が

主
た
る
理
由
の
)
つ
で
あ
っ
た

o
E
D円
F

の
え
寄
与

5
m
m
E
P
Z
D
m
(↓
田
山
田
)
唱

M

士
開
祖
母
温
の
E
ロ缶ロ誕阻ぬ
g=
巴
5コ《L】
阿
何F凶
U凶

ι含戸ロ凶ロ認向
ω岳

yz臼弘『門
z巳Eコ品悶.(一
8
8
・
一
ロ
ア
現
行
法
で
も
保
有
者
責
任
の
最
目
前
傾
と
，
説
務
保
険
の
最
低
強
制
保
険
額
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
沿
革

上
の
理
由
も
実
情
に
則
し
て
考
え
れ
ば
決
し
て
正
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
数
長
的
制
限
は
原
則
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
法
論

が
あ
る
。
〈

(
U
E
E
E君
。
門
司
附
耐
え
2
2
牛
耳
。
。
E
r町

内
凶

E
m
ω
E
P
E伺
(
一
回
三
)

w

邸
内
・
な
お
、
参
事
官
草
案
も
民
法
上
の
規
定
と
し
て
賠
償
義

務
の
減
縮
条
項
を
用
意
し
て
い
る
が
(
同
耐
え

q
g
g
z己
主
】
円
子
一

N
U

『
ご
、
保
有
者
責
任
の
最
高
額
の
規
定
そ
の
も
の
は
維
持
し
て
い
る
。

北i.t24(3・54)472



)
 

-(
 

自動車事故による損害の補償

同耐え
2
8斥
口
3
7
ξ
日
子
ケ
一
吋
-

E

N

一ω
・

慰
謝
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
危
険
責
任
ま
た
は
責
任
保
険
に
な
じ
む
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
が
あ
る
が

(
A
7・
0
2
門主
f

F
Z
5
5四
宮
広

G
E
T
Zえ
E
R
Z
Fお
E
F
一回

2
・
ωω
印
{
門
・
)
、
最
近
で
は
填
補
範
囲
に
含
め
よ
う
と
す
る
主
張
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
〈
・
。
2
5
5
q
p
F
P
C
-
w
M
ω
・同耐え
2
2窓口
2
2
2広
デ
一
可
『
J
N
-
u

「
損
害
賠
償
法
の
改
正
お
よ
び
補
充
の
た
め
の
法
律
の
参
事

官
草
案
(
九
・
完
〉
」
法
学
雑
誌
十
八
巻
一
号
一
一
一
一

Q
艮
以
下
参
照
。
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
余
暇
の
聞
は
熱
心
な
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
で
あ
っ
た
著
述

家
に
と
っ
て
は
、
身
体
上
の
ひ
ど
い
不
具
、
継
続
的
な
頭
痛
、
全
身
麻
簿
、
右
腕
の
喪
失
な
ど
は
、
た
と
え
そ
れ
が
聯
業
能
力
を
侵
害
せ
ず
ま
た
生

活
資
用
を
増
加
さ
せ
な
い
と
し
て
も
金
銭
に
よ
る
補
償
を
必
要
と
す
る
。
〈
-
の
2
5
5
2
2・
F
P
C
-
-
M
ω
・

「足。
=
p
p
m凶・

0
・w
印

h
?
?

道
路
交
通
法
一
八
条
に
よ
る
運
転
者
自
身
の
責
任
も
危
険
支
任
で
は
な
く
、
推
定
さ
れ
た
過
失
責
任
(
民
法
八
二
三
条
以
下
〉
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
判
例
は
こ
の
責
任
と
民
法
の
過
失
責
任
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
〈
E
-
切
の
回
一
回
可
二
-
一

NU
〈
0
2
H
N
S印∞
w
M
U
・

∞
の
同
一
旧
日
少
一
-
∞
一
回
O
E
N
M
U
-
-
∞
ω
・
事
案
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
深
夜
、
原
告
所
有
の
貨
物
自
動
車
、
が
モ
ー
タ
ー
の
故
障
に
よ
り

自
動
車
道
路
の
右
側
に
停
止
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
運
送
業
者
A
の
運
転
す
る
白
動
車
が
右
原
告
車
に
追
突
し
た
た
め
に
双
方
の
自
動
車
が
物
的
損
害

を
受
け
た
ほ
か
A
も
病
院
に
運
ば
れ
る
途
中
死
亡
し
た
o

A
の
相
続
人
Y
に
対
す
る
原
告
の
一
請
求
は
、
原
告
車
も
運
行
中
に
あ
っ
た
と
の
理
由
で
、

半
額
し
か
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
後
藤
清
・
民
商
六
四
巻
六
号
一
一
一
七
百
A

参
照
。

沿
革
的
に
は
、
保
有
者
の
危
険
責
任
、
か
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
自
動
車
と
い
う
交
通
機
関
が
高
速
度
で
走
る
が
た
め
で
あ
っ
た
。
富
三
一
戸

ω
F
O
-
-
m
N
コ

切
の
出
呂
田
N-
一N

N口
U〈
O
B河

-ugwω
∞
ω
た
だ
し
、
交
通
技
術
的
な
理
解
に
よ
っ
て
も
、
自
動
車
-
が
本
来
の
用
途
を
離
れ
て
光
源
用
と
し
て
の

み
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
い
ま
だ
運
行
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
判
決
が
あ
る
。
∞
の
同
呂
田
ア
プ
一
Q

h

〈
巾
白
河
一
田
町
一
-

N

∞ω
・
こ
の

判
決
に
対
す
る
疑
義
と
し
て
、
。
己
E
F
N
O

∞
の
国
一
∞
勾
.
一
一
印

h

切
の
出
N
N
ω
.
U
0
.

こ
う
し
た
判
例
が
生
ず
る
に
い
た
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
危
険
責
任
の
免
責
事
由
は
不
可
抗
力

(
E
Z
2
0
0者
乙

C

に
か
ぎ
る
べ
き
だ
と
す
る
見

解
も
あ
る
。
〈
・
の
2
5
5
R
F
ω
ω
o
u
M
M
・
な
お
、
参
事
官
草
案
は
こ
の
判
例
を
是
認
す
る
に
と
ど
ま
り
現
行
の
道
路
交
通
法
七
条
の
法
文
を

改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る

o
m巳
2
2
Z百
三
者
ロ
叶
?

?

ω

-

印
こ
の
問
題
に
か
ぎ
ら
ず
、

(
4〉

(
5
)
 

(
6〉

(
7
)
 

(
8〉

(
9
)
 

(問〉
(日〉

一
般
に
現
行
の
自
動
車
責
任
の
改
正
に
消
極
的
な

::Iti'l、24(3・55)473



吉見
ヨA
a岡

(ロ)

(
門
川
)

(

川

門

)

(
市
)

見
解
も
あ
る
o
E
E
N
σ
ア
N
G
『
阿
佐
守
口
出
待
問
州
内
S
P
E
Y
R
E
m
-白
昼
立

-
5
5日
F
F
三

宅

3
8・

穴
E
p
p
r
H
N
2
m
l国
民

8
2
n
Z
Z円
r
g寸

Z]宅
一

U2.
∞ム『

〈問}よ

Nω

口
]
以
内
ユ
ン
∞
-
『
円
・
一
印
吋
『
『

以
下
は
主
と
し
て
、
。
巾

]ygア
日
∞
『
『
J

〈
・
出
志
向
】
巾
ア
ニ
『
・
を
参
照
し
た
。

注
(
9
)参
照
。

吋

E
P
一
吋
・
タ
ン
ク
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
動
車
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
事
故
に
対
し
て
完
全
な
補
償
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
著
し
い
保

険
料
の
上
昇
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。
タ
ン
ク
は
、
さ
ら
に
、
無
断
運
転
車
の
概
念
が
不
明
確
で
法
的
不
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
な
か
ん
ず
く
わ
が
国
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ゆ
-
可
『
-
〈
ぬ
目
。

=
ι
2
m，
S
E口
問
〈
D
E
印
・
ム
・
一
町
田
?
切
の
∞
戸

-

N

一ω

こ
の
問
題
に
関
す
る
最
近
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
連
邦
裁
判
所
の
二
、
三
の
判
例
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
運
転
者
と

授
ん
で
自
動
車
の
他
の
同
乗
車
も
無
権
限
利
用
者
と
な
り
う
る

aoz-U印
∞
-
叫
・
#
日
切
の
出
N
M
W
M
B
U
〈
2
均
一
回
印
吋
・
-
m
M
-
〉
。

事
案
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
二
人
の
友
人
が
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
に
仕
事
場
か
ら
の
帰
り
道
に
出
会
い
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
を
ど
の
よ
う
に
す
ご

そ
う
か
と
話
し
あ
っ
た
。
被
告
は
婚
約
者
の
と
こ
ろ
に
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
っ
て
い
く
積
り
で
あ
る
と
話
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
友
人

は
、
被
告
を
自
動
車
で
そ
こ
に
連
れ
て
い
き
た
い
と
提
案
し
被
告
も
そ
れ
に
同
意
し
た
。
こ
の
友
人
は
本
件
の

A
の
自
動
車
を
利
用
す
る
権
限
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
は
点
火
キ

i
(
N
E
E
R
E
-
Z己
)
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
友
人
が
自
動
車
を
始
動
さ
せ
る
の
を
助
け
た
。
そ
の
後
、
運
行

の
途
中
、
自
動
車
事
故
が
生
じ
少
女
が
死
亡
し
た
の
で
あ
る
が
、
連
邦
裁
判
所
は
被
告
の
責
任
を
肯
定
し
た
。

次
に
、
保
有
者
は
第
三
者
の
自
動
車
利
用
を
可
能
に
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
自
己
の
過
失
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
の
か
、
あ
る
い
は
使
用
人
及

び
緩
行
補
助
者
の
過
失
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
か
に
つ
い
て
は
判
例
は
統
一
し
て
い
な
い
。
最
初
、
回
の
岡
山
呂
田
-
一
N
・

U
-
〈
耳
切
HN

一
U
Z
唱
宝

〈
運
転
者
が
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
事
務
所
で
用
談
中
無
免
許
の
助
手
が
自
動
車
を
動
か
し
事
故
を
ひ
き
お
こ
し
た
)
に
お
い
て
は
、
保
有
者
自
身

の
過
失
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
二
、
三
年
後
に
、
∞
の
白
石
竺
・
一
巳
〈
2
m
H
N

呂
田
ア
ω
お
山
切
の
白

石
忠
・
吋
・

ω
山
田
の
Z
N

句、

ω
8
・
な
ど
に
お
い
て
、
法
文
の
'
訟
を
超
え
て
ま
で
保
有
者
責
任
が
著
し
く
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
者
は

次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。

原
告
は
鍛
冶
屋
で
あ
る
H
が
所
有
し
て
い
る
乗
用
車
の
責
任
保
険
者
で
あ
る
。
被
告
B
は
次
の
月
曜
日
迄
、
自
動
車
を
H
か
ら
借
り
た
が
そ
の
運

;fti:tミ24(3・56)474
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(
河
川
〉

行
に
被
告
L
を
参
加
さ
せ
た
。
夜
に
な
っ
て
か
ら
被
告
等
は
、
二
、
三
の
食
堂
(
の
g
g
S
2る
を
訪
問
し
た
が
、
真
夜
中
の
二
時
頃
、

L
は
B
に

そ
の
自
動
車
を
自
分
に
委
ね
る
よ
う
に
請
う
た
。
そ
の
後
、
午
前
四
時
過
ぎ
、
被
告
L
は
対
向
し
て
く
る
J
会
社
の
貨
物
自
動
車
の
連
結
車
と
衝
突

し
、
被
告
L
が
負
傷
す
る
と
共
に
、

H
の
乗
用
車
な
ら
び
に
J
の
連
結
半
は
相
当
に
破
指
し
た
。
本
件
に
お
い
て
、
判
旨
は
、
保
有
者
の
責
任
を
肯

定
す
る
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
保
有
者
が
第
三
者
に
自
動
半
の
事
尖
上
の
支
配
権
能

2
5
g
g肺
門

E
F
n
r
ぬ
ぐ
司
E
m
zコ
m
E
Z円
5
ロ

穴
E
P
F
T
R
2明
)
を
委
ね
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
支
配
権
能
あ
る
者
が
、
自
己
の
け
的
に
利
用
す
る
た
め
に
、
更
に
、
他
人
に
そ
の
自
動
車
を
委
ね

た
と
し
て
も
保
有
者
の
責
任
は
残
る
。

な
お
、
事
故
を
惹
き
起
し
た
運
転
者
に
当
該
自
動
車
が
直
接
保
有
者
か
ら
委
ね
ら
れ
て
い
た
ば
あ
い
に
は
保
有
者
の
み
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
保
存
者
が
自
動
車
を
修
理
さ
せ
て
い
た
修
理
工
場
の
機
械
工
が
事
故
を
起
し
た
件
に
つ
き
、
切
の
広
石
田
吋
・

ω
・
2
u
〈
2ω
刻
一
山
田
ア
白
山
田
・
そ
の
他
、
私
用
の
た
め
に
使
っ
た
件
に
つ
き
、
∞
。
白
石
竺
・
印
・

ω
o
u
〈
耳
切
H
N
S
E
-
-
a
・
こ
の
よ
う
に
自
動
車

を
あ
る
日
的
の
た
め
に
委
託
さ
れ
た
者
が
、
保
有
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
信
頼
を
濫
用
し
た
ば
あ
い
に
、
損
害
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
事
故
で
負
傷
し
た
者
で
は
な
く
て
、
保
有
者
で
あ
る
(
∞
C
Z
E可
・
出
・
忠
一
ぐ
耳
切
同
一
回
目
吋
・
寸
志
)
。
な
お
最
近
の
文
献
と
し
て
、
〈
-
E
M喜一。一・

0
町
民
民
甘
口
問
ゲ
2

∞円}戸当日
N
F
Z件。
p
〈
命
日
HN
一回目?印〔〕吋『・

た
と
え
ば
、
次
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
時
た
ま
同
乗
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
繰
り
返
し
の
意
凶
が
み
ら
れ
な
い
場
合
に
は
符
業
と

し
て
の
運
送
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

切
の
白
石
田
町
ア
コ
・

M
m
-
〈
2
m
m
↓由自由一回一

〔
事
実
〕
原
告
は
被
告
と
共
に
被
告
の
乗
用
車
で
A
地
か
ら
B
地
に
旅
行
し
て
い
た
折
に
事
故
に
遭
遇
し
た
。
原
告
は

A
地
に
あ
る
外
国
会
社
の
支
配

人
と
し
て

X
銀
行
と
の
信
用
取
引
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
被
告
は
業
務
代
理
人
と
し
て
そ
の
銀
行
を
代
表
し
て
い
た
。
被
告
は
、
事
故
当
日
、
私

的
な
理
由
か
ら
B
地
へ
自
動
車
で
行
く
時
、
原
告
を
誘
っ
た
の
で
あ
る
が
、
国
道
を
進
行
中
、
野
呂
鹿
が
車
道
を
横
切
っ
た
際
に
事
般
が
生
じ
、
原

告
は
視
力
喪
失
な
ど
の
重
傷
を
負
っ
た
。
原
告
は
、
不
法
行
為
、
お
よ
び
道
路
交
通
法
上
の
責
任
と
し
て
二
五
万
マ
ル
ク
を
請
求
し
た
が
、
い
ず
れ

も
棄
却
さ
れ
た
。

〔
判
旨
〕
、
被
告
が
原
告
を
B
地
へ
の
旅
行
に
誘
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
と
X
銀
行
と
の
関
係
を
促
進
し
よ
う
と
意
凶
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
旅

行
は
、
計
画
に
そ
っ
て
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
と
い
う
行
為
を
伴
な
わ
な
い
一
時
的
な
同
乗
に
す
ぎ
な
い
。

北法24(3・57)475
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ま
た
こ
の
問
題
は
客
を
送
り
迎
え
す
る
ホ
テ
ル
の
パ
ス
〈
Z
C
E
2
5
5
5招
)
に
つ
い
て
よ
く
争
わ
れ
る
。
な
お
、
倉
田
卓
次
「
無
償
川
乗
論
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
二
六
八
号
特
集
民
事
交
通
訴
訟
二
四
頁
以
下
参
照
。

自
動
車
支
任
法
は
伝
統
的
に
歩
行
者
と
自
転
車
利
用
者
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
比
較
法
的
に
見
て
も
、
乗
客
の
保
護
に
つ
い

て
は
各
国
で
多
く
の
議
論
、
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
ο

そ
し
て
、
自
動
車
活
動
者
の
家
族
を
含
め
て
好
意
向
乗
者
の
み
が
、
そ
の
よ
う
な
保
護
を
相

否
さ
れ
、
他
方
、
公
の
交
通
機
関
に
よ
る
乗
客
は
広
汎
な
保
護
を
う
け
る
と
い
う
点
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
聞
に
数
多
く
の
問
題
と
な

る
ケ
l
ス
が
和
在
す
る
。
そ
の
中
間
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
各
国
で
、
川
契
約
に
よ
る
保
護
を
う
け
る
か
、
同
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
特
別

立
法
に
よ
る
保
護
を
う
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
般
の
不
法
行
為
上
の
救
済
を
う
け
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
好
意
向
一
栄
者
に
つ
い
て
は
、
章
一
過
失
な
ど
が
要
求
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
責
任
保
険
そ
の
も
の
が
保
護
を
排
斥
し
て
い
る
ば
あ
い
が

あ
る
(
た
と
え
ば
、
ト
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
夫
婦
問
の
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
、
制
二

Z
円
子
〉
同
回
)
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
中
間
ケ
l
ス
の
ば
あ

い
以
上
に
悪
い
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
条
件
は
災
な
っ
て
い
る
が
、
ス
イ
ス
、
ス
ェ
l
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
フ
ラ
ン
ス

こ
九
六
八
年
)
、
サ
ス
カ
チ
エ
ヴ
ア
ン
な
ど
に
お
い
て
は
、
好
意
同
釆
者
に
刻
す
る
責
任
排
斥
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
J

「
E
F
一∞
l

M

一-

タ
円
い
日
B
S
2
2
-
F
P
C
-
・
M
M
-

な
お
、
〈

m
f
c三ぬヨ
ω
コ
ロ
唱
二
斗
同
釆
者
と
歩
行
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
被
害
者
数
は
ほ
、
ほ
一
致
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

品一・・、
H
J
E
n
a

石
!
日
?

