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料

は
じ
め
に

資

近
時
、
我
国
に
お
い
て
も
責
任
保
険
に
関
す
る
裁
判
例
の
集
積
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
の
が
、
昭
和
四
四
年
頃

か
ら
顕
著
に
な
り
始
め
た
交
通
事
故
被
害
者
に
よ
る
自
動
車
対
人
賠
償
責
任

保
険
の
保
険
金
代
位
清
求
事
件
で
あ
る
。
こ
の
未
だ
判
例
の
統
一
を
み
な
い

併
合
型
あ
る
い
は
単
独
型
代
位
訴
訟
の
許
否
を
巡
る
議
論
の
一
部
に
お
い
て

前
提
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
恐
ら
く
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
問
題
が
、
い
わ
ゆ
る
責
任
関
係
に
お
け
る
判
断
の
保
険
関
係
に
対
す
る
基

準
性
の
有
無
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
加
害
者
(
被
保
険
者
)
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
|
|
以
下
こ
の
両
者
の
関
係
を
責
任
関
係
、
こ
の

訴
訟
を
責
任
訴
訟
、
及
ひ
責
任
訴
訟
の
判
決
を
責
任
判
決
と
称
す
る
こ
と
に

ず
る
ー
ー
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
加
害
者
の
責
任
の
存
否
な
い
し
賠
償
額
に

加
害
者
の
責
任
保
険
者

l
l以
下
被
保
険
者
と
保
険
者
と
の
関
係
を
保
険
関

係
、
直
接
請
求
権
な
い
し
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
被
害
者
と
保
険
者
と
の
関

係
を
直
接
関
係
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
ー
ー
は
拘
束
さ
れ
る
の
か
。
本
稿

は
、
こ
の
拘
束
力
の
問
題
が
我
国
に
お
い
て
未
だ
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な

い
こ
氾
ま
た
こ
の
問
題
が
与
え
る
前
記
代
位
訴
訟
へ
の
影
響
、
さ
ら
に
は

保
険
者
の
防
禦
権
に
関
し
て
考
察
す
る
上
で
の
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
考

一
勺
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

」
の
問
題
の
裁
判
例
を
、
主
と
し
て
政
致
院
の
そ
れ
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ

北法28(1・214)214

る。
責
任
判
決
の
拘
束
力
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
及
ひ
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
夙
に

西
島
梅
治
教
授
に
よ
り
我
国
に
お
け
る
責
任
保
険
法
研
究
に
必
須
の
教
授
の

著
書
等
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
敢
え

て
フ
ラ
ン
ス
の
み
の
裁
判
例
を
、
し
か
も
単
に
そ
れ
を
羅
列
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
紹
介
す
る
の
は
、
教
授
が
紹
介
さ
れ
て
お
ら
れ
る
裁
判
例
の
後
に
、
フ

ラ
ン
ス
破
致
院
が
従
来
の
判
例
を
変
更
し
、
し
か
も
責
任
判
決
が
危
険
の

実
現
を
構
成
す
る
こ
と
を
理
由
に
責
任
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力

(
O
司
司

D
E
r
-志
)
1
1
1
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
「
拘
束
力
」
の
意
味
で

《

O
旬
開
)
O目
白

zr広
》
が
用
い
ら
れ
る
の
で
、

以
下
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
言
及

す
る
場
合
こ
の
用
語
を
用
い
る

l
ー
を
原
則
と
し
て
肯
定
し
た
か
ら
で
あ

る。
周
知
の
如
く
、
フ
ラ
ン
ス
一
九
一
ニ

O
年
七
月
一
一
一
一
日
付
陸
上
保
険
契
約
法

第
五
三
条
は
、
「
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
責
任
を
生
ぜ
し
め
た
加
害
事
実

の
金
銭
上
の
結
果
に
つ
き
、
被
害
第
三
者
が
支
払
い
を
受
く
べ
き
金
額
の
全

部
ヌ
は
一
部
に
お
い
て
満
足
を
受
け
な
い
限
り
、
そ
の
金
額
を
そ
の
第
三
者

以
外
の
者
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
こ
の
条
文
か

ら
導
か
れ
る
被
害
者
の
保
険
者
に
対
す
る
直
接
訴
権
の
存
在
と
に
因
っ
て
、

責
任
判
決
の
対
抗
力
の
問
題
は
、
多
く
被
害
者
が
保
険
者
に
直
接
訴
権
を
行



使
す
る
形
で
、
す
な
わ
ち
直
接
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
す
る

裁
判
例
も
そ
の
殆
ど
が
こ
の
直
接
訴
訟
の
場
合
で
あ
り
、
し
か
も
軽
罪
裁
判

所
(
刑
事
裁
判
所
)
に
お
い
て
民
事
上
加
害
者
た
る
被
保
険
者
の
責
任
が
確

定
し
た
後
、
被
害
者
が
保
険
者
に
対
し
そ
の
損
害
の
賠
償
を
訴
求
し
た
事
例

で
あ
る
。
責
任
判
決
の
対
抗
力
を
原
則
と
し
て
肯
定
し
た
一
九
六
八
年
六
月

一
一
一
日
破
鼓
院
民
事
第
一
部
判
決
も
こ
の
直
接
関
係
に
お
け
る
対
抗
力
を
肯

定
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
は
直
接
関
係
に
お
け

る
と
保
険
関
係
に
お
け
る
と
そ
の
結
論
が
同
一
に
な
る
と
は

l
|理
論
的
に

は
向
」
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
|
|
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従

責任判決の責任保険者に対する対抗力

っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
保
険
関
係
に
お
け
る
責
任
判
決
の
対
抗
力
に
関

し
て
フ
ラ
ン
ス
破
段
院
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
一
禍
に
お
け
る
中
心
は
、
前
記
一
九
六
八
年
判
決
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決

に
至
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
破
致
院
の
立
場
を
、
さ
ら
に
そ
の
変
遷
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
破
致
院
裁
判
例
及
ひ
そ
の
後
の
裁
判

例
も
以
下
に
お
い
て
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
問
題
は
和
解
に
よ
っ
て

責
任
関
係
が
確
定
す
る
場
合
に
も
生
ず
る
の
で

l
lこ
の
場
合
に
つ
い
て
は

明
文
の
規
定
が
あ
る
|
|
こ
の
場
合
を
も
便
宜
上
本
稿
の
対
象
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
に
紹
介
す
る
裁
判
例
の
探
索
は
、
概
説
書
、
論
文
あ
る
い
は
判

例
評
釈
に
拠
る
他
、
同

2
5
0雪
合
同
一
色
。
∞
〉
回
目
口
同
白
ロ
ロ

2
H，
2
『巾由同門品目

(
一
九
三
一

O
年
|
一
九
七
六
年
)
に
拠
っ
た
。

(

1

)

こ
の
問
題
に
言
及
す
る
我
国
の
文
献
と
し
て
、
西
島
・
責
任
保
険

法
の
研
究
一
九
四
頁
以
下
、
同
・
東
京
地
裁
昭
和
四
四
年
一
一
月
三
日

判
決
評
釈
・
ジ
ュ
リ
四
九
六
号
一
一
二
七
頁
・
判
-
評
一
二
八
号
一
二
五

頁
、
同
・
東
京
地
裁
昭
和
四
五
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決
評
釈
・
判
タ

ニ
六
三
号
八
七
頁
、
同
・
「
責
任
保
険
者
の
防
禦
権
」
大
森
先
生
還

暦
記
念
商
法
・
保
険
法
の
諸
問
題
五

O
一
一
頁
、
小
長
光
「
保
険
関
係

に
対
す
る
判
決
・
和
解
の
基
準
性
」
判
F
二
六
八
号
一
九

O
頁
、
原

島
「
任
意
責
任
保
険
請
求
権
の
代
位
行
使
」
同
一
九
二
頁
、
金
沢
・

新
種
・
自
動
車
保
険
講
座

E
自
動
車
責
任
保
険
六
七
頁
。

(

2

)

坂
口
・
「
責
任
保
険
者
の
代
理
権
」
法
論
四
七
巻
五
号
五
一
頁
。

一、

和
解
・
責
任
承
認
の
不
対
抗
性

責
任
関
係
に
お
け
る
被
保
険
者
の
賠
償
責
任
の
存
在
と
そ
の
範
囲
が
被
害

者
と
被
保
険
者
と
の
和
解
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
場
合
叉
は
賠
償
責
任
の

存
在
が
被
保
険
者
の
裁
判
上
、
裁
判
外
の
責
任
承
認
に
よ
っ
て
確
定
し
た
場

合
と
、
被
保
険
者
が
そ
の
責
任
を
承
認
す
る
こ
と
な
く
責
任
判
決
が
下
さ
れ

た
場
合
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
三

O
年
法
第
五
二
条
第
一
文
が

「
保
険
者
は
、
自
己
を
除
い
て
な
さ
れ
た
い
か
な
る
責
任
承
認
、
い
か
な
る

和
解
も
自
己
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

責
任
承
認
禁
止
条
項
は
、
被
保
険
者
の
責
任
債
務
の
存
在
自
体
に
対
す
る

北法28(1・215)215



草寺

裁
判
上
、
裁
判
外
の
承
認
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
責
任
承
認

を
禁
ず
る
た
め
に
は
そ
の
旨
の
明
示
の
約
定
を
必
要
と
す
る
。
被
保
険
者
自

身
が
責
任
承
認
を
す
る
こ
と
を
要
し
、
従
っ
て
被
保
険
者
が
第
三
者
の
惹
起

し
た
損
害
に
対
す
る
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
1

1
例
え
ば
民
法
第
一
三
八
四

条
ー
ー
そ
の
第
三
者
が
な
し
た
責
任
承
認
に
つ
い
て
被
保
険
者
は
そ
れ
に
よ

る
不
利
益
を
蒙
ら
な
い
。
責
任
承
認
は
口
頭
で
も
文
書
に
よ
っ
て
も
為
し
う

る
し
、
)
被
保
険
者
の
態
度
が
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
責
任
の
存
在
を
自
認
し

資

て
い
る
と
の
み
解
釈
さ
れ
う
る
場
合
に
は
黙
示
の
責
任
承
認
が
認
め
ら
れ

る
。
本
来
責
任
承
認
の
禁
止
は
、
被
害
者
と
被
保
険
者
と
の
詐
欺
的
共
謀
を

避
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
五
二
条
は
そ
れ
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
バ
ド
第
一
審
で
有
責
判
決
を
受
け
被
保
険
者
が
そ
の
判
決
に
服
し
て
も

責
任
承
認
に
は
あ
た
ら
な
い
抗
日
時
効
の
利
益
の
放
棄
行
為
は
責
任
承
認
に

等
し
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
に
対
す
る
救
争
鎧
相
護
や
病
院
費
用

(
8
)
 

の
支
払
な
ど
の
人
道
的
行
為
は
責
任
承
認
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
第

(
9
}
 

五
二
条
第
二
交
に
よ
っ
て
具
体
的
事
実
の
陳
述
も
同
様
で
あ
る
。

和
解
禁
止
条
項
は
、
責
任
承
認
条
項
を
補
充
し
、
保
険
者
に
よ
る
訴
訟
指

揮
の
前
提
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、
訴
訟
指
揮
条
項
自
体
か
ら
は

和
解
禁
止
の
効
力
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
と
は
別
に

被
保
険
者
に
よ
る
単
独
和
解
を
禁
止
す
る
旨
の
明
文
の
約
定
、
か
必
要
で
あ

る

一
九
三

O
年
法
第
五
二
条
は
、
保
険
者
を
除
い
て
為
さ
れ
た
被
保
険
者
の

責
任
承
認
あ
る
い
は
和
解
を
以
っ
て
保
険
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

旨
を
約
定
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
約
定
の
あ
る
限
り
被

保
険
者
の
責
任
承
認
あ
る
い
は
被
害
者
と
の
和
解
に
よ
っ
て
確
定
し
た
賠
償

責
任
の
存
在
叉
は
そ
の
範
囲
に
保
険
者
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被

保
険
者
は
保
険
者
に
対
し
保
険
金
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
責
任
承
認
あ
る

い
は
和
解
に
よ
る
そ
の
債
務
の
確
定
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
害

~t法28(1・ 216)216

者
あ
る
い
は
そ
の
代
位
者
が
保
険
者
に
対
し
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
場
合
も

同
様
で
あ
る
(
〔
二
)
。

〔
ニ
破
致
院
民
事
第
一
部
一
九
七

O
年
六
月
二

O
日
判
決
、
岡
山
・
。
・
〉
・

4
つ
よ

5
2・
M
M印
・

U
が
し
た
R
の
た
め
の
建
物
建
築
に
欠
陥
が
あ
っ
た
た
め
、

U
に
対
し

二
七
万
余
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
金
の
支
払
を
命
ず
る
裁
判
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
裁
判
の
数
ヶ
月
後
、
当
事
者
間
で
、
そ
の
判
決
が
無
効
で
起
ら
な
か

っ
た
も
の
と
し
R
の
債
権
額
を
一
一
一
一
一
万
フ
ラ
ン
に
減
額
す
る
和
解
が
為
さ

れ
た
。
こ
の
金
額
を
R
に
支
払
っ
た
原
告
G
は、

U
の
保
険
者
で
あ
る
被

告
A
に
対
し

R
に
代
位
し
て
こ
の
金
額
の
支
払
を
請
求
し
た
が
、
原
審
は

そ
の
請
求
を
退
け
た
。
そ
こ
で
、

G
は
、
保
険
証
券
に
お
い
て
和
解
は
禁

じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
保
険
事
故
以
後
の
保
険
一
証
券
の
条
項
の
不
遜
守
に



よ
る
被
保
険
者
の
受
け
る
個
人
的
な
不
対
抗
性
を
原
因
と
し
て
は
被
害
者

を
代
位
す
る
第
三
者
の
直
接
訴
権
は
影
響
を
受
け
な
い
、
と
主
張
し
て
上

告
。
上
告
棄
却
。
「
G
は
そ
の
請
求
の
基
礎
と
し
て
一
九
六
三
年
一
二
月

一
七
日
の
和
解
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

A
会
社
は
、
そ
の
原
因

が
保
険
事
故
後
の
も
の
で
あ
る
失
権
の
不
対
抗
性
の
原
則
を
害
す
る
こ
と

な
く
、
保
険
証
券
一
五
条
に
よ
る
こ
の
和
解
の
不
対
抗
性
を
主
張
す
る
権

利
を
有
す
る
。
」

責
任
承
認
叉
は
和
解
を
対
抗
し
え
な
い
と
は
、
「
保
険
者
に
対
し
て
は

被
保
険
者
の
責
任
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
不
対
抗
性

責任判決の責任保険者に対する対抗力

は
失
権
と
は
異
な
り
|
|
第
五
二
条
は
不
対
抗
性
よ
り
厳
し
い
制
裁
、
例
え

ば
失
権
の
制
裁
を
課
す
こ
と
を
許
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
l
l
!
被
保