〈

(
U
Z
E
ヨ
R
2崎
山

山

0
・
M
M
・

も
っ
と
も
、
参
事
官
草
案
は
消
板
的
で
あ
り
、
過
失
責
任
に
ま
か
せ
た
う
え
で
、
衡
平
に
よ
る
賠
償
義
務
の
減
縮
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
よ
い
と
す

る
。
問
。
町
内
耳
DZH再
三
者
口
三
国
w

吋一印『『・

M
N
Q

『『・

(
n
a
)

の
三
一
ω
ヨ
ω
E
f

玉∞

(
n
b
〉
〈
悶
]
J

〈
-
E宅。一・
2
』
宅
一
回
目
吋
・
一
吋
ω
印・

(
引
げ
〉
た
だ
し
、
エ
ヅ
サ
ー
は
こ
の
点
消
極
的
で
あ
る
。
何
回
国
F

E
巾

N当
巳
名
己
ユ

mrF門
口

5
2
2
Z
E『
8
2町一込町
R
E
L
N
S
E
-
-
ω
ο

ロ
・
交
通
安
企
義

務
に
つ
い
て
は
、
雪
や
氷
で
滑
り
や
す
い
道
路
へ
の
砂
な
ど
の
撒
布
義
務
な
ど
わ
が
凶
で
注
目
す
べ
き
判
例
が
多
数
あ
る
。
そ
の
内
容
を
概
略
し
て

お
こ
う
。
交
通
安
全
義
務
は
危
険
の
除
去
の
み
な
ら
ず
、
危
険
の
予
防
を
も
含
む
。
た
と
え
ば
、
視
界
を
よ
く
す
る
た
め
の
樹
木
の
除
去
(
図
。
白

石

g
w
m
-
M∞
・
〈
何
回
開
石
田
、
吉
回
目
)
、
氷
が
張
っ
た
ば
あ
い
の
撒
布
義
務
(
∞
可

21rz-
切
の
回
一
回
目
U
U

一0
・
↓

L
凶の
E
N
ω
ケ
吋
ω)
、
岩
石
落

(
悶
)

(加〉
(
引
)

(

辺

)

(
お
)

北tl24(3・58)476
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(
お
)

下
に
対
す
る
保
護
(
切
の
出
一
回
目
吋
・
一
。
一
m
u
〈
耳
均
一
回
目
ア
二
回
目
)
、
車
道
一
民
分
に
あ
る
妨
害
物
の
除
去
ま
た
は
通
報
(
∞
の
に
一
回
包
・
二

ω
口・

〈
命
「
白
河
一
回
目
口

W
5
3
0
な
お
、
信
頼
の
原
則
は
交
通
安
全
義
務
者
と
交
通
関
与
者
と
の
悶
で
は
適
用
は
な
い
(
切
の
Z
-
U
S
N
-
5
u
ぐ。

a
m
石
呂

田
N
)
。
た
だ
し
、
交
通
安
全
義
務
は
要
求
可
能
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
(
回
の
出
石
包
・
吋
・
町
一
〈

q
m
m
一
回
印
少
∞
ω
O
)

。
交
通
関
与
者
が
高
速
道
路
の

利
用
の
際
に
要
求
さ
れ
る
注
意
を
用
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
一
瞥
し
た
だ
け
で
は
危
険
(
た
と
え
ば
、
道
路
状
態
が
悪
い
こ
と
に
よ
る
横
す
べ
り
の
危

険
)
が
完
全
に
認
識
し
え
な
い
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
常
に
そ
の
た
め
の
持
告
が
要
求
さ
れ
る
(
図
。
同
石
田
ア
芯
・
九
千
一
〈
雪
印
刷
山
一
回
目
?
一
コ
)
。

そ
の
他
、
特
徴
あ
る
事
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
長
距
離
輸
送
道

(
F
3
2「Z
Zえ
E
Pゆ
る
が
収
獲
時
の
耕
作
用
自
動
車
に
付
許
し
て

い
た
粘
土
で
よ
ご
さ
れ
た
場
合
に
は
、
交
通
安
全
義
務
者
は
巡
EV
に
適
当
な
方
法
で
こ
れ
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
切
の

Z
Z
Z
一日・

8
u

∞
の
出
N
E
m
w
g
y
道
路
の
築
堤
に
あ
る
交
通
と
関
係
の
な
い
設
情
物
を
除
去
す
る
こ
と
も
交
通
安
全
義
務
の
対
象
と
な
、
司
(
∞
の
Z
-
u
m
M
少
回
一

切
の
出
N
ω
ア
一
四
日
'
本
件
で
は
古
い
石
の
十
字
架
が
問
題
と
さ
れ
た
)
。
道
路
で
水
道
管
が
破
裂
し
水
が
あ
ふ
れ
だ
し
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て

(
切
の
国
一
回
印
印
一
日
白
山
町
〈
耳
切
河
一
切
印
?
二
印

h

∞
C
Z
一回目
M

・
一
一
回
一
〈
民
的
月
一
回
目
N
・
ω
N
e
。

い
わ
ゆ
る
犠
牲
事
故
(
〉
C
F又
2
5
m
m宗
一
一
命
)
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
た
。
し
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
解
決
に
も
次
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
第
一
に
こ
の
請
求
権
は
共
同
運
行
危
険
と
い
う
観
点
か
ら
短
縮
さ
れ
、
第
二
に
、
こ
の
請
求
権
が
責
任
保
険
に
よ
る
填
補
を
受
け
う
る
か
ど
う

か
争
い
が
あ
る
。
〈

Z
F官
官
巾
ア

U
G
h
-

こ
の
問
題
に
対
す
る
判
例
の
経
過
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
は
最
初
明
白
な
解
答
を
避
け
て
い
た
。
た
と
え
ば
五
才
の
少

年
が
停
車
し
て
い
る
自
動
車
の
背
後
か
ら
突
然
車
道
に
走
っ
て
た
己
た
の
で
自
動
車
運
転
者
は
自
動
車
を
急
激
に
左
に
転
じ
た
。
そ
の
た
め
に
自
動
市

が
破
損
し
た
。
こ
の
事
件
で
連
邦
裁
判
所
は
子
供
の
父
親
に
対
す
る
訴
え
を
来
却
し
て
い
る
(
∞
の
巴
石
可
・

ω
}
T
〈
q
m
m
-
u勾

2
3
0
さ
ら

に
、
道
路
交
通
法
七
条
二
項
の
適
用
要
件
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、
事
故
の
際
に
死
亡
し
た
一
六
才
の
少
年
の
両
親
に
対
す
る
'H
動
車

運
転
者
の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
(
∞
の
白
石
可
-
一
日
・
一
プ
〈
命
E
H
N

呂
田

-
5
8
0
判
己
日
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
一
六
才
の
少
年
は
、
近

路
交
通
に
お
い
て
は
、
も
は
や
両
親
の
継
続
的
監
督
す
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
自
立
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
少
年
と
の
衝
突
を
避
け
よ
う

と
し
た
自
動
車
運
転
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
肉
親
の
た
め
に
も
行
為
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
考
え
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
後
、
次
の
判
決
で
請
求
の
一
部
が
認
容
さ
れ
た
(
∞
の
国
一
回
目
N

・
二
-

M

プ
切
の
Z
N
8
・M

吋
口
〕
。
事
実
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

原
告
は
社
会
保
険
者
と
し
て
、
求
償
権
に
基
づ
い
て

S
の
賠
償
請
ぷ
権
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

S
は
事
故
当
日
、
フ
ォ
ル
ダ
ス
ワ
ー
ゲ
ン
で

州
道
を
時
速
五

0
キ
ロ
か
ら
六

0
キ
ロ
で
進
行
し
て
い
た
。
直
線
の
見
通
し
の
き
く
地
点
で
一

O
才
か
ら
一
一
才
の
生
徒
三
人
が
S
に
対
向
し
て
き

JW;24(3・59)477
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た
。
彼
等
は
お
互
い
に
自
分
達
に
と
っ
て
右
側
の
車
道
区
分
を
走
っ
て
い
た
。
自
動
車
が
最
後
を
走
っ
て
い
る
被
告
に
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
接
近
し

た
と
き
に
、
被
告
は
突
然
、
自
動
車
が
進
行
し
て
い
る
車
道
区
分
に
入
り
こ
ん
で
き
た
。
そ
の
た
め
に

S
は
被
告
の
前
で
自
動
車
を
急
激
に
右
へ
転

じ
た
が
、
そ
の
結
果
自
動
車
は
田
畑
へ
落
ち
込
ん
だ
。
そ
の
際
、

S
は
重
傷
を
負
い
比
較
的
長
い
間
労
働
で
き
な
か
っ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
請
求

の
半
額
を
認
容
し
た
上
級
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
し
て
い
る
。

判
旨
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
被
告
に
は
過
失
が
な
い
の
で
不
法
行
為
責
任
は
な
い
。
次
に
、
事
務
管
理
者
(
自
動
市
運
転

者
)
が
相
手
方
に
請
求
し
う
る
た
め
に
は
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
の
説
明
が
前
提
と
な
る
と
い
う
の
が
従
来
の
判
例
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
考
え
方
は

本
件
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
事
実
関
係
に
お
い
て
も
、

S
は
こ
の
避
け
え
な
い
で
き
ご
と
(
ゆ
吋
閏

ω円
〈
の
)
に
よ
っ

て
免
責
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
初
め
て
、
事
務
管
理
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
判
旨
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
自
己
犠
牲

(ω
己

g
g巳
告
『

2
5四
)
に
お
い
て
は
、
自
動
車
運
転
者
は
委
任
の
な
い
事
務
管
理
を
理
由
と
し
て
請

求
し
う
る
。
し
か
し
、
突
然
二
人
の
当
事
者
に
生
じ
た
危
険
状
態
の
危
険
負
担
は
相
当
に
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の

事
例
の
特
殊
性
は
、
損
害
賠
償
法
に
支
配
的
な
完
全
賠
償
の
原
則
を
首
尾
一
貫
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
さ
ら
に
、
図
。
白
石
田
印
ω
・

5
ぃ
切
の
Z
N
お
-
一
∞
∞
を
も
参
照
。
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
出
。

-F
出
え

Z
口町

5
L
〈
2
m伊
丹

r
q
E
m

r巳
L
2
ω
0
5込
E
F司『
q
c口町《目。
m
H
ハ
E
p
r
r
B
E
E
d
辺
E
Fコ〈司
E
Z
.
〈
0
2月
一
回
目
∞
u

M

O

U

F

ω

一
∞
『
『
・
が
く
わ
し
い
。

(
幻

)
A
-
J
〈

-
E宅。
f
g
口
¥
H
J
5
P
N
O
J
M

一-

(
叩
山
)
法

ωω
参
照
。

(
m
U
)

、H，
z
R・
一
吋
一
∞
.

(
初
〉
〈
・
国
名
目
邑
-
芯

(
引
〉
切
の
白
石
印
m
-
A

一ω
山
切
の
E
N
同

O
W
N
印但目

(
h
U

〉
〈
・

(U25sqq-ω
凶

0
・
Nω

(
お
〉
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
次
の
判
例
(
∞
の
民
一
回
目
吋
-
M
-
M
∞
一
〈
2
m
H
N

一回目吋唱印
0
0
)

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
事
実
〕
被
告
L
は
被
告
U
会
社
の
無
差
の
貨
物
事

q
E
R
Zロ
3
問
。
ろ
を
運
転
し
て
州
道
(
ピ
コ
牛
込
E
F
ケ

O
み
コ
ロ
ロ
四
)
を
進
行
し
て
い
た

が
、
事
故
現
場
近
く
で
は
脳
員
七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
車
道
区
分
は
ご
く
ゆ
る
い
右
カ
l
ヴ
を
え
が
い
て
い
た
。
こ
の
カ
l
ヴ
で
は
、
道
路
の
右
側
に

あ
る
建
物
の
前
に
貨
物
自
動
車
、
か
停
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
貨
物
自
動
車
の
背
面
は
荷
物
の
積
み
卸
し
に
用
い
ら
れ
て
い
る
建
物
の
入
り
口
に
接

;1ti1、24(3・60)478



自動車事故による煩害の補償 (1)

し
て
い
る
が
、
大
部
分
は
建
物
の
前
の
自
由
な
空
地
公
民
庁
自
『
3
2
2
m
Z
)
と
歩
道
に
あ
り
、
前
方
部
分
が
一
・

O
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
車
道

区
分
に
出
て
い
た
。
被
告
が
時
速
四

0
キ
ロ
で
こ
の
斜
め
に
停
め
ら
れ
て
い
る
貨
物
自
動
車
に
接
近
し
た
と
き
に
、

W
が
運
転
す
る
オ
ー
ト
バ
イ
が

貨
物
自
動
車
の
背
後
で
右
側
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
の
を
見
た
。

W
は
ガ

y
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
給
油
し
た
後
に
運
行
を
続
け
る
た
め
に
道
路
に
出
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
被
告
は
急

P

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
が
、
車
道
区
分
の
左
側
で
オ
ー
ト
バ
イ
と
衝
突
し
、

W
は
重
傷
を
負
っ
た
。
な
お
、
事
故
現
場

で
は
、
被
告
車
は
貨
物
自
動
車
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
長
さ
九
・
二
メ
ー
ト
ル
の
制
動
洪
跡
を
残
し
て
い
た
。

判
己
日
は
、
判
決
要
旨
と
し
て
被
告
の
注
意
義
務
と
し
て
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
十
分
な
幅
員
を
持
っ
て
い
る
道
路
で
適
度
な
速
度
を
保

ち
な
が
ら
、
前
方
部
分
が
右
側
の
車
道
区
分
に
突
き
出
た
か
た
ち
で
斜
め
に
停
め
ら
れ
て
い
る
貨
物
自
動
車
を
左
方
に
同
避
し
て
い
る
自
動
車
運
転

者
は
、
他
の
運
転
者
が
道
路
上
の
交
通
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
こ
の
妨
害
物
と
直
接
並
ん
で
い
る
出
口
か
ら
反
対
方
向
に
進
行
し
て
く
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
を
、
直
ち
に
は
計
算
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
道
路
交
通
法
(
危
険
責
任
)
の
枠
内
に
お
け
る
損
害

に
つ
い
て
%
の
限
度
で
被
告
に
責
任
を
負
わ
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
控
訴
審
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
よ
う
に

い
う
。

〔
判
旨
〕
被
告
に
は
過
失
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
不
法
行
為
法
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
被
告
は
損
害
に
つ
い
て
道
路
交
通
法
上
の
責
任
を
負
う
に
す

ぎ
な
い
が
、

W
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
出
発
す
る
際
に
道
路
交
通
令
一
七
条
(
開
コ
三
〈
O
)
の
義
務
を
重
大
に
侵
害
し
て
い
る
の
で
重
過
失
の

責
め
を
負
う
。

W
の
過
失
と
そ
れ
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
オ
ー
ト
バ
イ
の
運
行
危
険
は
本
件
事
故
に
非
常
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
、
反
対
に
、
被
告

の
事
故
寄
与

(
C
コE
F
E昨
日
開
)
と
被
告
車
の
運
行
危
険
は
道
路
交
通
法
一
七
条
(
期
二
日
〈
の
)
に
よ
る
調
節
の
際
に
は
完
全
に
後
退
す
る
。

〈

(U2
ヨ
5
2
2・
ω
ω

。JNω

参
事
官
草
案
は
、
民
法
二
五
四
条
の
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
路
交
通
法
上
の
協
働
過
失
を
規
制
し
て
い
る
一
七
条
は
自
動
的
に
削
除

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
し
か
し
、
二
五
四
条
の
改
正
案
の
中
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
点
に
つ
い
て
は
何
ら
一
万
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
参
事
官
草
案
は
消
極
的
で
あ
る
と
-
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

o
m巳
2
3
Z百
三

5
三
-
一

-m
同
町

制∞
ω
ω
丹
〈
の
・
た
だ
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
こ
の
よ
う
な
規
定
を
持
っ
て
い
る
。

切の
Z
E
E
-
ω
・一

ωh
〈
2印
刷
同
呂
田

M
U
2
0
・
な
お
、
切
の
田
昌
包
一
四

U

〈
月
ω
?
二
品
目
〈
2
m
m
Z
2
・
m
一
(
工
事
を
引
受
け
た
指
物
師
が
建

築
資
材
を
積
ん
だ
貨
物
自
動
車
に
木
材
の
置
き
場
所
に
つ
き
指
示
を
与
え
た
際
、
車
の
後
退
に
よ
っ
て
倒
れ
死
亡
し
た
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
活
動
の
継
続
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
道
路
交
通
法
上
の
趣
旨
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

:Jt法24(3・61)479
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説
ご企弘

同町

別
と
し
て
、
木
件
に
お
い
て
は
被
害
者
は
救
済
さ
れ
て
い
る
。

Y
主
一
戸
津
E
a
g〈町長

O
U
2
5
F
E
一一

U
F
N
N
〉ロ『一・同町田
l
M
E
4
J
2
7
2ア

2
・

明
∞

ω丹
〈
。
・
低
速
自
動
車
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、
自
動
車
を
運
転
す
る
者
の
個
人
的
事
情
で
は
な
く
、
制
限
速
度
が
破
ら
れ
な
い
こ
と
が
一
般

的
に
保
託
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
〈
m
-
J
〈
2
日
間
呂
田
w

日

ω
∞・

(
m
a
)

一九
O
八
年
の
政
府
草
案
の
理
由
に
よ
れ
ば
、
動
物
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
車
両
よ
り
も
木
質
的
に
危
険
で
な
い
自
動
車
に
は
危
険
責
任
は
排
斥

さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
忌
む
]}2
・
F
P
C
-
-
M
m
m

戸
{
U
問
。
ョ
ヨ
司
君
.
戸
、
自
己
ロ
ロ
m
g
L
g
U巳
F
r
Z
5
n
y
g
w
司

2
円
円
}
M
H
M
『
門

N
Z
B
7
t
z
L
2同
]
附

F
7
2
m
g

∞g
g
y
g
年
内
出
口
。
己
仲
ω
n
y
g
]
=ュ
込
2
2
m
2

(一∞
m
o
l
-
g
e
-
-
u
g・2
・
伊
沢
「
支
任
保
険
の
発
展
と
過
失
の
付
保
」
法
学
二

O
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
。

(
お
)

(mg 

(
刊
)

責
任
保
険
の
変
質
と
そ
の
影
響

)
 

-(
 
責
任
保
険
の
発
展

責
任
保
険
の
そ
も
そ
も
の
成
立
が
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
論
に
た
い
し
て
、
深
刻
な
反
省
が
加
え
ら
れ
始
め
た
一
九
世
紀
末
期
か

(
イ
)

ら
二

O
世
紀
始
め
に
か
け
て
の
不
法
行
為
法
改
革
の
時
期
と
歩
調
を
合
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

訂
「
つ
ま
り
、
無
過
失
責
任
や
危
険
責
任
に
よ
る
重
い
賠
償
負
担
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
家
の
積
極
的
活
動
が
阻
害
さ
れ
な
い
た
め
の

手
段
が
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
直
接
の
導
因
は
さ
て
お
い
て
も
、
加
害
者
に
よ
る
責
任
保
険
の
締
結
は
被
害
者
の
立

場
に
と
っ
て
も
好
都
合
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
的
な
企
業
危
険
か
ら
激
増
し
た
事
故
被
害
者
を
保
護
す
る

こ
と
は
ま
さ
に
時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
要
求
は
、
そ
こ
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
責
任
保
険
制
度
の
利
用
に
日
を
向
け
さ
せ
る