険
者
ヌ
は
被
害
者
の
保
険
者
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
し
め
な
い
。
従
っ
て
、

被
保
険
者
叉
は
被
害
者
は
、
証
券
に
約
定
さ
れ
て
い
る
禁
止
に
反
し
て
為
さ

れ
た
責
任
承
認
あ
る
い
は
和
解
以
外
の
方
法
で
被
害
者
に
対
す
る
被
保
険
者

の
債
務
の
存
在
及
び
そ
の
額
を
保
険
者
に
対
し
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
法
律
上
の
推
定
に
よ
っ
て
賠
償
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
時
は
そ
の

推
定
に
よ
っ
て
(
〔
二
〕
)
、
保
険
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

/ 

〔
二
〕
破
致
院
民
事
部
民
事
第
一
科
一
九
六
四
年
二
月
一
八
日
判
決

。・

H
V
J
S出品・

]

-

h

F

印M
・

m・
o-
〉
・
吋

-
w
S
∞A

F

・印
{)M-

原
告
被
保
険
者
W
の
未
成
年
の
'
息
子
が
校
庭
で
爆
発
性
の
器
具
を
破
裂

さ
せ
友
人
を
負
傷
さ
せ
た
。

W
の
保
険
請
求
に
対
し
被
告
保
険
会
社
は
、

W
は
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
そ
の
息
子
の
加
害
行
為
に
対
し
民
事
上
の
責

任
が
あ
る
こ
と
を
認
諾
し
た
の
で
あ
っ
て
、
保
険
証
券
第
一
コ
一
条
は
い
か

な
る
責
任
承
認
も
保
険
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た

が
、
原
審
は
、
保
険
会
社
は
民
法
第
一
一
一
一
八
四
条
に
言
う
父
親
の
負
担
す

る
責
任
推
定
を
覆
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
刑
事
訴
訟
記
録
は
父
親
が
位
督
義

務
を
欠
い
て
い
た
と
確
定
し
て
い
る
、
と
し
て
保
険
会
社
に
保
険
金
の
支

払
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
保
険
会
社
は
、
監
督
義
務
を
果
た
し
た
と
の

証
明
を
為
し
う
る
立
場
に
唯
一
あ
る
被
保
険
者
が
監
督
義
務
を
尽
さ
な
か

っ
た
と
棟
述
し
て
い
る
本
件
で
は
保
険
者
は
父
親
が
院
督
義
務
を
尽
し
た

と
い
う
証
明
の
責
を
負
わ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
原
審
は
当
事
者
の
申

立
て
な
か
っ
た
父
親
の
監
督
義
務
の
権
怠
を
職
権
を
以
て
採
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
主
張
し
上
告
。
上
告
棄
却
。
「
被
保
険
者
に
よ
る
責
任

承
認
の
不
対
抗
性
は
保
険
者
の
担
保
を
関
与
さ
せ
る
た
め
こ
の
責
任
が
別
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の
方
法
で
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
原
判
決
は
第
一
三
八
四
条
を

正
確
に
適
用
し
て
い
る
。
責
任
推
定
を
覆
す
こ
と
の
で
き
る
第
七
項
の
事

実
の
存
在
の
証
明
は
相
互
保
険
会
社
が
負
担
し
、
会
社
は
そ
の
証
拠
を
提

出
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
同
条
第
四
項
に
よ
る
抗
定
に
よ
っ
て
W
に



料

責
任
が
あ
る
と
原
判
決
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
刑
事
訴

訟
記
録
が
父
親
の
監
督
の
際
怠
を
示
し
て
い
る
と
す
る
判
決
理
由
は
余
分

な
こ
と
で
あ
る
・
・
・
」

資

被
保
険
者
の
責
任
承
認
の
不
対
抗
性
は
そ
の
責
任
承
認
の
為
さ
れ
た
裁
判

所
の
判
決
の
性
質
に
よ
っ
て
差
異
を
生
ず
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
刑
事
判

決
は
、
民
事
判
決
が
梢
対
的
な
既
判
力
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
絶

対
的
な
既
判
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
日
ド
た
だ
し
、
刑
事
裁

半IJ 判
決 所
のの
性判
質決
( が
zす

ロ"̂'白円て
日絶
内対

5「的
ーた
印ロ"

t半4
8. 力
去 を
;5有
) す

とる
半i も
決 の
を で
なは
すな
裁く
半IJ

所そ
のの

性
質
(
一
回

E
E
S
P
-
ω
Y
1
E
2
5
2
)
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
刑
事
訴
訟
に
附
帯
し
て
私
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
刑
事
裁
判
官

は
刑
事
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
民
事
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
の
二
つ
の

決
定
を
為
す
の
で
あ
り
、
絶
対
的
既
判
力
を
有
す
る
の
は
前
者
の
み
で
あ
っ

て
後
者
は
相
対
的
な
既
判
力
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
九
三

O
年
法
第
五
二
条
に
関
し
て
さ
ら
に
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
五
二
条
は
責
任
承
認
又
は
和
解
の
不
対
抗
性
を
約
定
し
う
る
と
す

る
だ
け
で
あ
る
。
仮
り
に
存
在
す
る
と
し
て
も
極
め
て
稀
な
場
合
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
約
定
が
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
被
保
険
者
ヌ
は
被
害
者
は

被
保
険
者
の
責
任
承
認
又
は
和
解
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
か
O
H
M
-

口
阻
止
己
∞

2
凹

O
D
は
、
被
保
険
者
の
自
白
は
保
険
者
と
の
関

係
に
お
い
て
そ
の
責
任
を
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
被
害
者
は
他
の
手

(
日
)

段
に
よ
っ
て
そ
の
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
裁
判
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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同
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円
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日
ωD
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(
5
)
F
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(
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)

『
正
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(
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H2ι
・山
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立
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ω〈円。
l
問。口
}
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F
D
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n
F
?
"
ロ
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印
M
M
U

。
間
的
叩

-
R
A
J
M
ω
Y
E・
5
8・
ω
-
S
U】・】・

8
1
|労
災
保
険

に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
時
効
放
棄
に
保
険
証
券
に
定
め
ら
れ
て
い

た
失
権
の
制
裁
を
認
め
た
原
判
決
を
支
持
し
上
告
を
棄
却
し
た
も

の
ー
ー
ー
。

(
8〉

C
Cロ
ム
ロ
O
〈・

5
声
。
J
S
S
・
お
∞

|
l保
険
者
を
除
い
て

為
さ
れ
た
い
か
な
る
和
解
又
は
責
任
承
認
も
保
険
者
に
対
抗
し
え
な

い
と
す
る
条
項
の
下
に
、
被
害
者
を
看
護
し
入
院
費
用
の
一
部
を
支



責任判決の責任保険者に対する対抗力

払
つ
で
も
人
道
的
感
伴
、
礼
儀
に
お
い
て
行
動
し
た
に
す
ぎ
ず
、
責

任
承
認
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
も
の
|
|
。

(
9
)
匂

-nm
吋
門
-
何
件
図
。
m
w
m
o
p
O
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口
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"
ロ
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ω
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w
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向山門問。
ω
件
。
件
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ロ
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ロ
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印
凶
ωu
ゎ
ωmm-

コM
A
-
-
-
N
』ロ己--

右
足
、

0
・

M
V
.

、

-BM・
M-smil--被
保
険
者
は
、
自
動
車
が
横
す

べ
り
し
そ
の
た
め
に
街
路
樹
に
突
込
ん
だ
と
認
め
た
だ
け
で
、
わ
ざ

と
真
実
に
反
し
責
任
を
認
め
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
一
証
明
さ
れ
て
い

な
い
事
例
|
|
、
同
ν
R
V
Y
M申
仏

2
・

5
2・
の
-
H
M
ニ

5
8・-・

ω
吋
d
l
|
自
動
車
と
自
動
車
と
の
衝
突
で
相
手
方
が
通
行
の
優
先
権

を
持
っ
て
い
た
と
の
被
保
険
者
の
供
述
が
、
わ
ざ
と
真
実
に
反
し
為

さ
れ
た
と
い
う
証
明
が
な
く
、
異
議
を
述
べ
得
な
い
事
実
の
具
体
性

に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
|
|
。

(
叩
〉
事
故
あ
る
い
は
保
険
事
故
後
の
抗
弁
の
被
害
者
に
対
す
る
不
対
抗

性
に
つ
き
、
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司
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一
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び
同

項
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修
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一
九
六
二
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一

O
月
一
五
日
付
デ
ク
レ
(
口
。
出
回
l

G
0
3
第
六
条
参
照
。
さ
ら
に
こ
の
原
則
と
責
任
承
認
・
和
解
の
不

対
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と
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つ
き
、
云
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2
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Z
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H
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〉
・
吋
J
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u
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お
は
、
傍
論
で
あ
る
が
、
「
第
二

四
条
及
び
第
五
二
条
に
記
さ
れ
る
或
種
の
失
権
条
項
の
禁
止
を
除
い

て
」
と
言
う
。
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司
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刑
事
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決
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官

0
5
5
ω
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判

力
を
有
し
、
八
ム
序
の
概
念
は
被
告
人
の
自
白
が
責
任
承
認
と
な
る
場

合
保
険
者
が
不
対
抗
性
の
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
、
と
言

う
(
云
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m
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・

(
日
)
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口
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団
O
ロ
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D
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Z
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H
E
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ロ
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内
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巾
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間
回
口
同
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口
口
市
田

T
W
『円巾回一江]巾回
w

円-
H

円一[・ロ。日
hv

印・

二
、
判
決
の
対
抗
力

被
害
者
が
加
害
者
た
る
被
保
険
者
の
保
険
者
に
対
し
一
九
三

O
年
法
第
五

三
条
に
よ
る
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
場
合
、
予
め
裁
判
等
に
よ
っ
て
被
保
険

者
の
責
任
が
確
定
し
て
い
る
か
、
叉
は
保
険
者
の
承
認
の
あ
る
場
合
を
除
き

原
則
と
し
廿
枕
保
険
者
と
保
険
者
と
を
被
告
と
し
て
同
時
に
訴
を
提
起
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
が
判
例
の
採
る
立
場
で
あ
一
位
従
っ
て
、
被
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害
者
が
保
険
者
に
対
し
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
場
合
責
任
判
決
の
保
険
者
に

対
す
る
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
被
害
者
は
、
被
保
険
者
の
賠
償

資

責
任
の
存
在
と
そ
の
額
の
責
任
訴
訟
と
直
接
訴
訟
と
に
お
け
る
二
度
の
立
証

の
負
担
を
考
え
、
こ
の
共
同
訴
訟
の
形
を
採
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
被

害
者
は
必
ず
し
も
こ
の
手
段
を
採
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
被
害
者
、
が
附
帯

私
訴
を
利
用
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
は
刑
事
裁
判
所
が
保
険
者
に
対
し

管
轄
権
を
有
し
な
い
た
め
直
接
訴
訟
前
に
責
任
関
係
が
確
定
す
る
こ
と

ιな

ヲ心。
以
下
に
紹
介
す
る
裁
判
例
の
大
部
分
は
、
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
被
保
険

者
の
責
任
の
存
否
又
は
そ
の
範
囲
が
確
定
し
た
後
、
被
害
者
が
直
接
訴
権
を

行
使
し
た
事
例
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
破
致
院
は
原
則
と
し
て
責
任
判
決
の

保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
承
認
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
以
前
の
裁
判
例

の
う
ち
現
在
で
は
価
値
を
有
し
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
が
、
破
致
院
判
例
の

変
遷
を
見
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
う
の
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

(
1
)

被
保
険
者
を
訴
訟
に
連
座
さ
せ
る
こ
と
が
法
律
上
或
は
事
実
上
不

可
能
な
場
合
は
例
外
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
被
保
険
者
が
外
交
特
権

(ο
ュr
E
-
M
∞
ι仇

n
s
s
-
∞J
S
ω
ω
'
M・

2
一
寸
同
一

r-nz・

ω
巴
ロ
0

・
印
守
口
〈
・

3
印吋
w

河・

0
・
〉
・
吋
J

お
勾

-
-
3〉
憲
法
上

の
特
権
(
(
U
白

mFnz--J
ミ
百
三
・

5
2・』
-n-

同

ν
・・

5
2・

ロ
-
E品∞∞・

0
・
H》

J
呂
田
印

-
M
-
M叶
ω
-
H
N

・
C-
〉
・
吋
，

J
5
2
・
kg)

を
享
受
す
る
場
合
等
々
。

(
2
)
わ
回
目
・
江
戸
-
ロ
ハ
-
b
口・

5ω
∞
(ω
凶

円

円

合

ω

)

唱
ロ

-
H
M
J
-
S申・
7

ωω

ロ口一円。回以口
mw
同

L
・

円
い
白
叩

ω
・
ロ
ユ

B
J
S
E
E
-
S
M・
o
-
E
J
-
S
M・
KP2・

(
3
)
 責

任
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
場
合

責
任
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
の
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
後
被
害

付
者
が
保
険
者
に
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
責
任
訴
訟
に
お
い
て
被
保

険
者
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
の
様
な
裁
判
例
の
多
様
性
は
見
ら
れ
な

ぃ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
責
任
訴
訟
と
直
接
訴
訟
と
で
は
少
な
く
と
も
当

事
者
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
民
法
第
一
三
五
一
条
に
よ
り
責
任
判
決
の
効

力
は
直
接
訴
訟
の
当
事
者
に
は
及
ば
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
被
害
者
が
直
接

訴
訟
に
お
い
て
新
た
に
被
保
険
者
の
責
任
を
立
証
し
て
そ
の
請
求
が
認
容
さ

れ
る
と
い
う
結
論
は
認
め
ら
れ
な
い
。
保
険
者
は
、
加
害
者
た
る
被
保
険
者

の
た
め
に
そ
の
危
険
を
担
保
す
る
こ
と
を
約
す
る
の
で
あ
り

v

ま
た
、
保
険

者
が
責
任
訴
訟
に
関
与
し
な
い
場
合
で
も
被
保
険
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
は
保
険
者
の
利
益
と
な
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
結
論
は

正
当
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
責
任
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
た
後
一
再
び

北法28(1・220)220
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被
保
険
者
と
保
険
者
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
被
保
険
者
と

の
関
係
で
は
既
判
力
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
保
険
者

と
の
関
係
で
は
当
事
者
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
既
判
力
抵
触
の
問
題
は
生

じ
な
い
が
、
い
っ
た
い
破
致
院
は
被
保
険
者
の
責
任
が
既
に
確
定
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
被
保
険
者
を
も
そ
の
被
告
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
被
害
者
の

直
接
訴
権
の
行
使
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
い
っ
て
被
害
者

の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
被
害
者
の
請
求
を
認
め
な
い
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。