(
2
)
 

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
責
任
保
険
の
そ
の
後
の
歩
み
は
、
主
と
し
て
、
被
害
者
を
い
か
に
保
護
す
る
か
と
い
う
目
的
に
そ

う
も
の
で
あ
っ
た
。

(

ロ

)

こ
の
目
的
は
ま
ず
、
責
任
保
険
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
べ
き
加
害
者
の
責
任
範
囲
を
拡
大
す
る
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
た
。
す
な

北法24(3・62)480



わ
ち
、
責
任
保
険
は
注
意
力
の
弛
緩
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
一
民
、
当
初
は
、
無
過
失
責
任
の
ご
と
き

心
理
的
な
道
徳
的
過
失
の
な
い
責
任
に
保
険
を
付
す
る
こ
と
の
み
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
被
害
者
で
あ
る
第
三
者
の
利
益
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
、
ず
過
失
責
任
に
も
保
険
を
か
け
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
重
過
失
を
も
付
保
し
う
る

と
す
る
立
法
例
を
も
生
み
だ
す
に
い
た
る
。
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
一
五
二
条
は
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
事
故
招
致
は
保
険
者
を
免

{
4
)
 

責
す
る
(
危
険
制
限
)
と
い
う
保
険
契
約
法
六
一
条
の
一
般
原
則
を
破
っ
て
ま
で
、
重
過
失
に
よ
る
賠
償
義
務
を
も
責
任
保
険
の
填
補
範

囲
に
含
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
責
任
保
険
の
構
造
の
う
え
か
ら
被
害
者
の
地
位
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
と
し
て
二
つ
の
方
法
が

一
つ
は
責
任
保
険
を
強
制
化
す
る
こ
と
で
あ
(
日
。
他
の
一
つ
は
、
責
任
保
険
の
法
的
構
成
に
関
す
る
変
革
で
あ

あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

る
。
責
任
保
険
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
が
保
険
金
の
支
払
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
者
が
そ
の
事
故
に
つ
い
て
保
険

契
約
者
や
被
保
険
者
に
た
い
し
て
損
害
填
補
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
前
提
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
契
約
が
い
っ
た
ん
締
結
さ

)
 

1
 

(
 

れ
た
後
に
も
、
契
約
上
の
義
務
違
反
な
ど
に
よ
り
、
発
生
し
た
事
故
に
つ
い
て
保
険
者
が
右
の
者
に
た
い
す
る
填
補
義
務
を
免
れ
る
と
い

う
場
合
は
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
被
害
者
の
保
護
す
)
は
か
る
た
め
に
は
、
保
険
者
の
保
険
契
約

(
8
)
 

者
(
被
保
険
者
)
に
た
い
す
る
関
係
と
第
三
者
た
る
被
害
者
に
た
い
す
る
関
係
と
を
別
個
に
構
成
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
保
険
契
約
者

(
被
保
険
者
〉
に
た
い
す
る
保
険
者
の
抗
弁
は
、
第
三
者
た
る
被
害
者
に
は
対
抗
し
え
な
い
と
す
る
法
技
術
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
上
、

北法24(3・63)481
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と
い
わ
れ
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

い
わ
ゆ
る
保
険
者
免
責
、

一
九
三
九
年
の
「
自
動
車
保
有
者
の
義
務
保
険
施
行
お
よ
び
自
動
車
交
通
法
な
ら
び
に
保
険
契
約
法
変

更
の
た
め
の
法
律
」
は
、
こ
の
二
つ
の
方
法
を
一
挙
に
実
現
せ
し
め
る
画
期
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
c

さ
て

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

エ
ッ
サ
!
の
表
現
を
も

っ
て
す
れ
ば
、

ま
さ
に
こ
こ
に
い
た
っ
て

λ
責
任
保
険
の
前
提
と
し
て
の
)
民
事
責
任
で
は
な
く
、
責
任
保
険
そ
の
も
の
が
前
面
に
あ
ら



説

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
こ
こ
に
、
保
険
保
護
に
よ
る
責
任
法
(
不
法
行
為
法
〉
の
置
換
え
、

一
九
六
五
年
に
有
力
な
反
対
が
あ
っ
た
に

つ
ま
り
災
害
保
険

~t法24(3 ・ 64)482

E千メ込
olffJ 

化
の
端
初
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
責
任
保
険
の
質
的
変
化
は
、

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
自
動
車
保
有
者
の
義
務
保
険
に
関
す
る
変
更
の
た
め
の
法
律
」
で
保
険
者
に
対
す
る
直
接
請
求
権
が
第
三
者
で
あ
る
被

さ
ら
に
一
段
と
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

害
者
に
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
の
ベ
た
責
任
保
険
の
構
造
的
な
整
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
契
約
上
な
お
被
害
者
を
保
護
で
き
な
い
場
合
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
正
当
権
限
の
な
い
運
転
者
を
被
保
険
者
の
範
囲
に
含
め
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

加
害
者
の
未
発
見
、
保
険
者
の
支
払
不
能
、
法
規
に
反
し
て
保
険
契
約
が
全
く
締
結
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
被
害
者
を
保
護
し
う
る
た
め
に
は
、
責
任
保
険
の
ほ
か
に
な
ん
ら
か
の
補
助
制
度
を
も
う
け
る
必
要
が
あ

ド
イ
ツ
も
故
低
強
制
保
険
額
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
「
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
の
た
め
の
補
償
基
金
」
に
対
す
る
法
律
に

も
と
づ
く
補
償
請
求
権
を
被
害
者
に
与
え
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

る
。
事
実
、

(

ハ

)

以
上
の
考
察
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
動
車
責
任
保
険
は
そ
の
補
助

制
度
と
あ
い
ま
っ
て
著
し
い
変
容
を
と
げ
、
責
任
保
険
の
当
初
の
性
格
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
保
険
と
い
え
ど
も
加
害
者
の
損
害
賠
償
義
務
を
填
補
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
法
技
術
的
に
は
決
し
て
被
害
者
の

た
め
の
保
険
と
言
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
責
任
保
険
の
構
造
的
変
化
を
促
が
し
た
も
の
は
、
主
と
し
て
被
害
者
保
護
と
い

う
視
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
機
能
的
に
は
す
で
に
、
自
動
車
責
任
保
険
は
交
通
被
害
者
の
た
め
の
保
険
に
変
質
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
は
、
名
実
と
も
に
、
民
事
責
任
を
止
揚
す
る
保
障
義
務
の
観
念
の
実
現
、

つ
ま
り
民
事
責

任
の
損
害
填
柄
的
機
能
は
完
全
に
保
険
保
護
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
責
任
保
険
の
必
然
的
六
歩
み

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



ろ
う
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
と
し
て
も
、
責
任
の
有
無
よ
り
も
、
保
険
に
よ
る
保
護
が
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
の
み
関
心
を
向
け
が
ち
と
な

/¥  

¥J  

さ
て
、
責
任
保
険
の
こ
う
し
た
変
質
は
、
現
実
に
も
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
責
任
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ

り
、
で
き
る
だ
け
被
害
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
責
任
関
係
は
、
た
ん
に
責
任
保
険
を

維
持
し
て
い
る
が
た
め
に
必
要
な
論
理
的
つ
じ
つ
ま
を
合
せ
る
偽
装
手
段
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
え
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
い
う
責
任
保
険
の
実
際
的
な
機
能
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
検
討
し
た
保
有
者
責
任
に
よ
る
免
責
の
積
極
的

か
え
っ
て
、
裁
判
所
の
判
断
が
責
任
保
険
に
左
右
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
法
的
不
安
定
性
を
招
く

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
責
任
保
険
の
影
響
を
判
例
に
よ
っ
て
や
や
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

意
義
は
疑
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
し
、

)
 

1
 

(
 

自動車事故による損害の補償

(
1
)
 
責
任
保
険
に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
も
近
年
相
当
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
本
稿
の
以
下
の
叙
述
も
、
こ
と
に
、
西
島
梅
治
・
責
任
保
険
法
の
研
究
、

同
・
責
任
保
険
テ
キ
ス
ト
・
損
害
保
険
事
業
研
究
所
、
中
西
正
明
「
義
務
的
責
任
保
険
法
の
論
理
と
技
術
」
生
命
保
険
文
化
研
究
所
報
七
号
、
野
田

良
之
「
フ
ラ
ン
ス
の
責
任
保
険
法
」
法
協
五
六
巻
て
二
、
三
、
四
号
の
諸
論
稿
か
ら
多
く
の
教
え
を
受
け
て
い
る
。
紙
面
を
借
り
て
感
謝
申
し
あ

げ
る
次
第
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
不
法
行
為
責
任
と
責
任
保
険
の
結
び
つ
き
は
被
害
者
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

貝

2
g
p
同

R
B
ω
h
g
g
吋

E
E
n
k
r
n
i
L
g
g
w
ル
ロ
〈

2
2ユ
ロ
四
件
E
ι
G
』

E
Z
E
L列。『
2
E
E四
吋

2
5丹

OFω
者
i

(
一
田
町
田

γ
↓

N白
'

た
と
え
ば
、
小
町
谷
操
三
「
保
険
制
度
が
民
事
責
任
に
及
ぼ
す
影
響
」
田
中
先
生
還
暦
記
念
・
商
法
の
基
本
問
題
(
昭
二
七
〉
コ
二
四
頁
、
野
田
・

前
掲
・
法
協
五
六
巻
一
号
二
六
夏
、
三
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

ド
イ
ツ
法
で
は
、
こ
の
場
合
の
保
険
者
の
免
責
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
危
険
制
限
〈
m
E
E
r
g
n
r
g口
間
口
口
問

w
H
N
2
P
S
E
m
S
Z
}句
)
と
呼
ば
れ
、

普
通
、
保
険
者
免
責
と
い
わ
れ
る
も
の
は
オ
プ
リ
l
ゲ

γ
ハ
イ
ト
違
反
な
ど
に
よ
り
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

伊
沢
孝
平
「
責
任
保
険
の
発
展
と
過
失
の
付
保
」
法
学
二

O
巻
四
号
、
四

O
一一一

l
四
一
七
頁
参
照
。

強
制
化
の
重
要
な
先
駆
を
な
す
も
の
は
、
ス
イ
ス
の
カ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
自
動
車
お
よ
び
自
転
車
の
交
通
に
関
す
る
統
一
令
に
つ
い
て

の
協
定
一
一
条
(
町
内
g
r
o
H含
g
z
r
R
$
5
2ロ
Z
E
R
Z
ぐ
2
0丘
口

5
四

r
Z沼町内
E門

7
-
S
ぐ
司
ぽ
可

E
仲
宮
♀

2
p
r
ロ
2
m
g
=ロ
L
F
Y司
E
2ロ
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〈

2
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3
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〈

4
)

(
5
)
 

(
6
)
 



説言命

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9〉

S
E
吋・

4
・
5
-
さ
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
れ
以
来
強
制
保
険
は
漸
次
世
界
的
に
普
及
す
る
に
い
た
る
。
品
-
J

〈
臣
官
官
ケ
一
由
民
w

吋
E
P
N印・

中
西
・
前
掲
一

O
八
頁
。

中
西
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
，
障
法
一
四
条
に
つ
い
て
」
民
商
四
二
巻
四
号
四

O
兵
参
照
。

そ
の
他
の
被
害
者
保
護
規
定
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
野
田
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
動
車
交
通
訟
の
改
正
と
義
務
保
険
制
度
の
創
設
」
法
協
五
八

巻
一
二
H
V
に
く
わ
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
厳
密
に
は
、
義
務
保
険
(
百
一
一
円
E
2
2口
7
2
5巴
と
強
制
保
険

(
N
3
3問
m
Z
E
n
Y
2
5四
)
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
野
田
・

前
掲
六
四
頁
。

何
由
巾
ア
。
門
戸
口
丘
山
田
ゆ
ロ
己
ロ
ハ
山
岡
山
口
7
i
円「}口口
m
L
q
の
え
位
}
戸
三
口
口
問
ω
一戸町民宮口問(一回目白
)
L
ω
一-

宮
三

-
F
Z
仏
段
目
え
ι
7
2口問

2
5
m
a
m
g
g
容の
r
t
ι
2
ロコ件仲間。

R
E会開門
2H
問
。
問
。
ロ
ハ
古
町
長
五
百
ケ
寸
g
-
n
r
2
2・
E
m
r
2
8
L
σ
3
2

主
2
F
ω
E
ω
宮
古
『
守
口

Z
Z
E
n
r
a
c口開祖

3
官町。
}
2
2
m円
円
サ
ロ

2
5
m
印
N
(一回目
ω)
込
O
U
R
-

直
接
請
求
権
に
つ
い
て
は
こ
と
に
、
西
島
梅
治
教
授
の
一
連
の
精
h
M
的
な
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
被
害
者
の
直
接
請
求
権
付
的
国
」
支

任
保
険
テ
キ
ス
ト
八
三
京
以
下
。
た
だ
し
直
接
請
求
権
の
導
入
に
よ
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
危
険
制
限
〈
た
と
え
ば
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
)
に
あ
た
る

場
合
に
は
、
被
害
者
は
依
然
と
し
て
責
任
保
険
に
よ
る
填
捕
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

opcz-
〈
日
丘
町
宮
町
g
m
ω
Z
ユg
m師向。
m
a
p
-
∞
〉
己
戸

〈一勾
O

〉、

g
p
w
。
♀
N
H
K
E
L君。
r
p
U庁
∞
件
。
-
一
戸
口
開
会
出
の
ゆ
R
F里町
m
Z
E
E門町
M内

TUHMM
ロ
2
g
同

S
P
E
Y
R
E
m
-町民
82Hnr円〈耳切
Hnrσ
門戸
=mωi

閃

2
a
N
〈
O
B
印
・
〉
官
二
一

ugw
〈
3
m
一一

-ω
日
『
・
な
お
、
直
接
請
求
権
の
導
入
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
は
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
の

た
め
の
ド
イ
ツ
の
過
去
の
諮
提
案
は
主
と
し
て
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
提
案
の

多
く
は
ジ

l
ク
が
〉
「
自
由
。
門
戸
間
口
宮
町
民
民
営
口
問
活
H

月
定
と
い
う
よ
う
に
、
責
任
関
係
を
維
持
し
た
ま
ま
被
害
者
の
保
護
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た

OA---
包
括
噌
出
え
E
Z自
由
2
2品
合
同
各
〈
日
巴
各
2
5岡田口
E
F
N
E初
二

ω
C
8
5
・
自
民
'
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、

た
と
え
ば
、
憲
三

p
o
z
d
z
z古
含
品
岳
町
民
広
石
宗
門
ゲ
て
g
H
n
Z
Eロ
mw
】巧

-SA-
一
日
町
民
そ
の
他
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、

のんと。

E
g
p
g
『『
J

一
一
吋
町
内
・
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
提
案
の
意
凶
は
、
立
法
上
、
直
接
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
実
視
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
が
テ
!
マ
と
す
る
保
険
保
護
に
よ
る
責
任
の
置
換
え
は
、
〈
2
骨
E
m
g
L
R
Zえ
宮
口
四
月
円
見
片
N
に
あ
た
る
。
こ
れ
が
現

在
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
自
賠
法
は
成
立
当
初
か
ら
直
接
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
十
分
な
議
論
の

絞
み
荒
ね
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
機
能
的
に
は
す
で
に
災
害
保
険
的
な
役
割
を
お
り
こ
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

~tìlâ4(3 ・ 66)484

〈問〉
(
日
)

〔ロ)
(日〉
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(
 

自動車事故による損害の補償

(
川
門
)

意
味
を
積
極
的
に
↓
評
価
す
る
な
ら
ば
、
本
格
的
な
交
通
災
害
保
険
の
実
現
に
い
た
る
ま
で
の
過
創
刊
は
、
わ
が
悶
で
は
比
較
的
近
い
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

野
間
・
前
掲
・
六
八
民
、
八
三
l
八
四
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
理
論
的
な
当
一
台
は
別
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
立
法
に
よ
っ
て
解

決
し
て
い
る
。
ゅ
-
耳
目
〈
耳
切
O
F
D
L
2
m，

E
E口問〈
O
B
印

'
h
f
s
g
h
o切
戸

-

N

一ω
・

何
コ
片
足

E
岳
町
口
口
町
民
自
伝
{
奇

ω円
E
L
3
2
ω
烈

E
P
E
Z
N
E
m
zロ
{p--E-

∞2
5ア
吋
∞
∞
コ
・
わ
が
同
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
の
白
動
車
損
害
賠

償
保
障
事
業
が
w

」
れ
に
あ
た
る
。

〈
・
国
守
司
ぬ
ケ
品
目
・
な
お
、
穴
2
さ
p
c古
口
広
・
官
一

N
?
Z
E
E
-
E
F口
-
Z
E
E口問仏
2
同州民
S
2
R
E
Z門
丘
町
一
出
門
戸
口
問
自
『
L
Z
出
色
丹

Emw
〈
命
日
月

一
山
市
山

U
-
M
U印
・

野
田
「
フ
ラ
ン
ス
の
責
任
保
険
法
ハ
門
」
法
協
五
六
巻
一
号
二
四
長
。
こ
の
考
え
方
の
萌
芽
は
、
杉
山
由
次
郎
「
例
国
不
法
行
為
法
の
中
心
問
題
」
法

協
五
二
巻
一
二
万
一
八
九
頁
に
見
ら
れ
る
。

責
任
保
険
の
普
及
(
保
険
者
の
登
場
)
は
、
ま
さ
に
、
損
失
を
負
担
す
る
の
は
被
害
者
か
加
害
者
か
と
い
う
民
事
責
任
上
の
選
択
を
こ
え
て
他
の
可

能
な
解
決
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
穴

2
gミ
。
行
B
E
z
-
-
U丘町
p
o
g♀
5
P
N勾
・
つ
ま
り
、
責
任
問
題
は
損
害
分
配
の
問
題
と
化

し
、
樹
害
賠
償
義
務
は
非
常
支
出
で
は
な
く
一
般
経
費
(
保
険
料
〉
と
な
っ
た
ハ
個
人
責
任
の
社
会
的
責
任
へ
の
転
化
〉
。
伊
沢
孝
平
「
責
任
保
険
の

発
展
と
そ
の
止
揚
l
損
害
賠
償
の
社
会
化
j
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
中
(
昭
一
二
三
)
五
六

O
頁。

〈
巨
宅
。

-Lロ丹
2
B
E
E
F
開
口
言
-
円

r-S四
件
。
邑

2
5ロ
母
ωω
円
E
母
5
5
F
Z
g
一回目白唱団∞
ω

(
日
)

(

山

山

)

(
げ
〉

(
同
)

(
悶
)

(2) 