ヨ
己
破
段
院
民
事
部
一
九
四
七
年
六
月
二
四
日
判
決
、
』
・
(
U

・
司
-
w

責任判決の責任保険者に対する対抗力

shFJ吋・ロ・
ω吋一三

o
r∞
-
-
Y
F
・i同
J
H凶
・
。
・
〉
・
吋
J

お
お
-

M

由同・

S
市
の
警
察
官
V
は
勤
務
中
G
の
運
転
す
る
L
会
社

(
G
の
雇
主
〉
の

自
動
車
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
。

S
市
は
市
が
V
に
支
払
っ
た
医
療
費
・
廃

疾
年
金
等
の
出
指
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
L
に
対
し
軽
罪
裁
判
所

に
お
い
て
私
訴
を
提
起
し
た
が
、

S
市
の
申
立
て
た
損
害
は
V
と
の
襲
約

に
起
因
し
事
故
に
因
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
請
求
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
の
後
に
S
市
は
民
事
裁
判
所
に
L

と
そ
の
保
険
者
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
原
審
は
、
請
求
原
因

が
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
保
険
者
は
軽
罪
裁
判

所
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
両
訴
訟
が
同
一
当
事
者
の
間

で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
二
被
告
ら
の
既
刊
力
の
抗
弁

を
認
め
な
か
っ
た
。
破
致
。
「
一
九
三
七
年
一

O
月
二
九
日
判
決
(
軽
罪

裁
判
所
の
判
決
|
|
筆
者
)
に
よ
れ
ば
、

S
市
が
主
張
せ
ん
と
す
る
損
害

と
そ
の
警
察
官
に
生
じ
た
事
故
と
の
聞
に
は
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
。

こ
の
判
決
は
市
と
L
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
既
判
力
を
有
し
、
両
者
の

聞
で
こ
の
会
社
の
責
任
の
存
在
を
再
審
理
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ

り
、
従
っ
て
、
会
社
が
第
三
者
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
保
険
者
の
承

認
し
た
叉
は
裁
判
上
確
定
さ
れ
た
金
銭
上
の
結
果
に
対
し
て
会
社
を
担
保

す
る
責
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
会
社
の
保
険
者
に
保
険
契
約
条
項
に
則
り
利

益
を
も
た
ら
す
。
」

な
お
、
こ
の
事
件
当
時
の
破
致
院
判
例
か
ら
す
れ
ば
責
任
訴
訟
が
直
接
訴

訟
に
対
し
何
ら
の
価
値
を
持
た
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
破
致
院
は

直
接
訴
訟
の
事
実
審
裁
判
官
が
責
任
判
決
を
そ
の
裁
量
要
素
と
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
た
の
で
あ
る
(
後
述
〔
六
〕
〔
七
〕
〔
八
〕
〔
九
〕
)
。
と
ま
れ
〔
一
二
〕

判
決
は
責
任
保
険
契
約
を
支
配
す
る
原
理
に
則
っ
て
被
害
者
の
請
求
を
退
け

た
の
で
あ
り
v

後
述
一
九
六
八
年
判
決
(
〔
一
一
二
〕
〔
一
四
〕
)
に
近
づ
い
た

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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ハ
4
)

因
み
に
、

E
S丘
は
責
任
保
険
は
被
害
者
の
た
め
に
す
る
保
険



ギト

で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
「
保
険
契
約
者
(
守
白
凹
田
口
芯
)
は
被
害
者
の

た
め
に
約
定
す
る
こ
と
を
全
く
意
図
し
て
い
な
い
。
彼
は
彼
自
身
の

責
任
を
填
補
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
保
険
者
は
保

険
契
約
者
に
対
し
て
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
被
害
者
の
た
め
に
な

さ
れ
る
約
定
を
全
く
承
諾
す
る
意
思
が
な
い
。
法
律
は
被
害
者
の
直

接
訴
権
を
全
く
の
先
取
特
権
と
見
倣
し
て
い
る
。
最
後
に
、
直
接
訴

権
が
他
人
の
た
め
に
す
る
約
定
に
基
礎
を
置
く
な
ら
ば
、
事
故
後
の

抗
弁
を
被
害
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
保
険
者
に
許
さ
な
い
仮
設
院
判

例
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ

を
含
む
契
約
を
援
用
す
る
約
定
受
益
者
は
そ
の
条
項
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(
2
2
正
u

同N
・
C
-
〉
・
吋
よ
お
ω印・

呂
町
)
。
一
九
三

O
年
法
第
六
条
第
四
項
参
照
。
反
対
、
』
0
2
2
2子

。.同
v

・・

5ωω
・
同
・
印
w

切
開
】
A

山口

zrgmロ門司・
U
1

・

(
5
〉
こ
の
場
合
被
保
険
者
を
訴
訟
に
速
度
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
的
で
あ

る
と
言
わ
れ
る

(
(
U
O
N
S
F
F
d
n
立
O
ロ
壬

3
2
0・
ロ
。
点
。
由
)
。

(

6

)

(

リ
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江
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p
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・

〈
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〉
戸
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0
r
o戸
HHmll司
-
問
。
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ロ
ロ
-
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F
o
r
m角
川
同
〈

m
w
t
D
2
F
]・。
-
H
U
-
-
】
也
A
F
1
-

H
H

・
ω吋一
-
h
F
e

資

tコ
責
任
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
場
合

責
任
判
決
に
よ
っ
て
被
保
険
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
た
場
合
と
異
な
り
、

肯
定
さ
れ
た
場
合
の
そ
の
判
決
の
対
抗
力
に
関
し
て
判
断
し
た
裁
判
例
の
結

論
は
一
様
で
は
な
い
。
疑
点
を
残
し
な
が
ら
も
一
応
の
結
論
を
与
え
た
一
九

六
八
年
判
決
に
至
る
ま
で
破
段
院
は
、
保
険
者
の
訴
訟
指
探
の
有
無
に
よ
っ

て
有
責
判
決
の
対
抗
力
を
或
は
肯
定
し
或
は
否
定
し
た
。

ω
保
険
者
が
責
任
訴
訟
を
実
際
に
指
揮
し
て
い
た
場
合

実
務
上
多
く
の
保
険
証
券
は
そ
の
条
項
の
う
ち
に
責
任
訴
訟
に
お
い
て
被

保
険
者
の
名
に
お
い
て
排
他
的
な
訴
訟
指
揮
を
行
う
権
能
を
保
険
者
に
付
与

す
る
条
項

l
ー
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
失
権
の
制
裁

l
ー
を
含
ん
で
い
い
れ
町
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判
例
は
長
い
間
こ
の
訴
訟
指
揮
条
項
に
よ
っ
て
有
責
判
決
の
対
抗
カ
の
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。

通
常
訴
訟
指
揮
条
項
は
保
険
証
券
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
被
保

険
者
が
そ
の
義
務
を
怠
り
責
任
訴
訟
の
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
保
険
者
に
通
知

し
な
い
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
保
険
者
は
現
実
に
責
任
訴
訟
を
指
揮
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
有
資
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
認

め
る
こ
と
は
、
保
険
者
の
防
禦
の
機
会
を
失
わ
し
め
保
険
者
に
苛
酷
な
結
果

を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
保
険
者
が
突
際
に
責
任
訴
訟

を
指
揮
し
た
場
合
、
そ
の
指
揮
し
た
結
果
で
あ
る
有
責
判
決
が
直
接
訴
訟
に

お
い
て
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
持
た
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
ど
の
様
に

理
論
構
成
す
る
か
は
別
に
し
て
我
々
の
良
識
に
反
す
る
。
破
致
院
は
、

夙

に
、
保
険
者
に
よ
る
訴
訟
指
揮
が
現
実
に
為
さ
れ
、
被
害
者
に
そ
の
被
っ
た

損
害
額
以
上
の
賠
償
金
を
得
さ
し
め
よ
う
と
す
る
詐
欺
的
行
為
が
存
在
し
な



い
場
合
に
は
責
任
訴
訟
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
損
害
賠
償
額
に
対
し
保
険
者

は
異
議
を
述
べ
得
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

〔
四
〕
破
致
院
民
事
部
一
九
三
六
年
六
月
二
九
日
判
決

ω
J
お
ω
?
?