責
任
保
険
の
影
響

(イ〉

責
任
保
険
の
責
任
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
保
険
思
想
(
ぐ
2
巳

n
T
2
c口
問
団
関
内
円
山
田
ロ
宮
)
の
個
別
的
な
具
体
化
と
も
い
え
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
視
し
て
は
不
法
行
為
法
(
保
有
者
責
任
)
を
論
じ
え
な
い
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
責
任
保
険
に
と
っ
て
伝
統
的
な
分
離
の
原
理

(
4
5ロロ

ca若
江
E
G
)
に
よ
れ
ば
、
責
任
保
険
の
存
在
は
責
任
関
係
に
影
響

を
及
ぼ
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
は
個
別
的
に
責
任
保
険
が
責
任
問
題
を
左
右
し
た
と
お
も
わ
れ

北法24(3・67)485

る
判
例
が
相
次
い
で
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
白
で
単
純
な
こ
の
法
原
則
も
今
や
動
揺
さ
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
さ
え
い



説

門

3
〉

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
こ
と
に
構
造
的
に
被
害
者
保
護
が
岡
ら
れ
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
集
団
の
保
険
に
よ
る
危
険
分
散
の
考

〈

4
〕

え
方
が
徹
底
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
自
動
車
責
任
保
険
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
保
有
者
責
任
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
律
構
成
(
免
責
根
拠
)
に
、
換
言
す
れ
ば
民
事
責
任
の
認
定
そ
の
も
の

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
影
響
は
、
や
が
て
民
事
責
任
の
内
容
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る

〔

6
〉

で
あ
ろ
う
G

こ
の
側
面
に
お
け
る
影
響
は
、
理
論
的
に
は
も
ち
ろ
ん
最
も
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
影
響
は

裁
判
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
間
接
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
民
事
責
任
を
強
化
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
の

は
っ
き
り
と
う
か
が
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
具
体
的
な
影
響
が
問
題

論

が
普
通
で
あ
り
、
判
例
そ
の
も
の
か
ら
は
、

と
な
り
う
る
の
は
、

ま
ず
、
主
と
し
て
政
策
的
な
理
由
か
ら
保
有
者
責
任
に
保
護
範
囲
の
制
限
が
お
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
も
っ
と
も
緊
急
の
保
護
を
必
要
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
現
行
の
危
険
責
任
の
欠
陥
(
請
求
権
の
欠
如
)
を
補
充
す
る
と
い
う
立
場

か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
モ
れ
は
な
か
ん
ず
く
同
乗
者
の
仇
部
と
無
権
限
運
転
が
な
さ
れ
た
場
合
の
被
害
者
の
保
護
で
あ
る
Q

こ

こ
で
は
、
責
任
保
険
は
、
法
文
上
の
制
限
を
取
り
払
う
と
い
う
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
責
任
保
険
は
損
害
賠
償
の

範
囲
を
拡
大
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
慰
謝
料
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
八
二
九
条
の
い
わ
ゆ
る
衡
平
責
任

(
E
E
m
r巳
岳
民
吉
ロ
巴

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
責
任
保
険
の
影
響
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
法
秩
序
に
よ
る
保
護
を
乗
り

こ
え
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
各
国
の
自
動
車
責
任
法
の
も
っ
と
も
先
端
的
問
題
が
突
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で

つ
、
ぎ
に
、
若
干
の
判
例
を
紹
介
し
な
が
ら
論
述
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

?(i〉官

具
体
的
展
開

同
乗
者
の
保
護

ま
ず
、

一
般
的
に
同
乗
者
の
保
護
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
ニ

ω(ハ
)
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
道
路
交
通
法
に
よ
れ

北法24(3・68)486



ば
、
無
償
の
同
乗
者
ま
た
は
有
償
で
は
あ
る
が
営
業
と
し
て
運
送
さ
れ
て
い
な
い
者
に
た
い
し
て
は
保
有
者
責
任
に
よ
る
保
護
は
排
斥
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
運
転
者
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
不
法
行
為
責
任
を
追
求
す
る
余
地
は

詰
問
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
動
車
に
同
乗
す
る
さ
い
の
好
意
ま
た
は
無
償
性
、
あ
る
い
は
運
転
者
と
同
乗
者
と
の
特
別
の
関
係
な
ど
の

た
め
、
た
と
え
過
失
が
あ
る
場
合
に
も
被
害
者
が
賠
償
請
求
権
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
に

も
、
加
害
者
が
責
任
保
険
に
よ
る
填
補
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
同
乗
の
際
の
特
殊
事
情
か
ら
生
ず
る
責
任
制
限
を
は
ず
し

て
被
害
者
を
保
護
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
問
題
を
肯
定
す
る
判
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

自動車事故による損害の補償 (1) 

〔

1
〕
∞
の
出
呂
田
ω
・
ω
・
印
一
切
の
出

N
2・
5m-

〔
事
実
〕
政
府
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
て
い
た
全
一
ド
イ
ツ
自
動
車
ク
ラ
ブ
じ
よ
る
長
距
離
耐
久
試
験
運
転
レ
l
ス
(
N
Z
S叶

Z
E
m
g
F
t
r
r
φ
に
事
故
当

時
二
八
才
で
あ
っ
た
原
告
は
第
一
運
転
者
、
原
告
と
親
戚
関
係
に
あ
る
二
九
才
の
被
告
は
第
二
運
転
者
と
し
て
参
加
し
た
が
、
使
用
車
は
被
告
の
フ

ィ
ア
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の

V
1
ス
で
は
、
交
通
法
規
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
に
は
無
条
件
に
失
格
と
な
り
、
損
害
が
生
じ
た
場
合
の
民
事
上
お
よ

び
刑
法
上
の
責
任
は
主
催
者
に
訴
求
し
え
ず
参
加
者
は
自
分
で
負
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
レ
ー
ス
の
途
中
で
運
転
を
引
き

継
い
だ
被
告
は
、
四
五
度
の
右
カ
i
ヴ
を
え
が
き
湿
気
を
帯
び
て
い
る
た
め
滑
り
や
す
い
車
道
で
自
動
車
を
操
縦
し
え
な
く
な
り
、
自
動
車
は
ス
リ

ミ
ア
し
た
後
に
樹
木
に
衝
突
し
た
の
で
原
告
は
重
傷
を
負
っ
た
。
被
告
は
過
失
に
よ
る
身
体
傷
害
を
理
由
と
し
て
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
本

訴
で
原
告
は
被
告
の
重
過
失
を
非
難
し
た
が
、
他
方
被
告
も
、
た
と
え
過
失
が
あ
る
と
し
て
も
契
約
に
よ
る
黙
示
の
責
任
排
斥
、
ま
た
は
原
告
の
自

己
危
険
の
行
為
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
と
す
る
。
第
一
審
、
第
二
審
の
い
ず
れ
も
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
連
邦
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
容
し
た
。
判
出
円
は

ま
ず
、
被
告
に
過
失
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
不
法
行
為
責
任
を
制
限
す
る
よ
う
な
黙
示
の
合
意
が
存
在
す
る
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
次
の

よ
う
に
い
う
。

〔
理
由
〕
(
被
告
が
主
張
す
る
責
任
排
斥
の
合
意
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
〉
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
は
当
事
者
の
正
当
利
益
に
介

致
し
な
い
と
い
う
観
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
意
は
、
通
常
の
責
任
保
険
お
よ
び
高
速
道
路
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
補
足
的
責
任
保
険
の
保

護
を
か
な
り
の
程
度
に
無
価
値
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
件
の
如
き
ス
ポ
ー
ツ
競
技
へ
の
参
加
は
当
事
者
の
組
合
契
約

(の
2
E
m
rえ
Z
Zユ
自
問
〉
と
は
な
ら
な
い
の
で
民
法
七

O
八
条
の
責
任
緩
和
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
原
告
に
自
己
過
失
の
非
難
が
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あ
た
る
と
も
い
え
な
い
。
そ
こ
で
本
件
で
は
、
長
距
離
耐
久
試
験
運
転
v
l
ス
と
い
う
特
別
の
性
格
か
ら
責
任
免
除
あ
る
い
は
武
任
緩
和
が
生
じ
る

の
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
本
件
は
監
視
さ
れ
た
レ
1

ス
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
発
生
し

た
損
害
が
、
法
律
に
よ
る
責
任
保
険
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
責
任
保
険
で
な
く
と
も
本
件
の
如
き
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
は
通
常
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る

特
別
の
責
任
保
険
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

F

」
の
損
害
が
加
害
者
に
不
相
当
な
負
担
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
り

え
な
い
の
で
あ
る
。
反
対
に
控
訴
裁
判
所
が
い
う
よ
う
に
、
原
告
は
自
分
の
不
始
末
か
ら
婦
、
害
を
招
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
不
適
当
な
考
慮
に
よ

っ
て
被
告
の
過
失
に
よ
る
挽
寄
の
補
償
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
衡
平
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
慮
は
危
険
な
自
動
車

レ
i
ス
や
命
知
ら
ず
の
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
は
適
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
十
本
件
の
如
き
長
距
離
耐
久
試
験
運
転
レ
i
ス
に
は
あ
て
は
ま

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
原
告
の
請
求
が
信
義
則
違
反
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

=::b. 
d同

以
上
の
よ
う
な
判
旨
の
見
解
は
、

る
。

つ
ぎ
の
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
男
女
の
ド
ラ
イ
ブ
中
の
事
故
に
つ
き
、
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い

〔

2
〕
切
の
Z
-
u
g
m
-
N一
u

〈
耳
切
月
一

U
8・
5
∞O

〔
事
実
・
理
由
〕
原
告
は
こ
こ
数
年
来
被
告
の
父
親
(
被
相
続
人
)
と
親
滑
な
関
係
を
た
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
父
親
の
乗
用
車
で
ト
ラ
イ
ヴ
中
父
親

の
不
注
意
か
ら
交
通
事
放
が
生
じ
た
。
原
告
は
重
傷
を
負
い
そ
の
傷
は
外
見
上
い
ま
な
お
残
っ
て
い
る
が
、
父
親
は
事
故
の
三
日
後
に
死
亡
し
て
い

る
。
そ
こ
で
原
告
は
父
親
の
共
同
相
続
人
で
あ
る
被
告
に
慰
謝
料
そ
の
他
を
請
求
し
た
が
被
告
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
抗
弁
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原

告
は
父
親
と
親
寓
な
関
係
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
父
親
の
家
庭
に
侵
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
家
族
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
伝

義
則
に
反
す
る
。
さ
ら
に
、
原
告
は
縦
続
的
に
相
当
の
金
銭
を
得
て
お
り
、
し
か
も
住
居
を
も
与
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
に
あ
る
。

判
旨
は
、
事
実
関
係
の
う
え
で
父
親
の
重
過
失
を
認
定
し
て
い
る
が
、
責
任
放
楽
契
約
が
存
在
し
な
い
と
述
べ
る
関
連
に
お
い
て
責
任
保
険
に
-
一
一
パ

及
し
、
結
局
、
〔
1
〕
判
決
と
同
じ
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

つ
ぎ
の
判
決
も
同
旨
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
同
乗
し
て
い
た
営
業
上
の
知
人
の
事
故
に
つ
き
責
任
放
棄
の
性
質
と
責
任
保
険

の
意
義
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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〔

3
〕
切
の
出
一
回
目
印
一
0

・
M
m

一
〈
ぬ
円
m
問
呂
田
町
u

さ・

〔
事
実
〕
営
業
上
の
理
由
か
ら
被
告
の
乗
用
車
に
同
乗
し
て
い
た
知
人
の
一
人
が
交
通
事
故
の
た
め
別
立
日
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
知
人
の
安
と
子
供

が
共
同
原
告
と
し
て
被
告
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
一
部
が
認
容
さ
れ
た
。

〔
理
由
〕
同
乗
者
は
明
示
的
に
も
、
ま
た
黙
示
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
も
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
が
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
同
乗
者
の
態
度
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
か
ら
判
断
し
て
、
放
棄
の
た
め
の
十
分
な
根
拠
、
か
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
放
棄
を
理
由
づ
け
る
も
の
と
し
て
好
意
な
い
し
当
事
者
間
に
存
在
す
る
近
街
な
関
係
が
援
用
さ
れ
る
に
す
、
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
根
拠

は
い
ま
だ
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
事
故
の
当
事
者
で
あ
る
三
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
建
築
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
職
業
上
の
利
益
を

通
じ
て
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
に
、
過
去
に
も
共
同
で
自
動
車
を
運
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
、
被
告
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
は
、
被
告
は
も
と

も
と
鉄
道
で
日
的
地
に
行
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
被
害
者
で
あ
る
知
人
が
白
分
の
利
益
を
主
張
し
た
た
め
に
や
む
を
え
ず
被
告
の
自
動
車
が
利

用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
被
告
の
い
う
と
こ
ろ
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
知
人
は
経
過
失
を
理
由
と
し
て
被
告
に
請
求
す
る
こ

と
を
黙
示
に
放
棄
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
被
告
は
責
任
保
険
を
か
け
て
お
り
、
そ
の
う
え
、
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
は
当
事
者

の
正
当
利
益
に
も
矛
盾
す
る
だ
け
に
な
お
さ
ら
、
黙
示
の
責
任
放
棄
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

自動車事故による損害の補償 (1)

と
こ
ろ
で
以
上
の
諸
判
例
は
い
ず
れ
も
同
乗
者
を
保
護
す
る
た
め
に
責
任
保
険
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主

旨
は
消
極
的
に
も
次
の
判
決
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
継
父
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
保

険
保
護
が
欠
如
す
る
場
合
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔

4

〕。F
O
ω
宮
立
岡
山
叶
同
一
山
田

ω
・
吋
・

3
一Z
』巧

3
2・
芯
吋
・

〔
事
実
〕
原
告
女
が
継
父
の
運
転
す
る
乗
用
車
に
同
乗
し
て
い
た
際
に
、
合
衆
国
軍
隊
の
貨
物
自
動
車
に
衝
突
し
、
原
告
は
負
傷
し
た
。
民
法
八
三
九

条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
原
告
が
国
に
責
任
を
追
求
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
他
の
手
段
か
ら
は
損
害
賠
償
、
か
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い

る
。
本
件
に
お
い
て
は
こ
の
関
連
に
お
い
て
継
親
子
問
の
損
害
賠
償
一
請
求
権
の
有
無
が
争
わ
れ
た
が
、
判
旨
は
次
の
よ
う
に
黙
示
の
責
任
排
斥
が
合

意
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

〔
理
由
〕
継
父
に
よ
っ
て
事
実
上
扶
養
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
中
で
生
活
し
て
い
る
継
子
が
継
父
の
自
動
車
に
好
意
同
乗
す
る
場
合
に
は
、
保
険
保
護
が
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存
在
し
な
い
か
ぎ
り
そ
の
遂
行
に
参
加
し
た
と
い
う
だ
け
で
す
で
に
軽
過
失
に
た
い
す
る
責
任
追
求
を
放
棄
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
次
の
場
合
に

も
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
会
社
が
現
に
填
補
義
務
を
拒
否
し
て
い
る
た
め
に
(
保
険
会
社
は
、
継
父
に
過
失
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
保
険
者
免
責
を
定
め
る
自
動
車
保
険
約
款
の
親
族
条
項
抑
二
守
主
肢
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
、
継
父
が
そ
の
疑
わ
し
い
権
利
状

態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
費
用
が
か
か
り
し
か
も
危
険
に
み
ち
た
保
険
訴
訟
を
提
起
す
る
か
、
ま
た
は
損
害
を
自
分
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な

〈

8
】

ら
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

Z命

さ
て
、
右
の
諸
判
例
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
保
険
保
護
の
有
無
は
責
任
の
基
礎
づ
け
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
見
解
が
判
例
上
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
連

邦
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
保
険
保
護
が
欠
如
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
乗
者
に
た
い
す
る
運
転
者
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
い

る。
〔

5
〕
∞
の
E
-
回目印

N
-
u
-
〈
耳
均
一
回
目
印
w
会
町
一

Z
]宅
一
u
g
w

一

Da-

〔
事
実
・
理
由
〕
原
告
は
婚
約
者
に
会
う
た
め
に
蛍
業
上
の
自
動
車
賃
貸
人
で
あ
る
被
告
か
ら
乗
用
車
を
借
り
た
が
、
原
告
の
招
き
に
よ
っ
て
原
告
の

兄
弟
、
姉
お
よ
び
そ
の
夫
も
同
乗
し
て
い
た
。
そ
の
途
中
、
自
動
車
の
ス
リ
ァ
プ
事
故
に
よ
り
姉
は
重
傷
を
受
け
た
。

賃
借
自
動
車
の
保
険
保
護
の
問
題
が
争
わ
れ
た
さ
い
に
、
こ
の
自
動
車
は
賃
借
入
が
運
転
者
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
は
保
険
に
付
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
た
め
に
保
険
会
社
は
約
款
の
使
用
条
項
違
反
を
あ
げ
て
損
害
の
境
補
を
拒
否
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
後
、
原
告
の

姉
に
治
養
費
を
支
払
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
社
会
保
険
者
が
原
告
に
求
償
し
て
き
た
た
め
に
、
原
告
は
七

0
0
マ
ル
ク
の
支
払
義
務
を
負
相
一
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
本
訴
で
、
こ
の
負
担
か
ら
生
じ
た
鼠
害
賠
償
を
被
告
に
請
求
す
る
に
い
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
被
告
は
自
分
の
過
失

か
ら
、
自
動
車
の
使
用
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
に
た
い
し
て
十
分
に
保
険
を
か
け
て
い
な
い
自
動
車
を
原
告
に
賃
貸
し
た
が
た
め
に
、
そ
の
損
害
を

原
告
が
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
で
原
告
の
請
求
が
認
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
運
転
者
が
現
実
に
損
害
を
受
け
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
原
告
で
あ
る

運
転
者
と
姉
と
の
間
の
不
法
行
為
責
任
の
有
無
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
の
主
た
る
争
点
は
姉
の
自
己
過
失
で
あ
っ
た

が
、
結
局
運
転
者
に
損
害
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
木
訴
の
請
求
を
棄
却
し
た
控
訴
判
決
は
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
破
楽
差
一
反
さ
れ
る
こ
と
に
な
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と
こ
ろ
で
本
件
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
訴
を
認
容
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
同
乗
者
に
対
す
る
運
転
者
の
責
任
が
肯
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
や
や
複
雑
な
事
案
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

一
見
す
れ
ば
、
本
件
は
保
険
保
護
の
欠
如
を
問
題
に
し

て
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
以
上
の
諸
判
例
の
趣
旨
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
運
転
者
は
結
局
損
害
を
自
分
で
負
担
す
る
必
要
は
な
く
第
三
者
(
自
動
車
賃
貸
人
)
に
求
償
可
能
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
原
告
は
、
保
険
保
護
が
欠
如
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
外
的
に
自
己
の
損
害
を
填
補
す

る
他
の
手
段
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
件
は
保
険
保
護
の
有
無
を
問
題
と
す
る
背
後
の
実
質
的
理
由
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
本
件
は
、
既
述
の
諸
判
例
の
見
解
を
よ
り
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る

と
会
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
実
質
的
な
判
断
と
い
う
意
味
で
、
親
子
聞
の
責
任
排
斥
に
関
す
る
判
例
を
今

)
 

-(
 

一
つ
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

自動車事故による加害の補償

〔

6
〕
∞
の
回
一
回
目
↓
・
由
・

5
u
〈
耳
切
岡
山
石
田
ケ
∞
品
目
・

〔
事
実
〕
事
故
当
時
一
九
才
で
あ
っ
た
被
告
が
建
築
家
で
あ
る
父
親
の
釆
別
併
を
逆
転
中
貨
物
自
動
車
と
衝
突
し
、
同
乗
し
て
い
た
父
親
お
よ
び
姉
妹

が
死
亡
し
た
。
原
告
は
こ
の
父
親
の
二
度
目
の
婚
姻
か
ら
生
れ
た
子
供
で
あ
り
、
父
親
に
た
い
す
る
自
己
の
扶
養
請
求
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
被
令

に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
前
審
に
お
け
る
原
告
勝
訴
の
判
決
は
述
邦
裁
判
所
に
よ
っ
て
破
棄
差
一
反
さ
れ
た
。
判
旨
に
よ
れ
ば
原
告
の
如
き
間
接
被

害
者
の
請
求
権
(
民
法
八
四
四
条
)
か
ら
は
直
接
の
被
害
者
(
父
親
〉
が
持
つ
で
あ
ろ
う
以
上
の
権
利
は
生
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
件
で
は
、

扶
養
請
求
権
の
侵
害
に
関
す
る
争
い
の
前
提
と
し
て
父
子
間
の
責
任
排
斥
の
有
無
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
判
旨
は
、
被
告
に
は

過
失
が
あ
る
が
父
親
に
は
協
働
過
失
が
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
京
任
保
険
の
問
題
な
ど
を
考
慮
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

北法24(3・73)491



説

〔
理
由
〕
事
故
の
事
情
、
家
族
関
係
、
原
告
な
ら
び
に
被
告
の
経
済
状
態
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
被
告
と
父
親
と
の
親
子
問
の
責
任
追
求
は
信
義

則
違
反
を
理
由
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
利
益
状
態
を
正
し
く
考

察
す
る
な
ら
ば
、
立
任
保
険
の
存
在
は
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
に
対
抗
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
対
に
、
加
害
者
に
と
っ
て
保
険
保
護
が
欠
如
し

て
い
る
場
合
に
は
、
と
く
に
被
害
者
が
生
命
お
よ
び
事
故
保
険
に
よ
る
そ
の
他
の
十
分
な
補
償
を
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
財
産
の
な
い
加
害
者
は
免
沢
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
被
告
に
軽
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
し
た

が
っ
て
被
告
、
が
い
う
よ
う
に
、
責
任
保
険
に
よ
る
填
補
が
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
責
任
問
題
の
評
価
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
経
済
状
態

に
つ
い
て
、
責
任
保
険
以
外
の
主
張
を
特
別
に
詳
し
く
吟
味
す
る
必
要
、
が
あ
る
。
全
体
的
な
経
済
状
況
の
評
価
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
「
原
併
の
母

親
」
に
た
い
す
る
遺
↓
一
二
口
に
よ
る
会
相
続
財
産
の
分
配
の
本
昂
設
と
日
的
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
父
親
の
二
度
目
の
婚
捌
か
ら
生
れ

た
原
告
の
扶
養
が
以
前
と
同
じ
く
父
親
の
財
産
で
保
証
さ
れ
る
場
合
に
、
さ
ら
に
、
被
告
に
重
い
負
担
を
も
た
ら
す
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
は
決
し

て
承
認
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

ヲノL
d間

さ
て

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
同
乗
者
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
、
責
任
保
険
の
存
在
が
具
体
的
に
顧
慮
さ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る

判
例
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、

こ
れ
ら
の
判
例
の
評
価
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
一
応
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
た

め
に
は
ま
ず
、
こ
の
種
の
事
例
に
関
す
る
従
来
の
判
例
の
展
開
を
知
る
必
要
が
あ
(
向
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う
ま
ず
、
当
事
者
聞
に
明
示
の
責
任
排
斥
契
約
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
ば
あ
い
に
は
そ
れ
ほ
ど
難
か
し
く
は
な
い
。
問
題

は
そ
れ
以
外
の
大
部
分
を
占
め
る
い
わ
ゆ
る
無
償
の
好
意
向
乗
が
お
こ
な
わ
れ
た
ば
あ
い
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
時
に
い
た
っ

5
2
w
A
N
3
は
、
従
来
の
技
巧
的
な

て
連
邦
裁
判
所
(
切
の

Z
E
E
-
ω
・
区
一
回

O
E
N
E
V
ω
u
u
一
切
の

Z
E
E
-
ω
-
E
u
〈

2mH州

法
律
構
成
で
あ
る
、
自
己
危
険
の
行
為
(
回
目
母

-
p
g内
包
宮
日
の
丸
山
「
る
ま
た
は
黙
示
の
責
任
排
斥
契
約
の
合
意

2
5
〉

E
g
y
B刊

巳
ロ
巾
山
田
昨
日
出
円
}
戸
当

2
m巾
ロ
門
】
巾
口
〈
巾
同
門
円
山
∞

-F
円
「
巾
ロ

目白同

E
ロ
m回
目
己
田
町
ロ
ゲ
三
田
町
回
目
〉

に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
と
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
こ

北i'iミ24(3・74)492



と
は
こ
の
種
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

加
害
者
免
責
よ
り
も
む
し
ろ
被
害
者
(
同
乗
者
)

保
護
を
前
提
と
し
て
、
民
法
二
五
四
条
〈
過
失
相
殺
)
の
適
用
を
通
じ
て
当
該
事
件
の
妥
当
な
解
決
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
責

任
保
険
も
こ
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
を
あ
く
ま
で
志
思
表
示
解
釈
の
問
題
と
し
て
把
え
、
責
任
保
険
は
黙
示
の
責

任
放
棄
を
否
定
す
る
た
め
に
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
れ
「
次
に
は
、
(
こ
れ
を
前
提
と
し
て
)
同
乗
者
の
協
働
過
失
の

瓜
認
に
は
具
体
的
な
責
任
保
険
の
存
在
を
理
由
と
し
て
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
た
と
え
過
失
を
否
定
し
え
な
い
ば
あ
い
に
も
被
害
者
の
損

害
賠
償
請
求
権
の
減
縮
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
責
任
保
険
、
が
あ
る
以
上
加
害
者
は
自
分
の
財
布

か
ら
支
払
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
信
義
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
問
題

こ
こ
に
は
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
に
お
け
る
保
険
思
想
〈
〈
巾
弓
忌
巾

E
口
事
官
岳
ロ
宮
〉

実
際
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る

Q

ヵ:

を
積
極
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、

(
b〉

つ
ぎ
に
同
乗
者
の
保
護
を
別
の
角
度
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
、
家
族
お
よ
び
組
合
と
い
う
狭
い
共
同

通
常
自
己
の
た
め
に
用
い
る
注
意
義
務

自動車事故による損得の補償 (1) 

体
内
部
に
お
い
て
は
、
各
成
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
に
た
い
し
て
、

(
り
日
∞
巾

E
U
3
5
2
5
5
 

m
c
z
E
吋

g
u
5
g
w
E
Aに
∞
の
回
)
を
は
ら
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
自
動
車
事
故
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う

な
当
事
者
聞
の
責
任
特
権
(
出
阻
止
ロ
ロ
m号
吾
、
己
巾
何
回

3))
は
責
任
保
険
の
作
伝
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
二
つ
の
論
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
こ
の
責
任
特
権
は
、
当
事
者
が
一
般
の
日
動
車
交
通
に
関
与
し
て
い
た
ば
あ
い
に
は

北法24(3・75)493

あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る

Q

第
二
に
こ
れ
と
は
別
の
保
険
の
観
点
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
責
任
特
権

が
共
同
体
内
部
の
利
益
を
こ
え
て
保
険
者
の
た
め
に
作
用
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
適
用
の
余
地
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
で
あ

る。



説

そ
こ
で
判
例
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
ま
ず
組
合
員
に
関
す
る
判
決
が
あ
る
(
切
の
司
巴

2
・
H
N
・
N
C
h

∞C
Z
N

怠
w

ω
H
3
0
そ
れ
に
よ
れ
ば
連
邦
裁
判
所
は
前
者
の
立
場
か
ら
被
害
者
保
護
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
学
説
は
こ
の
よ
う
な
判
例
の
見
解
に
必
ず
し
も
同
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
説
に
は
判
例
と
は
反
対
に
、

こ
こ
で
も
後
者
の
保
険
保
護
の
側
面
か
ら
積
極
的
に
理
由
づ
け
る
も
の
が
あ
る
と
と
も
問
、
保
険
法
の
立
場
か
ら
は
、
自
動
車
責
任
保
険

は
親
族
お
よ
び
組
合
員
の
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
を
填
補
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
責
任
特
権
を
排
斥
し
え
な
い
と
す
る
主
張
も
あ

る。

ロム
日nu

つ
ぎ
に
、
夫
婦
聞
の
責
任
も
判
例
上
よ
く
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
従
来
、
多
く
の
下
級
審
判
決
に
よ
れ
ば
、
民
法
一
三
五
九
条
の
適

〈

H
a
v

用
を
う
け
て
責
任
が
緩
和
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
明
ら
か
に
、
組
合
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
配
偶
者
の
損

害
賠
償
請
求
権
に
対
す
る
責
任
保
険
の
撰
補
は
通
常
、
自
動
半
保
険
約
款
(
却
口

ZH-A
〉
同
切
〉
で
排
斥
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
判
例
か
ら
す
る
と
こ
の
分
野
で
は
責
任
特
権
の
排
斥
に
お
け
る
保
険
保
護
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
裁
判
所
の
判
断
の
背
後
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、

た
ま
た
ま
当
該
の
具
体
的
事
件
に
お
い
て
(
約
款
上
)
責
任
保
険
の
保
護

が
欠
如
す
る
ば
あ
い
、
が
あ
り
う
る
の
で
、
判
例
の
よ
う
な
消
極
的
見
解
が
と
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
見
解
も
責
任
保
険
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
責
任
関
係
に
影
響
を
持
ち
う
る
、
と
い
う
認
識
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
。無

権
限
運
転
に
お
け
る
保
有
者
責
任

さ
て
、
責
任
保
険
の
影
響
は
、

そ
の
こ
と
が
判
旨
か
ら
明
ら
か
に
窺
え
る
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
害
者
保
護
の
要

請
に
し
た
が
う
た
め
に
危
険
責
任
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
法
文
の
言
葉
的
解
釈
を
こ
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ

:lt11ミ24(3・76)494



ぃ
、
そ
の
判
例
の
評
価
は
責
任
保
険
と
の
関
連
で
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
で
も
し
ば
し
ば
問
題
と
な

る
、
無
権
限
運
転
者
に
よ
る
事
故
に
お
け
る
保
有
者
責
任
が
拡
大
さ
れ
た
次
の
判
決
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

〔

1
〕
切
の
同
一

um--
一-
M
A
h

〈

2
m
m
呂
田
ア

ω
お・

〔
事
実
〕
本
件
自
動
車
(
欠
g
E
4
5
m
g
)
の
保
有
者
で
あ
る
被
告
は
、
こ
の
自
動
車
を
得
意
先
に
商
品
を
運
搬
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
た
。
あ
る

土
曜
日
、
被
告
は
運
転
者
W
が
帰
宅
す
る
さ
い
自
動
車
の
使
用
を
許
し
た
。
と
い
う
の
は
、
W
は
そ
の
夜
非
常
に
遅
く
ま
で
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
う
え
に
、
次
の
月
曜
日
に
一
時
間
ほ
ど
早
く
出
社
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
曜
日
に
W
は
知
人
の
B
と
一
緒
に
そ

の
自
動
車
で
ド
ラ
イ
ヴ
し
、
そ
の
途
中
あ
る
料
理
庖
に
立
ち
寄
っ
て
飲
酒
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
満
足
し
え
な
か
っ
た
の
で
W
は
他
の
底
を
探
す

た
め
に
自
動
車
を
B
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
さ
い
B
は
交
差
点
で
、
小
型
オ
ー
ト
バ
イ
(
玄
S
E
)
を
運
転
し
先
行
権
を
持
っ
て
い
た

原
告
と
衝
突
し
た
。
そ
の
結
果
、
原
告
が
負
傷
す
る
と
と
も
に
そ
の
オ
ー
ト
バ
イ
も
放
出
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
保
有
者
が
第
三
者
に
自
動
車
の
事
実
上
の
支
配
権
能
を
委
ね
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
支
配
権
能
あ

い
ぜ
ん
と
し
て
保
有
者
の
責
任
は
残
る
こ

る
者
が
自
己
の
目
的
に
利
用
す
る
た
め
に
さ
ら
に
他
人
に
そ
の
自
動
車
を
委
ね
た
と
し
て
も
、

)
 

S
A
 

(
 

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
出

O
Z
E
S・
叶
・

ω

一
切
の

Z
N
S
w
s
s
o
保
有
者
責
任
を
著
し
く
拡
大
し
た
こ
の
判
決
は
、
他
の
諸
判
例

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
、
責
任
保
険
者
に
対
す
る
貫
徹
可
能
な
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
の
損
害
負
担
を
避

け
よ
う
と
し
て
い
る
連
邦
裁
判
所
の
願
望
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

別
補
償
範
囲
の
拡
大

責
任
保
険
は
、
加
害
者
の
財
政
的
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
、
責
任
保
険
の
前
提
と
し
て
の
損
害
賠
償

請
求
権
が
例
外
的
に
加
害
者
の
財
産
状
態
に
依
存
す
る
ば
あ
い
に
は
こ
と
に
責
任
保
険
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

北法24(3・77)495
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民
法
八
二
九
条
の
い
わ
ゆ
る
衡
平
責
任

(
切
ニ

t
m
f
g昨
日
}
戸
山
内
門
戸
口
ぬ
)

を
と
り
あ
げ
て
み

て
こ
こ
で
は
過
失
責
任
上
の
慰
謝
料
請
求
権
と
、



説

ょ
う
。(

a
〉

慰
謝
料
請
求
権

さム
長岡

。い∞
C
Z
N
E
W
E
S
は
、
慰
謝
料
請
求
に
あ
た
っ
て
、
加
害
者
の
経
済
状

態
を
評
価
す
る
さ
い
に
責
任
保
険
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
自
動
車
事
故
被
害
者
に
で
き
る
だ
け
確
実
で
十
分
な
補

償
を
与
え
よ
う
と
す
る
自
動
車
責
任
保
険
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
こ
の
判
決
は
も
ち
ろ
ん
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
慰
謝

連
邦
裁
判
所
の
民
事
大
法
廷
判
決
(
切
の
出
呂
田
・
吋

料
請
求
権
に
対
す
る
責
任
保
険
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
慰
謝
料
の
法
的
性
質
か
ら
く
る
理
論
的
疑
問
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
慰
謝
料
請
求
権
の
も
つ
満
足
的
機
能
は
、
あ
く
ま
で
も
加
害
者
と
被
害
者
と
の
聞
の
個
人
的
関
係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る

Q

こ
の
問
題
は
、
自
動
車
責
任
に
お
け
る
辺
失

か
ら
、
保
険
者
は
そ
の
役
割
を
引
き
受
け
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

の
意
義
と
も
関
連
し
て
お
り
、
結
局
は
過
失
責
任
主
義
の
根
本
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
解
決
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
慰
謝
料
請
求
権
を
危
険
責
任
そ
の
も
の
の
保
護
範
囲
に
含
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
こ
れ
は
慰
謝
料
請
求
権
を
過
失
責
任
と
切
り
離
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
動
車
責
任
に
お
い
て
は
伝
統
的

な
過
失
主
義
は
次
第
に
そ
の
本
来
的
意
義
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
合
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
は
理
論
的
に
も
是
認

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
b
)
 
衡
平
責
任
の
問
題

ド
イ
ツ
民
法
八
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
特
に
当
事
者
の
経
済
的
事
情
に
か
ん
が
み
て
衡
平
が
そ
れ
を
要
求
す
る
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
責

任
無
能
力
者
と
い
え
ど
も
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
衡
平
責
任
と
責
任
保
険
に
つ
い
て
は
、
慰
謝
料
請
求
権
の
満
足
的

機
能
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
、
衡
平
責
任
に
お
い
て
は
な
に
よ
り
も
経
済
的
事
情
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
自
動
車
責
任
保
険
の
現
代
的
発
展
か
ら
考
え
て
も
、
責
任
保
険
の
影
響
は
よ
り
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

jヒi'1{24(3・78)496



連
邦
裁
判
所
(
∞
O
Z
E
M吋
・

H
-
H山
口

同

凶

U
m同
N

N
デ

。C)
も
、
自
動
車
運
転
者
が
意
識
喪
失
に
お
ち
い
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
特
に

当
事
者
の
経
済
的
状
態
と
要
求
を
考
慮
す
る
さ
い
に
責
任
保
険
が
一
定
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
は
是
認
で
き
る
、
と
し
て
い

M
P
こ
の
判

決
は
衡
平
責
任
を
結
呆
責
任
に
近
い
も
の
と
考
え
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
衡
平
責
任
が
広
汎
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
自
動
車
被
害
者
に
と
っ
て
も
そ
の
実
益
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
般
不
法
行
為
法
上
の
衡
平
責
任
が
容
易
に
認
容
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
責
任
の
最
高
限
度
額
以
上
の
賠
償
お
よ
び
現
行
の
危
険
責
任
の
填
補
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
慰
謝
料
請
求
権
が
是

認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
衡
平
責
任
は
責
任
保
険
の
影
響
を
う
け
て
ま
す
ま
す
災
害
保
険
的
な
理
念
を
濃
厚
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

)
 

1
 

(
 

品
-J
巧
3

3
・
一
一
二
『
・
。
U
F
E
E
-
二
N

ロ

責
任
保
険
の
影
純
二
般
の
問
題
に
つ
い
て
、

ω月
間
喝
〉
E
m丹E
r
-
5
m
g
【
日
常
田
山

h
q
E
n
T門〈
2
5
r
z
z叩(一
SN)
・∞印『『
J
U
U
コ・

民俗
E
F
回一円
r
z
ュ2
2向
g
《凶作円国民『守『
-Ed同
2
2。Z
E
H
M四
2
『
門
位
。
民
え
Z
コ
四
・
〈
命
日
間
一

U
2
・
包
)

こ
の
責
任
保
険
と
責
任
関
係
の
相
互
作
用
は
、
も
ち
ろ
ん
、
た
ん
に
自
動
車
責
任
保
険
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
一
般
に
任
意
的
責
任
保
険
に

つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
の

ωで
述
べ
た
よ
う
に
、
自
動
車
責
任
保
険
に
お
い
て
は
と
く
に
質
的
変

化
が
著
し
い
た
め
、
特
別
の
意
義
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

円『・吋
EMF
、H，B
コ
戸
口
〉
門
町
三
宮
同
円
。
0
5司↑
g
s
t
D口
5
m，E
ロ口
P
J
3
E
ω
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F
m
m〈(一∞白山¥町田)・一品一品・