ω串印・

H
P
の
・
〉
・
同
J

・
5
8・
-
C
M
N
-

F
の
運
転
す
る
自
動
車
に
よ
っ
て
重
傷
を
負
っ
た
D
は
、
軽
罪
裁
判
所

に
お
い
て
民
事
の
当
事
者
と
し
て
F
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

F
の
保

険
者
が
実
際
に
指
揮
し
て
い
た
こ
の
訴
訟
の
判
決
は
F
に
二
万
フ
ラ

γ
の

仮
渡
金
と
そ
の
後
の
鑑
定
に
よ
っ
て
さ
ら
に
一

O
万
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償

を
命
じ
た
。
こ
の
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
の
後
D
は
F
の
保
険
者
を
相
手
に

直
接
訴
権
を
行
使
し
た
。
原
審
(
司
阻
止

P
S
E
i
-
-
s
u・河・
0
・〉・

責任判決の責任保険者に対する対抗力

H
・
5
S・
2
3
は
次
の
様
に
判
断
し
た
。
保
険
者
と
被
保
険
者
と
は

2
2
-
w向山¢
B
に
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判

決
が
被
保
険
者
に
付
与
す
る
賠
償
額
に
対
し
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
保
険
証
券
の
約
定
に
従
い
保
険
者
自
身
が
被
保
険
者
の
名
の
も
と

に
有
責
判
決
に
達
し
た
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
る
場
合
は
よ
り
一
一
層
こ
の
結

論
が
貫
か
れ
る
、
と
。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
原
審
は
軽
罪
裁
判
所
の
判
決

の
対
抗
力
を
肯
定
し
、
保
険
者
に
保
険
金
額
の
限
度
一

O
万
フ
ラ
ン
の
支

払
を
命
じ
た
。
保
険
者
は
、
原
審
が
責
任
判
決
の
既
判
力
が
保
険
者
に
及

ば
な
い
に
も
拘
ら
ず
そ
の
対
抗
力
を
認
め
た
こ
と
(
上
告
理
由
一
、
一
一
)
、

保
険
金
額
一

O
万
フ
ラ
ン
か
ら
訴
訟
費
用
・
弁
護
士
費
用
分
の
支
出
を
控

除
し
て
い
な
い
こ
と
(
上
告
理
由
一
二
)
を
不
服
と
し
て
上
告
。
破
段
院

は
、
上
告
理
由
一
、
二
に
つ
き
「
保
険
証
券
一
一
条
一
二
条
に
お
い
て

(
保
険
〉
会
社
は
被
保
険
者
の
名
に
お
け
る
訴
訟
の
排
他
的
指
揮
を
留
保

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
会
社
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
訴
訟
で
判

断
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
会
社
は
異
議
を
述
べ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
。

会
社
は
そ
の
被
保
険
者
に
対
す
る
D
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
指
揮
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
の
主
張
を
し
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
で

は
な
く
、
原
判
決
は
会
社
が
実
際
に
訴
訟
を
追
行
し
た
と
認
定
す
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
会
社
は
蒙
っ
た
損
害
額
を
越
え
る
賠
償
を
保
険
者
の
負
担

に
お
い
て
被
害
者
に
与
へ
ん
と
す
る
詐
欺
の
存
在
を
主
張
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
被
害
者
と
事
故
の
惹
起

者
と
の
関
係
に
お
け
る
既
判
カ
の
保
険
会
社
に
対
す
る
対
抗
力
を
承
認
す

る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
」
原
審
は
何
ら
法
律
の

適
用
を
誤
っ
て
は
い
な
い
、
と
し
た
。
但
、
上
告
理
由
三
に
関
し
て
原
判

決
を
破
致
。
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〔
五
〕
破
毅
院
社
会
部
一
九
四
六
年
六
月
一
一
一
一
日
判
決
戸
。
・
〉

-
H
W

-
由
品
目
・

ω
∞戸.

軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
被
傭
者
の
交
通
事
故
死
に
対
す
る
-
履
主
の
責
任



料

が
認
め
ら
れ
た
後
、
被
傭
者
の
妻
、
が
医
主
の
保
険
者
に
対
し
直
後
訴
権
を

行
使
し
た
事
例
。
責
任
判
決
の
既
判
力
は
自
己
に
及
ば
な
い
、
と
主
張
す

る
保
険
者
の
上
告
に
対
し
、
破
段
院
は
〔
四
〕
判
決
と
同
様
の
理
由
に
よ

っ
て
上
告
棄
却
。

資

破
致
院
が
〔
四
〕
〔
五
〕
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
せ
ず
認
め
た

結
論
自
体
に
は
何
人
も
反
対
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
結

論
を
承
認
す
る
た
め
に
い
か
な
る
理
論
構
成
を
す
る
か
に
あ
る
。

保
険
者
は
責
任
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
の
名
に
お
い
て
行
為
す
る
だ
け

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
名
目
上
は
そ
の
当
事
者
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
民
法

第
二
二
五
一
条
に
よ
れ
ば
責
任
判
決
の
既
判
力
を
保
険
者
に
及
ぼ
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
破
致
院
も
〔
四
〕
〔
五
〕
に
お
い
て
責
任
判
決
の
既
判
力
を
保

険
者
に
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
保
険
者
が
直
接
、
間
接
に
責
任
訴
訟

(
9
)
 

に
加
担
し
た
結
果
と
し
て
そ
の
効
果
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
結
論
を
導
く
た
め
に
ど
の
様
な
理
論
構
成
が
考
え
ら
れ
る
か
。
さ
ら
に
保

険
者
は
被
保
険
者
に
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
に
対
し
第
三
者
異
議
の
前
)

(
丘
四

5
0
3
c
m
E
S
第
三
者
の
提
起
す
る
判
決
取
消
の
訴
?
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

少
な
く
と
も
保
険
者
が
実
際
に
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
た
場
合
に
被
害

者
あ
る
い
は
被
保
険
者
に
再
度
の
証
明
を
強
い
た
り
、
保
険
者
の
第
三
者
異

議
を
許
要
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
不
満
を
泡
か
ざ
る
を
得
な
い
。
名
目
上
は

と
も
あ
れ
、
保
険
者
は
被
保
険
者
の
利
益
と
同
様
自
己
の
利
益
に
お
い
て
訴

訟
指
揮
条
項
を
利
用
し
、
現
実
に
は
被
告
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
砧
ケ
ぞ
こ
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
の
理
論
構
成

が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

黙
示
の
放
棄
|
|
保
険
者
が
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
た
と
い
う
事
実
自
体
に
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よ
っ
て
保
険
者
は
責
任
訴
訟
の
判
断
に
対
す
る
異
議
を
黙
示
的
に
放
棄
し
た

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔
四
〕
〔
五
〕
に
お
い
て
破
致
院
は
こ
の
説
に
立
却
し