国
EJωyσ
ぬ門民俗{丹唱
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F

口一戸片的口「巳
N
門
同
盟
関
g
p
p
Z
N
m
E関戸口一由民
3

5
円目白

E
F
H
2
2
H
W
R
Z
6日
口
吉
日
間
・

E
回
り

p片足
Z
広
三
戸
門
司
プ
ニ
戸
官
官
宮
ふ
プ
ユ
ロ
目

今
回
目
印
〉
い
日
止
は
こ
の
間
題
の
評
価
に
積
極
的
で
あ
る
。
な
お
、
〈
四
f
Z
E
E
-
P
P
0
・
MUω

由。如、

ω
P
O
L
O由民・

ハ
6
a
〉
井
上
靖
雄
「
ト
イ
ツ
に
於
け
る
好
意
同
乗
運
転
の
責
任
問
題
に
つ
い
て
」
近
畿
大
学
比
較
法
政
創
刊
す
(
昭
四
七
)
五
一
真
以
下
参
照
。

(
7
〉
こ
の
親
族
条
項
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
錦
、
害
が
、
保
険
契
約
者
の
家
政
の
中
で
生
活
し
、
且
つ
、
保
険
契
約
者
が
そ
の
者
に
対
し
て

法
律
上
の
義
務
に
基
づ
い
て
事
実
上
扶
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
保
険
契
約
者
の
親
族
に
発
生
し
た
ば
あ
い
に
は
、
保
険
の
填
補
義
務

は
存
在
し
な
い
。
ぐ
悶
f

E
巾

E
W
H
W・
¥
巧
ロ
由
。
君
、
巧
よ

F
え
5
7
2
3正
月
E
Z四
・
穴
2
E
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2
=
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仏
可
欠
S
P〈
2
r
m
r
z
a円巴門戸戸内河口口問(}回目∞
)w
吋〉口町一
-w
明
一
一
〉
穴
∞
∞
E
d
-
h
h
h
・

な
お
、
〈
-
Z
G司内ア

N日
出
え
丹
ロ
ロ
四

r
a
の
え
と
ご
m
r
S
U
E
Yユ
g

N口町一巾』円
F
2ロ
∞
包
円
円
高

N
5
∞
丘
E
t口
四
仏
2
〈
2
2
n
Z
2
2
m印
刷

a
g
Z
E
E吋

L
E
ω
与
え
m
E
2
n
r
F
E
U
町内
ω宮
町
民
仲
間
ロ
吋

F

E
〈O
口
出
守
回
出
一
今
回
目
吋
〉

wMω?
〉
コ
ヨ
-QN)
に
よ
れ
ば
、
黙
示
の
放
棄
に
よ
る
責
任
排
斥
と
い
う

理
由
付
け
は
適
当
で
は
な
く
、
信
義
則
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。

〈
-
白
石
田
】
巾
f
ω
-

∞・

0
・・
M

谷
町
・

な
お
、
木
件
判
己
け
の
主
点
は
、
一
見
す
れ
ば
、
原
告
に
対
す
る
実
質
的
扶
養
の
問
題
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
お
も
え
る
。
し
か
し
、
本
件
の
判

決
要
旨
に
よ
れ
ば
、
家
族
関
係
に
基
づ
く
黙
示
の
責
任
排
斥
の
要
件
に
関
す
る
責
任
保
険
保
護
の
存
在
の
有
無
を
問
題
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

ωぎ
一
ケ
同
N
3
2・
m-

は
木
件
判
旨
に
反
対
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
問
題
を
一
義
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
が
、
〈
-
E
G司巾ア日
-
m
・
o
・
M
g
向
日
・
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
好
意
向
乗
の
事
故
を
解
決
す
る
た
め
に
責
任
保
険
の
問
題
が
登
場
し
て
き
た
前
提
を
知
る
た
め
に
そ
の
骨
子
を
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
失
た
い
。

ま
ず
、
好
意
向
来
を
通
常
の
好
意
向
乗

(=25ω
芯
の
え
さ
M
m
r
m
H
Z
F
Z
3
と
異
常
な
好
意
向
来

(
S
O
B乙
ぬ
の
え
と
]
F
m
r
E
t
p
y円
。
と
に
分

類
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
、
同
乗
者
が
好
意
か
ら
無
償
で
同
乗
し
、
あ
ら
ゆ
る
自
動
専
の
遂
行
に
必
然
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
危
険
に

任
意
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
特
別
の
危
険
の
動
凶
(
た
と
え
ば
自
動
車
の
欠
陥
、
運
転
技
術
の
未
熟
さ
)
に
よ

っ
て
好
意
向
来
の
危
険
が
共
常
に
高
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
た
め
に
、
同
乗
者
、
が
そ
の
よ
う
な
危
険
な
事
情
を
知
っ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
さ
し
た
る
理
由
も
な
し
に
運
転
者
を
信
頼
し
た
こ
と
が
同
一
来
者
の
協
働
過
失
と
い
う
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

N

a

h
・)。

判
例
上
ま
ず
、
問
題
と
さ
れ
た
の
は
後
者
で
あ
る
。
判
例
の
出
発
点
に
よ
れ
ば
、
学
説
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
、
好
怠
あ
る
運

転
者
と
い
え
ど
も
川
乗
者
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
過
失
(
し
た
が
っ
て
軽
過
失
も
含
む
)
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
合
同
?
匂

ω円。]}切り
E

出
g
L。
Z

E
町
内
一
同
宝
石
の
丸
山
r
F
2
5
河内
r
t
z円四一
2
S
B母

d
三
耳
切
E
r
E
d向(↓田町一
)
-
Mム
コ
・
)
。
そ
の
後
、
運
転
者
の
責
任
を
緩
和
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
色
々
と
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
法
律
構
成
を
は
っ
き
り
と
提
示
し
た
の
は
問
。

S
8・
町
-
一
回
目
岡
山
C
N
一ムブ

M
m
M

・
の
判
決
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
決
は
、
向
己
危
険
の
行
為
(
出
自
号

-
2
2同
日
開
。
ロ
ゅ
の
丸
山
「
円
)
は
加
害
者
の
違
法
性
(
し
た
が
っ
て
自
動
車
運
転
者
の
責
任
)
を
排
斥
す

る
介
意
(
何
-
D
i
-
-
w
m
E
m
5
2
5
5出向}同町
Z

Z包
括
さ
『

L
2
F
rユ
広
三
百
窓
口
舟
〈
E
a
N
E
m
ι
2
3
r
a
E昨
今
問
)
で
あ
る
と
構
成
し
た
(
こ

の
内
己
危
険
の
行
為
と
武
任
排
斥
と
い
う
こ
つ
の
法
律
構
成
が
統
一
さ
れ
な
い
ま
ま
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
特
別
の
危
険
が
向
乗
者

it法24(3・80)498

(
9
)
 

(
叩
)

(日〉



自動車事故に司る損害の補償 (1)

の
過
失
に
よ
っ
て
誤
認
さ
れ
て
い
た
ば
あ
い
に
は
、
民
法
二
五
四
条
の
過
失
相
殺
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

oa-
∞
ぎ
戸

ω

F

0
・
ぉ
・
)
。

こ
の
よ
う
な
大
審
院
の
あ
い
ま
い
な
態
度
に
決
定
的
な
新
し
い
視
角
を
与
え
た
の
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
連
邦
裁
判
所
の
、
切
の
Z
-
u
m
-
-
ω
・

-
品
川
∞
の
E
N
2
・
∞
印
印
・
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
自
己
危
険
の
行
為
と
い
う
大
審
院
の
法
律
構
成
を
批
判
し
、
過
失
に
よ
る
自
己
危
殆
化

の
事
例
を
民
法
二
五
四
条
に
よ
る
損
害
調
節
適
用
領
域
に
秩
序
づ
け
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
判
決
の
事
実
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た。
原
告
と
当
時
二

O
才
に
近
か
っ
た
被
告
I
は
同
じ
作
業
場
の
同
僚
で
あ
っ
た
が
、
週
に
一
度
、

D
地
に
あ
る
職
業
学
校
ハ
烈

E
V
5
2宮市
E
F
)

に
通
学
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
事
故
当
日
、
両
者
は
合
意
し
て
仲
間
の
フ
オ
ル
ク
ス
・
ワ
ー
ゲ
ン
で
職
業
学
校
に
行
っ
た
が
、
自
動
車
を
運
転

し
た
の
は
免
許
証
を
所
持
し
て
い
る
被
告
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
昼
休
み
時
に
、
被
告
l
は
、
両
親
の
と
こ
ろ
で
食
事
を
す
る
た
め
に
、
原
告
、
被
告

E
及
び
川
僚
の
J
を
誘
っ
て
V
地
へ
ド
ラ
イ
ヴ
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
そ
の
途
中
、
被
告
H
は
、
自
分
に
運
転
さ
せ
る
よ
う
に
被
告
ー
に
は
た
ら

き
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
原
告
も
知
っ
て
い
た
よ
う
に
被
告
E
は
免
許
証
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
被
告
ー
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、

v

地
か
ら
の
帰
途
、
被
告
E
が
し
き
り
に
懇
願
す
る
の
に
ま
け
て
、
ほ
ん
の
暫
く
の
問
自
動
車
の
運
転
を
被
告
E
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、

被
告
日
は
急
傾
斜
の
道
路
を
時
速
六

0
キ
ロ
で
進
行
し
た
が
、
二
、
一
二
百
メ
ー
ト
ル
先
の
ゆ
る
い
左
カ

l
ヴ
で
自
動
車
に
対
す
る
支
配
を
失
な
っ
た

た
め
に
、
自
動
車
は
道
路
の
左
側
で
樹
木
と
衝
突
し
た
。
そ
の
結
果
、
四
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
負
傷
し
た
が
、
特
に
、
原
告
は
左
の
視
力
が
九

O
パ
ー

セ
ン
ト
も
低
下
す
る
ほ
ど
の
重
傷
を
負
い
回
復
の
見
込
み
は
な
い
。

第
一
審
で
は
四
千
マ
ル
ク
の
慰
謝
料
と
損
害
一
の
%
に
つ
い
て
賠
償
請
求
が
確
認
さ
れ
た
。
第
二
審
で
は
請
求
棄
却
さ
れ
た
が
、
連
邦
裁
判
所
は
次

の
理
由
で
こ
れ
を
破
棄
差
戻
し
た
。
す
な
わ
ち
、
運
転
に
熟
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
者
に
自
動
車
の
運
転
を
ま
か
せ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
乗
者
は
身
体
傷
害
に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
人
に
対
す
る
掛
害
賠
償
義
務
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
被
害
者
た

る
他
人
が
十
分
に
根
拠
の
あ
る
理
由
(
主
主

m
q
o
g
E
)
も
な
し
に
、
認
識
で
き
た
差
し
迫
っ
た
危
険
状
態
に
身
を
さ
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
る
の
か
ど
う
か
、
叉
受
け
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
民
法
二
五
四
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
矛
盾
し
た
容
態
に
よ
っ
て

(
2
5
3
8己
S
F
a
z
g
司

3
Y
2
5
)
損
害
賠
償
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、

叉
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
損
害
賠
償
の
減
額
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
同
じ
日
に
な
さ
れ
た
判
決
宙
の
白
石
田
一
・

ω
・
一
士
〈

3
岡
山
呂
田
プ
お
プ

Z
]宅
一
回
目
了
コ
吋
山
富
UHN
一回竺・

8
3
に
お
い
て
こ
の
判
断
を
徹
底
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
は
、
自
己
危
険
の
行
為
と
い
う
法
律
構
成
か
ら
こ
の
種
の
事
例
に
お
け
る
独
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説5命

立
の
意
義
を
奪
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
黙
示
の
責
任
排
斥
の
合
意
と
い
う
法
律
構
成
を
も
本
件
に
お
い
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
枢
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

原
告
は
被
告
I
等
の
狩
猟
仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
狩
猟
競
技
に
参
加
し
た
後
、
夜
に
な
っ
て
あ
る
料
理
屋
で
飲
酒
し
た
。
そ
の
料
理
屋
に
は
被
告
I

の
依
頼
に
よ
っ
て
被
告
l
の
甥
被
告
E
が
呼
ば
れ
、
共
に
飲
酒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
午
前
一
時
を
過
ぎ
た
頃
、
被
告
日
が
狩
猟
仲
間
を
送
る
た
め

に
ト
ラ
ク
タ
ー
《
伊

za胃
ら
を
運
転
し
て
時
速
二

0
キ
ロ
で
急
傾
斜
し
た
カ
l
ヴ
の
多
い
森
林
管
理
の
私
道
路
を
進
行
中
、
ト
ラ
ク
タ
ー
が
ス

リ
ッ
。
フ
し
、
ボ
ブ
レ
ー
キ
も
き
か
な
い
ま
ま
に
転
覆
し
た
。
そ
の
結
果
、
他
に
数
人
の
同
乗
者
、
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
の
で
左
の
泥
除
け
台
に
乗
っ
て

い
た
原
告
は
、
右
足
を
切
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
重
傷
を
負
っ
た
。
な
お
、
事
故
当
時
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
市
川
液
含
有
量
は
、
原
告
が
一
・

五
%
で
あ
り
、
被
告
日
は
一
・
四
五
%
で
あ
っ
た
。

本
訴
に
お
い
て
請
求
を
棄
却
し
た
上
級
地
方
裁
判
所
の
判
決
は
破
棄
差
戻
さ
れ
た
。
判
己
円
は
、
民
松
二
五
四
条
の
判
断
の
た
め
に
必
要
な
種
々
の

諸
要
素
を
審
理
す
る
た
め
に
本
件
は
控
訴
審
に
差
し
一
反
さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
二
五
四
条
に
よ
る
判
断
が
お
こ
な

わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
責
任
排
除
に
つ
い
て
の
黙
示
の
契
約
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
責
任
保
険
が

存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
基
準
に
な
る
が
、
し
か
し
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
余
地
は
な
い
(
但
し
木
件
に
お
い

て
責
任
保
険
の
保
護
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
)
。

判
国
内
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
は
、
切
の
出
一
回
目
印
?
∞
二
ム
ヨ
可
否
g

w

U

O
吋
・
に
も
見
ら
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
二

O
才
の
被
告
で
あ

る
息
子
の
運
転
す
る
自
動
車
に
同
乗
し
て
い
た
職
業
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
父
親
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
し
た
。
被
告
は
少
年
参
審
裁
判
所
で
過
失

致
死
を
理
由
と
し
て
、
保
護
厳
察
の
も
と
で
、
二
ヶ
月
の
禁
鋼
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。
判
旨
は
責
任
排
斥
の
問
題
に
消
極
的
な
立
場
を
と
る
関
連
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
い
わ
ゆ
る
表
示
さ
れ
た
当
事
者
意
思
へ
の
遡
及
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
相
当
と
み
な
さ
れ
た
紡

果
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
判
例
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
少
な
く
と
も
好
意
向
乗
の
際
に
は
、
自
己
危
険
の
行
為
、
な
い
し
責
任
排
斥
と
い
う
法
律
概
念
は
そ
の
役
割
を

決
定
的
に
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
(
戸
出
戸
官
官
ケ

ω

m
・

o・
-
区
町
田
し
か
し
、
勿
論
、
ヒ
ツ
ベ
ル
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

異
常
な
好
意
同
乗
と
も
い
う
べ
き
判
例
の
分
析
の
結
果
得
ら
れ
た
に
す
、
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
同
乗
の
問
題
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
ば
あ
い
に
責
任

放
棄
を
論
じ
る
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
明
示
の
責
任
放
棄
の
意
義
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
〈
向
}
ょ

の
島
阿
倍

F
5
ω
同
町
・
〉
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
種
の
事
例
に
お
い
て
は
、
同
乗
者
側
に
容
易
に
過
失
と
み
な
さ
れ
る
事
情
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

北法24(3・82)500



自動車事故による損害の補償 (1)

二
五
四
条
の
適
用
に
よ
る
解
決
も
不
都
合
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
、
通
常
の
好
意
同
乗

?
2ヨ
己
ゅ
の
え
と
ロ
間
宮
広
F
Z
C
vと
で
も
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
、
社
会
的
に
相

当
な
自
己
危
険
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
(
同
乗
者
に
は
通
常
過
失
と
み
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
な
い
)
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
加
害
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
前
者
以
上
に
妥
当
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
判
例
は
、
本
文
で
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
黙
示
の
責
任
放
棄
と
い
う
法
律
様
成
に
は
消
極
的
で
あ
り
(
た
と
え
ば
、
特
に
本
文
で
述
べ
た
〈
耳
ω
財
団
?
き
円
切
の
同
N
ω
タ
一
日
目
・
の

判
例
参
照
)
、
自
己
危
険
の
行
為
と
い
う
法
律
構
成
を
も
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
運
転
者
の
好
意
と
い
う
観
点
、

更
に
は
、
向
乗
者
は
通
常
、
そ
の
時
の
具
体
的
な
運
転
者
の
故
障
を
計
算
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
被
害

者
に
完
全
な
損
害
賠
償
を
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
義
に
反
す
る
と
一
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に

お
い
て
も
、
そ
の
事
件
に
お
け
る
諸
事
情
を
考
慮
し
て
責
任
分
配
を
弾
力
的
に
決
め
る
こ
と
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
他
の
諸
要

素
(
た
と
え
ば
、
危
険
状
態
の
発
生
、
危
険
の
惹
起
及
び
実
現
に
関
す
る
過
失
の
程
度
、
当
事
者
の
関
係
、
危
険
の
実
現
に
つ
い
て
の
蓋
然
性
の
程

度
等
)
と
並
ん
で
、
保
険
保
護
の
問
題
に
特
別
の
意
義
が
加
わ
る
と
い
え
る
令
聞
「
〈
・
出
号
同
月
ケ
目
・

m
・

o-Nω
∞・)。

こ
の
判
決
の
事
実
関
係
に
関
し
て
は
注
例
参
照
。

な
お
、

ω
n
E阿
国
(
河
認
可
E
=
m自
由

2
8円〉
w
z
o
n
r
B
ω
-
t
N
C
E
〉

E
自
由
民
仏

2
宍
E
P
F
7百円
7m{吉
ロ
悶

Z
F
の
え
と
-
H
m
r
g
g
r
r
z
p
g
U
H
N
一回目
ω-

A

印
M
R
・
は
こ
の
見
解
に
た
い
し
て
消
極
的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
目
。
出
石
田
町

-
N
-
∞

uぐ
σEHN
呂田町・

2
#
u
∞
の
国
呂
田
町

-
N

一
印
・
〈
。
aHN
呂
田
デ
印
町
四
一
切
の
同
一
回
目
?
一
ケ
ム
一
〈
ぬ
白
河
一
回
目
ア

∞
吋
・
な
ど
の
諸
判
例
参
照
。

(
H
a
)