(
日
}

て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
保
険
者
の
抗
弁
の
放

棄
、
殊
に
黙
示
の
放
棄
を
保
険
者
の
意
思
に
見
出
し
得
る
と
す
る
こ
と
は
極

め
て
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
保
険
者
が
被
保
険
者
有

責
判
決
に
対
し
第
三
者
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
時
、
さ
ら
に

新
た
な
問
題
|
|
保
険
者
は
第
三
者
と
し
て
の
資
格
を
失
う
の
か
ー
ー
を
生

じ
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
険
者
の
第
三
者
異
議
を
容
認
す

る
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
行
為
が
被
保
険
者
の
名

に
お
い
て
為
さ
れ
る
が
故
に
保
険
者
は
第
三
者
で
あ
り
、
訴
訟
に
現
わ
れ
指

示
を
与
え
て
も
舞
台
裏
で
為
す
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

(
日
)

る。
名
義
人
(
官
公
巾
1
5
5
)
の
理
論
|
|
保
険
者
の
第
三
者
異
議
を
否
定
す

る
た
め
に
一
部
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
持
出
さ
れ
、

F
m
gロ
の
支
持
を
受
け



た
理
論
で
あ
一
官
官
会
。
1
5
5
の
契
約
は
受
任
者
が
第
三
者
に
対
し
て
そ

の
資
格
を
隠
し
て
彼
自
身
の
名
で
行
為
す
る
委
任
契
約
で
あ
る
。
名
義
人
に

対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
は
委
任
者
に
対
し
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
既

判
力
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
委
任
者
は
名
義
人
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判

決
に
対
し
て
第
三
者
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
保
険
者
は
、
保

険
証
券
に
挿
入
す
る
訴
訟
指
揮
条
項
に
よ
り
、
彼
に
被
保
険
者
の
名
に
お
い

て
責
任
訴
訟
を
指
揮
さ
せ
る
委
任
あ
る
い
は
委
任
の
予
約
の
受
任
者
で
あ

お
山
他
方
、
こ
の
理
論
の
適
用
に
あ
っ
て
は
、
保
険
者
は
、
こ
の
訴
訟
指
俸

を
引
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
名
目
上
の
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
被
保
険
者
を
受

責任判決の責任保険者に央付る対抗力

任
者
と
し
て
両
者
の
共
通
の
利
益
を
防
禦
す
る
た
め
の
訴
訟
行
為
を
委
任
す

る
委
任
者
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
荷
山
シ
ヤ
ロ
ル
裁
判
所
一
九
五
二
年

三
月
七
日
判
決
は
、
次
の
様
に
言
一
明
「
確
か
に
保
険
者
は
こ
の
場
合
被
保

険
者
に
よ
っ
て
公
式
に
は
代
理
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
事
実
上
は
そ
の
被
保
険
者
の
利
益
を
引
受
け
舞
台
裏
で
訴
訟
を
指
揮
す

る
の
は
保
険
会
社
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
険
証
券
に
お
い

て
会
社
は
通
知
義
務
を
課
す
あ
ら
ゆ
る
保
険
事
故
に
引
続
い
て
為
さ
れ
る
訴

訟
の
指
揮
を
会
社
の
自
由
に
す
る
こ
と
を
失
権
の
制
裁
の
も
と
に
通
常
そ
の

被
保
険
者
に
強
制
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
会
社
を
除
い
て
い
か
な
る
解
決

も
な
す
こ
と
を
禁
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
訴
訟
手
続
に
お
い
て
そ
の

名
で
現
れ
る
被
保
険
者
は
む
し
ろ
保
険
会
社
の
代
理
を
す
る
令

2-
こ
-z

2
1
2ろ
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
後
者
の
名
義
人
、
仮
装
さ
れ
た
受
任
者
以

外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
際
に
は
保
険
者
は
完
全
に
一
亦

訟
の
進
行
す
べ
て
を
知
っ
て
お
り
、
既
に
下
さ
れ
た
判
決
に
無
関
係
で
あ
る

と
言
う
こ
と
も
第
三
者
異
議
を
唱
え
る
こ
と
も
有
効
に
為
し
得
な
い
o
」

こ
れ
ら
の
理
論
は
、
保
険
者
が
実
際
に
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
た
場
合

に
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
。
従
っ
て
、
保
険
者

が
訴
訟
指
揮
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
理
論
か
ら
当
然
に
は
有
資

判
決
の
対
抗
力
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
破
致
院
も
、
保
険
者
が
実
際
に

責
任
訴
訟
を
指
知
押
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
有
責
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る

対
抗
力
を
肯
定
し
た
の
で
あ
り
、
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判

例
・
学
説
に
も
拘
ら
ず
責
任
判
決
の
対
抗
力
の
問
題
は
、
保
険
者
の
訴
訟
指

揮
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
一
般
的

で
決
定
的
な
理
由
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
情

司
円
角
川
可
江
田
・
《
戸
白
仏

-
2叩

n
t
oロ
門
田
口
唱
円
。
円
伊
田
市
口
同
巾
国
司

O
ロ
目
白

r--F円
恥

開

高

司

勺

俗

的

ωロ
円
内
ロ

D
V
U『・ハ
γ

同

V
J
戸
市
町

?
?
]
[
a
Z田
町
'

(
9
)
z
o
z
m
o
E
C〈
J

M

申
立

5
5
8・∞・・

5
8・】・

2
印・

(ω
〉
第
三
者
異
議
(
己

2
2
0司
司

E
X
H
D
ロ
)
〈
民
事
訴
訟
法
(
旧
〉
第
四
七

四
条
以
下
)
は
、
訴
訟
に
関
与
し
て
い
な
い
第
三
者
が
そ
の
訴
訟
の

判
決
の
効
力
に
よ
っ
て
損
害
を
被
り
、
あ
る
い
は
そ
の
危
険
の
あ
る

場
合
に
そ
の
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
判
決
を
全
部
あ
る
い

(
8
)
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料

は
部
分
的
に
取
消
し
て
放
済
を
図
る
そ
の
第
三
者
に
認
め
ら
れ
る
手

段
で
あ
る
。
第
三
者
異
議
を
提
起
す
る
者
は
二
つ
の
条
件
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
そ
の
判
決
に
よ
っ
て
彼
が
損
害
を
被

り
、
又
は
被
る
危
険
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
は
そ
の
訴
訟
に
お

い
て
彼
は
当
事
者
で
も
な
く
、
代
理
公
巾
唱
み
印
巾
ロ
円
2
)
さ
れ
て
も

い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
第
三
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
(
の
z
n
r
o
z

〈
E
2
ロ
f
司
早
口
広
号
司
5
2
ι
ロ
同
巾
n
Z
ニ0
2
2
5
5
2
2
ω
-

V
E・
ロ
o
m
怠
∞
え
ω
・
〉
o
保
険
者
の
訴
訟
指
揮
と
の
関
係
で
は
後

者
の
条
件
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
、
保
険
者
が
損
害
を
被
る
こ
と
は
問

題
と
さ
れ
な
い
(
回
2
ω
c
p
ロ
J

お
む
・
5
)

(
日
)
木
川
統
一
郎
「
判
決
の
第
三
者
に
及
ぼ
す
影
響
」
法
学
新
報
六
回

糸
工
一
一
号
九

O
三
頁
。

(
m
M
)
日
り
円
。
可
円
M
P
D
匂
・
円
一
昨
J
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(
門
M
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司
M
n
白
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円
凶
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o
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H
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・
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〈
J
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C
M
・

資

(
叫
山
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回
2
8
P
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2
0
ω
D
5
叶
ユ
r
-
n
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・
(
リ
「
白
H
O
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門
凹