こ
の
よ
う
に
意
思
表
示
の
解
釈
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
判
断
の
背
後
に
は
、
好
意
同
乗
の
問
題
を
基
本
的
に
は
契
約
の
次
元
で
考
え
よ
う
と

す
る
ド
イ
ア
的
な
伝
統
が
根
強
く
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
〈
m-:
の
己
7
2
F
一念同『・

回
目
2
・
ω
ω
・。・・

M
S・-∞
c
n
Z
F
U
2
〈
2
E
u
r
R
E
m
m問
。
含
ロ
}
向
。
古

ω岳
山
母
口
問
。
口
E
-
〈
母
国
河
一
国
間
ア
一

O
ω
O
R・
も
同
旨
。
た
だ
し
、

〈-回一司句作]・

2
2
F口
百
一
回
一
円
)
ぬ
『
〈
0
2
n
Z
H
E
m
m向。
L
E
E
-
B
ω
円
吉
母
5
3
n
z
w
〈
2
m月
一
回
目
∞
・
日
ω一
同
『
・
は
こ
の
見
解
に
反
対
し
て
い
る
(
∞
R
Z
f

に
対
す
る
蒋
批
判
)
。

〈問
}
J

〈
・
国
号
同
)
丘
、
口
広
固
と
吉
口
問

r
E
C巾『と
r
m
r
E
Z
E
F
ユ
g-
吉
町
内
出
宮
内
宵

F
P
E『阿川町芹
N

〈D
ロ
国
F司自国
]
(
-
8
3
・NAG-

J

ご
回
右
目
】
巾
7
F
P
O
-
-
日

ω∞・
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説論

(
ぼ
)

〈
-
E若
手

m
m・
o・-
M
ム
0

・
な
お
、
〈

m-J
〈
-
P
3
2
5
w
t司
自
己
巴
口
問
自
色

g
p
-
E
z
n
F
F
F凹仲良
E
斥

N
E
B
E
E
Z』

P
E
m自

国

a
g
r
g
ι
a
u
E仲

凶

n
r
g
Tユ
吉
伸

g
g
m
g
(一∞
g
I一回目口)・
3
2・
宝
-

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
は
、
組
合
関
係
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し

こ
の
観
点
か
ら
責
任
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
切
の
E
S
E
-
印-一
0

・
〈
耳
目
岡
山
呂
田
N
-

∞O
N
・
の
一
件
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
事
実
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
っ
た
。
被
告
と
そ
の
知
人
が
貸
自
動
卒
で
ド
ラ
イ
ヴ
に
で
か
け
た
が
、
被
告
が
運
転
中
対
向
車
と
衝
突
し
、

同
乗
し
て
い
た
知
人
の
三
人
が
い
ず
れ
も
負
傷
し
た
。
原
告
は
社
会
保
険
者
と
し
て
被
告
に
求
償
し
た
の
が
木
件
で
あ
る
。
判
旨
は
い
う
。
法
律
の

成
立
と
日
制
的
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
民
法
七

O
八
条
の
責
任
規
単
は
道
路
交
通
法
の
領
域
に
は
適
用
の
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
動
車
運
転
者

が
被
害
者
に
た
い
し
て
特
別
の
法
律
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
一
般
の
諸
法
規
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
せ
、
反
対
に
、
共
同
組
合
員
が
負
傷

し
た
場
合
に
は
交
通
法
規
に
た
い
す
る
一
定
の
違
反
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
突
質
的
理
由
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

〈
伺
-
J

回
出
作

rsp
去
り
何
回
ケ
丘
町

2
.
コN
.

た
と
え
ば
、

U
E仲間
Y
γ
ω
・
一
回
目
吋
喝
さ
田
町
田
O

『吉田
D
P
Z
]巧
石
田
ア

-
M
O
吋
二

-
E
3何
?
ぐ

3
閉山一回目∞
u

同ω
一-

出血
5
5
?
P
0
.
、N
U
ア
〈
四
戸
、
明
一
一

Z
同・
ω
込
K
F

貝∞-

な
お
、
親
族
の
た
め
の
責
任
特
権
と
責
任
保
険
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
保
険
法
六
七
条
二
項
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
規
定
は

保
険
者
(
社
会
保
険
者
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
〉
の
求
償
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
の
家
族
共
同
体

の
中
で
生
活
し
て
い
る
親
族
に
対
す
る
保
険
契
約
者
の
賠
償
請
求
権
は
保
険
者
に
移
行
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
?
巴

J
P
2
F
〈
O
B
K
Z
E品目
1

2
ユ5mmmgaN・
3
g
-
二
-
〉
ロ
コ
・

ω
呂
町
町
E
)

。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
該
当
す
る
親
族
が
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、

別
に
、
責
任
保
険
が
そ
の
親
族
の
た
め
に
関
与
し
て
い
る
ば
あ
い
に
も
、
当
該
保
険
者
は
親
族
に
請
求
し
え
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
う
る
こ
と

に
な
る
が
、
判
例
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
分
離
の
原
理
を
守
っ
て
お
り
、
責
任
保
険
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
切
の
回

一
回
目
品
同
・
三
一
切
の
Z
N
士
・
忍
・
本
件
に
お
い
て
は
、
負
傷
し
た
同
乗
者
た
る
妻
に
治
療
費
を
支
払
っ
た
社
会
保
険
者
が
運
転
者
た
る
夫
に
求
償
し

た
が
棄
却
さ
れ
た
。
判
旨
は
、
こ
の
夫
が
責
任
保
険
を
か
け
て
い
た
と
し
て
も
変
ら
な
い
と
す
る
)
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
見
解
は
、
被
害
者

の
直
接
請
求
権
が
独
占
斗
化
し
て
い
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
自
動
車
責
任
保
険
に
お
い
て
は
疑
問
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
〈
問
}
よ
民
自
民

p

h
p
P
O
J
N
3
・

判
例
に
つ
い
て
は
、
同
2
F
N
c
g
zぇ
E
品
名

E
L
m
m
L
P
巴再開。
2
2
5
ω
S
F
2
2『
}MF

何回

5

2口
r
t
s円四
-
a
n
r
E
o
F
5
0・

ztそ
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)
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自動車事故による損害の補償 (1) 

呂
田
ア

-
N
Z
R
に
く
わ
し
い
。
な
お
、
夫
婦
聞
に
お
け
る
自
動
車
事
故
の
不
法
行
為
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
連
邦
裁
判
所
の
諸
判
決
(
切
の
出

呂
田
ブ

m-
日
プ
切
の
国
N
ω
?
ω
一
プ
切
の
E

3

2
・
日
・
ご
山
切
の
出
N
主
唱
吋
回
〉
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
社
会
保
険
者
か
ら
の
求
償
如
何
が
主

た
る
論
点
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
責
任
緩
和
規
定
適
用
の
適
否
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
第
三
者
が
登
場
す
る
場
介

に
は
、
別
様
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
前
者
の
判
旨
は
、
共
同
加
害
者
た
る
国
鉄
は
、
過
失
あ
る
運
転
者
が

一
一
二
五
九
条
を
理
由
と
し
て
、
自
分
の
委
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
運
転
者
に
対
す
る
損
害
調
節
請
求
権
を
持
っ

と
す
る
。

(
μ
a
)

た
だ
し
、
連
邦
裁
判
所
〈
ぐ

g
m
吋0
・
m
吋M
h
Z
]
者
吋
0

・
一
日
コ
)
は
、
最
近
、
一
三
五
九
条
が
交
通
事
故
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
明

示
的
に
放
棄
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
責
任
特
権
は
、
道
路
交
通
の
鉱
大
と
危
険
性
に
か
ん
が
み
て
特
別
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
責
任
法
の

保
護
機
能
の
要
求
に
か
な
う
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
。

〈

-
E
3。
ァ
↓
N

・
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
評
価
し
て
い
る
。

親
子
聞
に
つ
い
て
い
え
ば
、
出
。
出
弓

8
・
ア
∞

u
Z〕者

-
u
g
w
U口
プ
史
U
E
N
A
ω
・
ロ
(
既
述
)
参
照
。
さ
ら
に
、
友
人
聞
の
関
係
に
つ
い
て

い
え
ば
、
夫
婦
問
の
責
任
に
お
け
る
よ
う
な
実
定
法
上
の
特
別
の
責
任
基
準
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
組
合
関
係
が
認
め
ら

れ
る
の
は
例
外
的
な
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
た
め
(
∞
の
出

3
2
・
印
・
二
一
宗
門
防
閉
山
一
回
目
Nw
∞
DN)
、
必
然
的
に
友
人
の
責
任
は
強
化
さ
れ
被
害

者
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
(
た
と
え
ば
、
切
の
出

J
U
2
・
∞
∞
U

〈
2
3列
石
田
ア
∞
∞
N

・
本
件
被
告
は
、
一
委
及
び
二
人
の
義
兄
弟
と

一
緒
に
自
分
の
乗
用
車
で
四
日
間
の
パ
リ
旅
行
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
ド
ラ
イ
ヴ
に
は
被
告
の
要
請
に
よ
っ
て
、
パ
リ
を
よ
く
知
っ
て
い
る

原
告
が
通
訳
兼
ガ
イ
ド
と
し
て
参
加
し
た
。
パ
リ
か
ら
の
帰
途
、
被
告
が
自
動
車
を
運
転
中
、
氷
の
張
っ
た
道
路
で
交
通
事
故
が
生
じ
、
原
告
が
市
一

傷
を
負
っ
た
。
原
告
か
ら
の
慰
謝
料
、
そ
の
他
の
損
害
賠
償
請
求
は
過
失
責
任
を
理
由
と
し
て
認
容
さ
れ
た
〉
。

こ
の
山
の
責
任
特
権
排
斥
の
問
題
は
仰
の
一
部
を
個
々
の
当
事
者
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
責
任
保
険
の
影
響
か
ら
理
由
づ
け
し
た

方
が
、
首
尾
一
貫
し
て
被
害
者
保
護
の
た
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
責
任
特
権
が
排
斥
さ
れ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
の
協
働
過

失
の
問
題
は
残
る
の
で
あ
り
、
こ
の
次
元
で
被
害
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
責
任
保
険
を
考
慮
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
ば
あ
い
が
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

。司FSH-ω
ロ・

判
例
集
か
ら
は
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
判
旨
は
、
慰
謝
料
請
求
権
を
、
財
産
法
的
な
も
の
で
は
な
い
損
害
の
た
め
の
相
当
の
補
償

(
お
)

(
お
)

(
幻
)
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叩
必
〉

(
お
)

(
同
口
問
。
l



説

ヨ
2
目
見
叫
〉

g悶
-
a
n
y
〉
と
満
足
(
の

gロ
開
門
戸
口
問
)
と
の
二
つ
の
機
能
を
持
っ
た
特
別
の
請
求
権
と
考
え
、
そ
の
衡
平
な
補
償

(
Z一仲間。開口
g
n
y
F
i

《
出
口
問
)
を
確
認
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
事
情
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
な
お
、
任
意
保
険
と
強
制
保
険
と
で
区
別
す
る
必
要
は
な

い
と
す
る
。

(
釦
)
勿
論
、
判
旨
に
よ
れ
ば
、
責
任
保
険
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
加
害
者
の
資
力
が
乏
し
い
よ
う
な
ば
あ
い
で
あ
る
。

(

引

)

ぐ

m-J
切
戸
内
宮
♂

0
2
〈
2
2円
吉
岡
己
口
問
団
阻
止
白
口

}azω
円}出
Lgω
円R
Z
w
〈
命
日
間
一
回
目
〕

Y

・
5
2
・
出
g
g
w
印ぬ・

0.‘
Num-

(引

a
)
第
二
章
二
注

ω参照
。

(
幻
〉
厳
密
に
い
え
ば
、
責
任
保
険
は
衡
平
責
任
の
恨
拠
づ
け
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
あ
る
い
は
請
求
額
に
関
し
て
だ
け
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
う

る
が
、
連
邦
裁
判
所
は
後
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
(
〈
m
f
切
の
回
一
回
出
・
町
一
ω
一〈
m
g
H
N
s
g
w
a
e。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
不
当
な

結
果
を
も
た
ら
す
場
合
の
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
の
島
出
F
5
ω

口
を
参
照
。
な
お
、
我
妻
「
損
害
賠
償
理
論
に
お
け
る
『
具
体
的
衡
平
主
義
』
」

民
法
研
究
M
債
権
各
論
一
九
三
頁
以
下
。

(お
)

d

q

間
f
u
o
c仲間
Y
の
E
=仏
5
2
E
2凶
5
8
円
日
常
国
国
同
宮
口
開
口
出
向
『
門
目
。
三
月
r
g
H
Nぬ内定唱
]
N

一回目∞・吋
N印・

(
M
り
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
、
判
例
に
対
す
る
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
保
有
者
の
自
動
車
責
任
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
危
険
責
任
の
他

に
衡
平
責
任
を
竣
存
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ニ
と
で
あ
る
。
換
一
定
す
れ
ば
、
自
動
車
自
身
に
欠
陥
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
(
純
粋

の
)
危
険
責
任
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
自
動
車
運
転
者
が
意
識
喪
失
に
陥
っ
て
事
故
が
生
じ
た
ば
あ
い
に
は
、
(
純
粋
の
)
危
険
責
任
と

ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
衡
平
責
任
と
の
両
方
を
追
求
せ
し
め
る
の
は
均
衡
合
欠
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
動
車
保
有
者
な
い
し
運

転
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
責
任
保
険
と
い
う
標
準
化
さ
れ
た
補
償
制
度
が
別
他
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
別
的
な
衡
平
責
任
の
適

用
の
余
地
は
な
い
、
と
す
る
こ
と
も
一
つ
の
可
能
な
解
決
方
法
と
な
り
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
指
摘
以
上
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
o

〈

m
f
E
E
E
w
ω

・由。
wMUm-

論

(3) 

責
任
保
険
の
限
界

(
イ
)

わ
れ
わ
れ
は
責
任
保
険
の
変
質
と
そ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
な
に
よ

さ
て
、
そ
れ
で
は
、

り
も
保
存
者
責
任
と
責
任
保
険
と
は
別
個
に
切
り
離
し
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
統
一
的
な
一
つ
の
補
償
制
度
と
し
て
県
解
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
何
故
に
依
然
と
し
て
保
有
者
責
任

が
損
害
填
補
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
換
一
一
目
す
れ
ば
保
有
者
責
任
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
危
険
責
任
、
な
か
ん
ず
く
部
分
的
に
過
失

責
任
を
残
す
こ
と
に
よ
る
免
責
の
積
極
的
意
義
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ぎ
の
問
題
で
あ
る
。

(

P

)

さ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
過
失
責
任
に
よ
る
免
責
を
残
す
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
注
意
義
務
を
喚
起
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
化
さ
れ
た
過
失
責
任
と
い
う
法
律
構
成
を
用
い
て
厳
し
い
注
意
義
務
を
要
求
し
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
れ
ば
免
責

さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
考
え
方
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
注
意
義
務
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
損
害
賠
償
負
担
を
重
く
す
る
こ
と
は
被
害
者
の
損
害
填
補
に
と
っ
て
は
た
し
か
に
好
都
合
な
こ
と
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
事
故
予
防
の
た
め
の
加
害
者
へ
の
誠
告
に
な
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
よ
う

な
注
意
義
務
(
過
失
責
任
)
は
、
も
は
や
人
格
的
な
道
徳
的
非
難
の
性
質
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
く
、
自
動
車
利
用
上
の
技
術
的
な
ち
ょ

っ
と
し
た
行
動
の
間
違
い
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
責
任
保
険
が
存
在
す
る
以
上
、
保
有
者
責

任
に
な
お
民
事
責
任
の
事
故
予
防
的
効
果
を
期
待
し
う
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
し
、
歴
史
的
に
も
責
任
保
険
が
適
法
と
さ
れ
た
こ

自動車事故による損害の補償 (1)

と
に
よ
っ
て
、
技
術
的
な
欠
陥
に
関
す
る
注
意
力
の
弛
緩
の
憂
慮
と
い
う
問
題
は
、
す
で
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
責
任
保
険
の
も
と
で
は
、
保
有
者
責
任
に
よ
る
個
人
責
任
追
求
の
実
効
性
は
そ
も
そ
も
の
初

め
か
ら
空
洞
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
こ
と
か
ら
も
指
摘
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ

(
S
)
 

う
で
あ
る
。
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す
で
に
、
本
章
の
三

ωで
述
べ
た
よ
う
に
、
責
任
保
険
は
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
に
次
第
に
そ
の
填
補
範
囲
を
拡
大
し
、

ド
イ
ツ

保
険
契
約
法
に
よ
れ
ば
保
険
法
の
一
般
原
則
を
破
っ
て
重
過
失
に
よ
る
事
故
招
致
ま
で
も
そ
の
範
聞
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
ま
さ
に
責
任
保
険
の
構
造
的
変
化
を
も
た
ら
す
一
つ
の
大
き
な
進
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
、
故
意
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
道



説

{
4
)
 

路
交
通
上
重
大
な
非
難
に
値
す
る
よ
う
な
自
動
車
利
用
者
の
行
為
類
型
は
数
多
く
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
を
加

害
者
の
個
人
責
任
の
実
際
的
な
追
求
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
加
害
者
は
故
意
で
な
い
か
ぎ
り
保
険
保
護
を
享
受
し
う
る
と
い
う

こ
の
規
定
の
運
用
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は
な
お
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
と
は
、

(

ハ

)

と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
如
く
、
現
行
制
度
は
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
観
点
か
ら
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

北法24(3・88)506

号A
fiffU 

オっ

れ
わ
れ
は
責
任
保
険
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
行
制
度
は
立
法
お
よ
び
実
務
上
の
改
革

か
た
ち
の
う
え
で
は
あ
く
ま
で
も
特

別
責
任
で
あ
る
保
有
者
責
任
を
前
提
と
す
る
責
任
保
険
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
保
護
と
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
こ
兎
を
追
う

に
よ
り
実
質
的
に
は
す
で
に
被
害
者
の
た
め
の
保
険
と
し
て
機
能
し
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

体
裁
を
整
え
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
こ
の
い
ず
れ
に
も
不
徹
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
章
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
形

式
的
に
責
任
保
険
で
あ
る
が
た
め
の
問
題
点
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
被
害
者
は
直
接
請
求
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
保
険
者
に
た
い
し
て
損
害
填
補
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
あ
る
加
害
者
の
損
害
賠
償
義
務
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
損
害
賠

償
義
務
に
つ
い
て
は
保
有
者
に
特
別
責
任
(
危
険
責
任
)
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
害
者
の
地
位
は
著
し
く
有
利
に
な
っ
た
。
し
か
し

こ
の
保
有
者
責
任
に
は
な
お
重
要
な
免
責
事
由
が
残
さ
れ
て
お
り
請
求
権
の
欠
如
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
た
と
え
損
害
賠
償
義
務
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
(
責
任
〉
保
険
上
保
険
者
が
填
補
義
務
を
免
れ
る
場
合
が
あ
る
。
も
っ
と
も

こ
の
よ
う
な
場
合
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
保
険
者
免
責
に
あ
た
る
も
の
は
第
三
者
で
あ
る
被
害
者
に
は
対
抗
し
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
被
害
者

の
利
益
は
ま
も
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
法
律
ま
た
は
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
オ
プ
リ
l
ゲ
ン
ハ
イ
ト

(
C
E
5
m巾ロ

戸
叫
り
】

r
2
H
)
違
反
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
特
に
、
保
険
事
故
(
自
動
車
事
故
)
発
生
の
危
険
増
加
(
保
険
契
約
法
二
三
条
以
下
)

が
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
場
合
が
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
、
が
、
危
険
制
限
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
は
被
害
者
に
た
い



し
で
も
填
補
義
務
を
免
れ
る
。
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
や
約
款
一
一
条
所
定
の
危
険
制
限
事
由
が
あ

ho) 
ヲ。。

第
一
二
に
、
以
上
の
こ
と
を
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
ω

ま
ず
、
保
有
者
責
任
は
免
責
事
由
を
残
し
て
い
る

け
れ
ど
も
責
任
保
険
の
影
響
を
受
け
て
ま
す
ま
す
損
害
填
補
的
機
能
を
強
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
保
有
者
責
任
そ
の
も
の
か
ら
は
事
故

予
防
効
果
(
誠
告
的
機
能
)
は
期
待
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
で
な
い
か
ぎ
り
加
害
者
は
、
自
分
の
損
害

賠
償
義
務
を
保
険
者
に
肩
代
り
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
o

そ
こ
で
、
加
害
者
の
個
人
責
任
の
追
求
を
適
切
に
行
な
う
た
め
に
は
、
従

来
危
険
増
加
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
側
を
整
理
し
て
弾
力
的
な
制
裁
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
責
任
保
険
を
基
礎
と
す
る
現
行
制
度
は
、
被
害
者
の
保
護
お
よ
び
加
害
者
の
個
人
責
任

の
追
求
の
い
ず
れ
に
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
今
後
の
損
害
補
償
制
度
は
従
来
の
経
験
を
活
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
こ
の
こ

つ
の
目
的
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

自動車事故による領寄の補償 (1)

(
1〉

伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
止
揚
」
我
妥
記
念
・
損
害
賠
償
支
任
の
研
究
中
五
五
八
頁
に
よ
れ
ば
、
責
任
保
険
は
民
事
責
任
を
填
補
の
前
提
要

件
と
し
な
が
ら
も
、
民
事
責
任
の
有
す
る
訓
戒
的
機
能
(
予
防
的
機
能
)
と
正
而
切
っ
て
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
、
責
任
保
険
が
対
象
と
す
べ

き
民
事
責
任
は
も
っ
ぱ
ら
補
償
的
機
能
の
発
揮
の
み
を
け
的
と
し
訓
戒
的
機
能
を
捨
て
去
っ
た
純
客
観
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

他
、
伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
過
失
の
付
保
」
法
学
二

O
巻
四
け
五
日
以
、
〈
-
E阻
害
ぬ
ア

N
?
穴

2
Zミ
0
・(
U
O
B
巳
ア
∞
自
民

P
Q件再
E
C
P
N
印印・

な
ど
参
照
。

野
田
「
フ
ラ
ン
ス
の
責
任
保
険
法
付
」
法
協
五
六
巻
亡
勺
二
一
一
一
一
丸
。
つ
ま
り
、
立
任
保
険
が
適
法
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
保
護
と
い
う

目
的
が
、
注
意
力
の
弛
緩
と
い
う
儀
牲
を
は
ら
っ
て
も
、
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈m--w
〈・

Z
G胃
f
M
m
h
・

た
と
え
ば
、
安
全
性
を
欠
く
自
動
車
の
使
用
、
自
動
車
の
則
法
違
反
(
荷
物
を
積
み
過
ぎ
る
こ
と
な
ど
可
運
転
者
の
過
労
、
飲
酒
運
転
な
ど
。
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(
2〉

(
3
)
 

(
4
)
 



説二さ'1.... 
d間

(5) 
〈
-
E
S
m
?
のゆ
h
o
z
q
Z
E口問

E
L
〈

3
一の宮町
E
q
E
E
Z
E
L
2
F
p
p
p
r
R
E問
l
E
t
s
E
n
Z〈
3
-
n
Z
Eロ
m・
2
4そ
一
回
目
?
一
N
U

・

た
と
え
ば
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
放
は
、
通
常
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
加
害
者
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
〈
問
}
こ
∞
の
出

-
S
N
5
一
∞
一
切
の
出
N

ア

ω
二・

具
体
例
に
つ
い
て
は
、
ぐ
同
壱
唱
。
f
u
z
z弘
吉
口
町
寸
2

C丘町位
rmrErrrH円。
P

E
町宮丹出向
YHHP
宗
門
司
コ
丹
N

〈
口
口
出
仔
同
凶
作
目
〈
一

8
3
w
Mお・

〉
D

B

A

∞σ.

中
西
「
義
務
的
責
任
保
険
法
の
論
理
と
技
術
!
西
独
の
場
合
i
」
生
命
保
険
文
化
研
究
所
報
七
号
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

こ
の
危
険
増
加
の
意
義
に
つ
い
て
、
〈
同
一

Jω
件。=・

MuzrNω
町(一回吋
M
)

ゐ
O
A

・

こ
の
中
で
は
、
こ
と
に
、
賠
償
義
務
者
に
た
い
す
る
特
別
の
関
係
か
ら
利
益
の
な
れ
あ
い
が
一
公
慮
さ
れ
る
よ
う
な
一
定
範
囲
の
者
(
た
と
え
ば
、
被

害
者
が
被
保
険
者
と
ご
疋
の
親
族
関
係
に
あ
る
場
介
)
の
請
求
権
は
模
補
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
(
一
一
条
三
、
四
項
)
こ
と
に
即
同
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

2
5
E
¥者
5
5君、同ハ
s
p
z
r『〈命日目
Z
Eロ
m-
一
回
目
白
酒
田
〉
ch-Jω
三『『・

具
体
例
に
つ
い
て
は
、
〈
出
号
司
内
ケ
釦

p
o
w
一日山内

(
6〉

(
7
)
 

(
8〉

(
9
)
 

(
旧
)

四

交
通
災
害
保
険
化
と
そ
の
問
題
点

て
被
害
者
の
保
護
と
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
こ
つ
の
目
的
が
徹
底
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
は
、
結
局
、
次
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
考

さ
て
、

そ
れ
で
は
責
任
保
険
の
止
揚
と
し
て
ど
の
よ
う
な
損
害
補
償
制
度
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
責
任
保
険
に
お
い

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
保
険
は
法
的
に
は
加
害
者
の
損
害
賠
償
義
務
を
担
保
す
る
保
険
で
あ
る
が
、
他
方
、
故
意
に
よ
る
事
故
招

致
ま
で
も
填
補
し
て
加
害
者
を
免
責
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
事
故
が
故
意
に
ひ
き
お
こ
さ
れ

た
場
合
に
は
被
害
者
は
責
任
保
険
に
よ
る
保
護
を
享
受
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
危
険
な
自
動
車
活
動
の
犠
牲
と
な
っ
た

被
害
者
に
と
っ
て
は
、
故
意
・
過
失
(
民
事
責
任
)
を
間
わ
ず
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、

ま
た
、
個
人
責
任
の
追
求
と
い
う
視
点

か
ら
み
る
と
、
故
意
以
外
に
も
交
通
上
重
大
な
非
噂
に
値
す
る
よ
う
な
過
失
行
為
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
目
的
は
加
害
者

の
損
害
賠
償
義
務
を
担
保
す
る
と
い
う
建
前
を
去
っ
て
い
る
責
任
保
険
に
お
い
て
は
達
成
し
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
こ
の
目
的
を
達
成
し
う
る
た
め
に
は
、
被
害
者
の
損
害
填
補
を
加
害
者
の
損
害
賠
償
義
務
に
依
存
せ
し
め
な
い
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
民
事
責
任
に
よ
る
損
害
填
補
を
保
険
保
護
と
置
換
え
る
災
害
保
険
化
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
保
有
者
責

任
は
保
険
料
負
担
に
転
化
し
、
過
失
原
理
は
損
害
填
補
的
機
能
を
払
拭
し
て
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
行
為
は
、
故
意
、
極
端
な
許
し
難
い
過
失
、
違
法
・
有
責
に

危
険
を
拡
大
さ
せ
る
行
為
(
た
と
え
ば
、
安
全
性
を
欠
く
車
の
運
行
〉
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
に
あ
げ
た
行
為
を
し
た
者
が
加

害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
保
険
者
が
被
害
者
に
支
払
っ
た
全
額
ま
た
は
一
部
を
求
償
さ
れ
、
被
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
填
補
請
求
権
が
一
合

(
2〉

定
ま
た
は
短
縮
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
右
の
よ
う
な
基
本
構
造
を
持
つ
災
害
保
険
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
災
害
保
険
化
に
た
い
す
る
浬
論

的
な
疑
問
は
な
に
よ
り
も
民
事
責
任
(
不
法
行
為
責
任
)
を
保
険
保
護
と
完
全
に
置
換
え
て
し
ま
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
口
。
も
っ
と
も
こ

(2) 

自動車事故による損害の補償 (1) 

れ
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
σ

被
害
者
の
損
害
を
填
補
す
る
に
あ
た
っ
て
特
定
の
加
害
者
の
故
意
・
過
失
を
全
く
顧
慮
し
な
い
と

い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
従
来
の
民
事
責
任
の
考
え
方
が
根
底
か
ら
覆
え
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、

か
つ
て
「
危
険
責
任
の
基
礎
と
発
展
」
と
い
う
論
文
を
も
の
に
し
損
害
賠
償
法
の
先
駆
的
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
エ
ッ
サ
ー
に
よ
っ
て
端

的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

エ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
民
事
責
任
に
お
け
る
責
任
観
念

3円
EE-母
巾
)
は
普
通
法
以
来
な
に
よ
り
も
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
体
系
の
発
展
も
、
責
任
保
険
が
被
害
者
の
た
め
に
構
造
的
変
化
を
と
げ
て
き
た
こ
と
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で

北法24(3・91)509

あ
り
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
民
事
責
任
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
責
任
保
険
の
現
代
的
発
展
の
意
義
は
、

か
つ
て
ギ
l
ル
ケ
が

い
っ
た
私
法
の
社
会
的
基
礎
が
私
法
か
ら
排
斥
さ
れ
る
の
で
な
く
ま
さ
に
損
害
法
の
分
野
に
お
い
て
も
保
証
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、

と
い

(
4
)
 

う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
ま
た
こ
の
か
ぎ
り
で
現
行
体
系
は
積
極
的
評
価
を
受
け
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。



説

さ
ら
に
、
こ
れ
を
う
け
て
ケ
ッ
ツ
は
い
う
。
現
代
の
事
故
法
は
た
し
か
に
保
険
法
的
な
解
決
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
保
険
法
的
な
解
決
は
、

=JA 
d問

ド
イ
ツ
法
に
と
っ
て
は
今
な
お
新
寄
な
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
故
補
償
の
体
系
は
社
会
保
険
の

分
野
に
お
い
て
は
久
し
い
以
前
か
ら
実
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
民
事
理
論
に
と
っ
て
一
般
的
な
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
既
に
完
全
に

受
容
さ
れ
役
立
ち
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
民
事
理
論
は
、
労
災
補
償
法
が
特
別
法
に
移
さ
れ
た
と
き

に
わ
ず
か
に
緩
和
の
き
ざ
し
を
示
し
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
伝
統
合
}
今
も
持
続
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
伝
統
的
地
盤
に
立
ち
な
が
ら
実
際
的
見
地
か
ら
民
事
責
任
論
を
擁
護
し
た
の
は
ス
ト
ー
ル
で
あ
る
。
ス
ト
ー
ル

は
、
一
九
七
一
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
法
律
家
会
議
に
お
け
る
タ
ン
ク
案
に
対
す
る
批
判
的
な

講
演
論
文
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ト
ー
ル
に
よ
れ
ば
市
民
法
上
の
過
失
原
現
は
も
は
や
道
徳
的
な
も
の
で

は
な
い
と
し
て
も
、
危
険
分
配

(河

E
r
o
s
-
L
Cロ
巴
と
い
う
積
極
的
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
は
協
働
過
失
の
場
合
に
も

あ
て
は
ま
り
、
被
害
者
の
協
働
過
失
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
自
動
車
所
有
者
の
答
責
領
域
が
本
質
的
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
過
失
原
理
が
こ
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
保
有
者
の
責
任
保
険
に
よ
っ
て
も
そ
の
意
義
は
失
な
わ
れ
る
こ
と
は
な

(
6
)
 

ぃ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ω
さ
て
、
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
の
た
め
の
災
害
保
険
化
に
た
い
す
る
伝
統
的
な
立
場
か
ら
の
批

判
を
ど
の
よ
う
に
受
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
結
局
、
不
法
行
為
法
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担
わ
さ
れ
、
変
遷
を
遊
げ
て
き
た
か
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
本
章
も
、
民
事
責
任
を
保
険
保

護
に
置
換
え
よ
う
と
す
る
世
界
的
潮
流
を
受
け
て
、
保
有
者
の
責
任
保
険
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
民
事
責
任
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
把
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

北島[;24(3・92)510



エ
ッ
サ

l
に
代
表
さ
れ
る
根
底
的
な
懐
疑
は
、
民
事
責
任
に
お
け
る
責
任
理
念
の
喪
失
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
伝
統

的
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
民
事
責
任
と
は
、
特
定
の
加
害
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
さ
せ
る
も
の
の
総
称
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
加
害

第
一
に
、

者
の
個
人
責
任
を
追
求
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

の
内
容
に
は
非
常
に
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
口
に
民
事
責
任
と
い
っ
て
も
具
体
的
に
検
討
す
る
と
そ

一
九
世
紀
に
支
配
的
で
あ
っ
た
心
理
的
な
い
し
道
徳
的
な
過
失
理
念
は
や
が
て
客
観
的
な

注
意
義
務
違
反
に
変
遷
し
、

さ
ら
に
、
無
過
失
責
任
や
危
険
責
任
と
い
わ
れ
る
も
の
が
生
成
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
民
事

責
任
は
誠
告
的
な
も
の
か
ら
損
害
填
補
的
機
能
を
強
化
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
責
任
保
険
の
普
及
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す

促
進
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
責
任
保
険
の
影
響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
も
は
や
民
事
責
任
の
み
を
単
独

に
取
上
げ
て
そ
の
機
能
〈
責
任
観
念
)
を
考
察
す
る
の
は
適
切
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
質
的

に
、
民
事
責
任
が
こ
れ
ま
で
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
つ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
誠
告
的
機
能
と
損
害
填
補
的
機
能
は
責
任
保
険
の
下

で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
活
か
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
活
か
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出

)
 

-(
 

発
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
法
行
為
法
と
責
任
保
険
と
の
立
場
の
転
換
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
不
法
行
為
法
の
独
自
性
は
失
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
視
点
の
転
換
の
必
要
性
を
保
有
者
の
責
任
保
険
の
発
展
を
通
じ
て
窺
う
こ
と
が

で
き
た
。
そ
し
て
こ
う
い
う
視
点
か
ら
現
行
制
度
を
検
討
し
て
み
る
と
、
損
害
補
償
の
た
め
の
災
害
保
険
化
は
被
害
者
の
補
償
(
損
害
填

補
的
機
能
)
と
個
人
責
任
の
追
求
(
誠
告
的
機
能
)
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
有
力
な
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
伝
統
的
な
民

自動車事故による損害の補償

事
責
任
論
へ
の
発
展
的
な
回
帰
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
具
体
的
に
保
有
者
責
任
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
保
有
者
責
任
は
危
険
責
任
で
あ
る
と
い
わ

れ
な
が
ら
部
分
的
に
は
強
化
さ
れ
た
過
失
責
任
と
い
わ
れ
る
法
律
構
成
を
持
っ
て
お
り
、

ま
た
そ
こ
に
積
極
的
意
義
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
既
に
本
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
責
任
保
険
の
も
と
で
は
注
意
義
務
の
要
求
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
事
故
予



説

防
的
効
果
は
期
待
し
が
た
く
、

か
え
っ
て
、
免
責
を
認
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
責
任
保
険
の
考
え
方
と
矛

北法24(3・94)512

盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

論

そ
れ
で
は
、
従
来
、
損
害
賠
償
義
務
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
過
失
原
理
は
、
責
任
保
険
の
発
展
と
と
も
に
当
然
に
そ
の
使
命
を
失
な
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
o

保
有
者
責
任
に
お
い
て
は
何
故
、
注
意
義
務
を
強
化
す
る
と
い
う
、
加
害
者
へ
の
誠
告
(
事
故
予
防
的
機

能
)
を
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
法
律
構
成
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
た
ん
に
損
害
負
担
の
分
配
の
た
め
の
言
葉
的
説
明
の
手
段
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、

た
と
え
ス
ト
ー
ル
が
い
う
よ
う
に
損
害
分
配
の
手
段
と
い
う
積
極
的
役
割
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
交
通
事

故
に
よ
る
損
害
は
、
事
故
に
直
接
関
係
の
あ
る
特
定
個
人
聞
に
の
み
分
配
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う

し
た
過
失
原
理
に
関
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
、
理
論
的
に
も
、
責
任
保
険
の
止
揚
を
可
能
に
し
う
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
特
別
責
任
(
危
険
責
任
〉
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き
た
保
有
者
責
任
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
次
章
に
お
い
て
そ
の
実
際
的
機
能
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

欣
立
の
付
加
味
は
、
一
般
に
保
険
技
術
的
に
も
、
又
道
徳
的
に
も
法
律
的
に
も
共
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
過
失
の
付
保
」

法
学
二

O
巻
四
号
四
二

O
氏。

〈
-
出
「
官
官

y
g
h『

J

∞ω
『

ケ

責
任
保
険
を
自
動
取
利
則
者
の
保
険
料
負
担
に
お
い
て
災
害
保
険
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、
不
特
定
の
第
三
者
(
被
害
者
)
の
た
め
に
す
る
保
険
は

適
法
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
止
揚

l
損
害
賠
償
の
任
会
化
l
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
中
五
七
八
l
九
頁
。
伊
沢
教
授
は
さ
ら
に
、
故
意
の
付
保
も
、
故
意
が

排
斥
さ
れ
た
理
由
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
す
る
な
ら
ば
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
伊
沢
・
同
論
文
五
七
七
足
。
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民
事
責
任
に
お
け
る
予
防
的
機
能
は
、
加
害
者
に
と
っ
て
要
求
可
能
な
注
意
義
務
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
円
『
・
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交
通
事
故
は
し
ば
し
ば
複
数
の
原
因
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
門
町
・
吋

Enu
ぉ
ー
さ
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