日申印一NWり」】也印(凶・

-h甲山市
2
5
f
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H
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同
)
・
M
m
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E
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M
f
岡
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F
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J
ロ
『
O
X
L
命
m
m
田
由
民
同
m
w
ロ
ロ
何
回
・
ロ
。
-
∞
印
u
n
F
田
町
M
O
門
町
仏
o

--Hm}m・

o.‘
お
印
一
『
・
串
{
)
】
O
H
H
り
同
ぬ
可
円
2
・
0
司
・
2
了
ロ
2
M
2
ω
・

(
同
四
)
回
叩
回
聞
o
p
o
ヲ
ロ
ご
・

(
山
川
)
む
よ
-
由
印
ω
・
目
4
u

見
・
。
・
〉
・
吋
J

S印
M
・
5
印
・

(
川
出

)
E
S
E
-
H
N
・

C-
〉
・
吋
よ
】
呂
町
・
5
N
印
・
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(ロ)

保
険
者
が
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
な
か
っ
た
場
合

よ
り
一
般
的
で
決
定
的
な
解
決
は
、
一
九
六
八
年
六
月
二
一
日
破
段
院
判

決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
保
険
者
に
よ
る
訴
訟
指
揮
の

存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
有
責
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
が
背

定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
達
す
る
ま
で
破
致
院
は
1
i
l
少

な
く
と
も
民
事
部
民
事
科
は
|
|
保
険
者
に
よ
る
責
任
訴
訟
の
指
揮
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
被
害
者
が
そ
の
証
明
を
し
て

い
な
か
っ
た
場
合
の
有
責
判
決
の
対
抗
力
を
否
定
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら

一
九
六
八
年
六
月
二
一
日
判
決
前
に
お
い
て
も
被
保
険

者
に
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
が
保
険
者
に
対
し
何
ら
の
影
響
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
判
例
は
こ
の
責
任
判
決
が
直

接
訴
訟
の
裁
判
官
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
保
険
に
よ
っ
て
填
補
さ



れ
る
責
任
と
損
害
と
の
裁
量
要
素
宗
広

5
2円

見

回

目

6
5口一三一
2
)
と
し

て
責
任
判
決
を
受
入
れ
る
こ
と
は
こ
の
世
争
実
審
裁
判
官
の
権
限
内
に
あ
る
と

し
て
許
容
し
た
か
ら
で
あ
る
(
〔
六
〕
〔
七
〕
〔
八
〕
〕
九
〕
〉
。
す
な
わ
ち
、
有

責
判
決
が
下
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
何
人
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

の
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は

2
官

055ω

に
対
抗
し
う
る
の
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
胤
は
責
任
判
決
の
既
判
力
が
直
接
訴
訟
に
も
及
び
被
保

険
者
の
責
任
の
存
在
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
保
険
者
は
争
い
得
な
く
な
る
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
直
接
訴
訟
の
裁
判
官
は
責
任
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

責任判決の責任保険者に対する対抗力

〔
六
〕
破
致
院
民
事
部
一
九
三
七
年
一
月
一
九
日
判
決

ω
J
-
s
c・
-
・
ミ

ロ
o
g
H
V
O円
円

2
F
同州・。
-
K
F
・
吋

J-gu--M2・
u-EJ-gu---M由・

交
通
事
故
を
惹
起
し
た
O
は
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
被
害
者

P

(
パ
リ
市
警
察
官
)
と
そ
の
未
成
年
の
怠
子
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
命
じ

ら
れ
た
。
そ
こ
で

P
は
自
己
及
び
息
子
の
名
に
お
い
て
O
の
保
険
者
に
対

し
訴
訟
を
提
起
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
訴
訟
に
バ
リ
市
が
療
養
期
間
中
ま
た

廃
疾
に
よ
る
退
職
の
た
め
に

P
に
支
給
し
た
金
負
の
返
済
を
求
め
て
参
加

し
た
。
原
審
は
、
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
が
認
め
た
金
額
か
ら
パ
リ
市
に
認

容
し
た
金
額
を
控
除
し
て

P
の
請
求
を
認
め
た
。
保
険
者
は
、
原
判
決
が

刑
事
裁
判
所
で
O
に
言
渡
さ
れ
た
有
責
判
決
を
保
険
者
に
対
抗
で
き
る
と

考
え
て
い
る
と
し
て
、
他
方
、

P
は
、
逆
に
、
原
判
決
が
刑
事
裁
判
所
で
一
言

渡
さ
れ
た
判
決
の
終
審
と
し
て
の
性
質
を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者

そ
れ
ぞ
れ
が
上
告
。
破
致
院
は
両
者
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
保
険
者
の
上

告
に
対
し
て
、
「
原
判
決
の
理
由
か
ら
す
れ
ば
、
控
訴
院
は
被
害
者
と
保

険
者
と
の
関
係
に
お
い
て

P
に
支
払
う
べ
き
損
害
賠
償
の
範
囲
又
は
そ
の

被
っ
た
損
害
額
に
つ
き
軽
罪
裁
判
官
が
O
に
下
し
た
判
決
に
必
然
的
に
拘

来
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
さ
ら
に
、
民

事
裁
判
官
が
そ
の
専
属
的
権
限
内
に
お
い
て
、
被
害
者
と
保
険
者
と
の
関

係
で
そ
の
判
決
に
加
え
ら
れ
る
重
要
な
修
正
を
留
保
し
、
被
っ
た
損
害
と

そ
の
責
を
負
う
賠
償
の
適
正
な
評
価
を
な
す
も
の
と
し
て
刑
事
裁
判
所
の

判
決
を
受
取
っ
た
こ
と
に
対
し
、
と
り
わ
け
こ
の
判
決
が
鑑
定
と
徹
底
的

な
証
拠
調
の
後
に
の
み
下
さ
れ
、
こ
の
損
害
や
賠
償
の
責
を
負
う
額
を
越

え
る
賠
償
金
を
被
害
者
に
与
え
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
詐
欺
の
存
在

が
何
ら
申
立
て
ら
れ
て
い
な
い
時
に
は
、
上
訴
は
認
め
ら
れ
な
い
」
o

p

の
上
告
に
対
し
て
、
「
保
険
会
社
が
軽
罪
訴
訟
手
続
に
お
い
て
法
的
に
当

事
者
で
は
な
く
、
さ
ら
に
欠
席
判
決
を
受
け
た
被
保
険
者
の
名
に
お
い
て

訴
訟
指
揮
を
実
際
に
確
保
し
て
い
な
い
時
に
は
、
こ
の
有
責
判
決
に
対
し
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て
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
保
険
会
社
に
対
抗
し
う
る
判
決
と
し
て
の
性
質

を
認
め
る
こ
と
を
原
判
決
が
拒
否
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
」
。



f
炉'

#
小

〔
七
〕
破
致
院
民
事
部
一
九
四
一
年
六
月
一
一
日
判
決
。
・
わ
よ
お
お
・

ω

ロ
D
Z
F
.
1可
J
同N
.
C・
〉
・
吋
J
3
2
.
2由・

S
は
被
害
者
C
へ
の
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
受
け
て
い
た
。
原
判

決
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
S
の
保
険
者
に
対
す
る
C
の
請
求
を
認
容
し
た
。

保
険
者
は
、
原
審
が
C
と
S
と
の
訴
訟
で
の
証
拠
調
を
理
由
に
保
険
者
の

要
求
し
た
新
た
な
証
拠
調
を
拒
否
し
た
こ
と
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
保
険

資

者
は
訴
訟
指
揮
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
訴
訟
の
既
判
力
は
自
己

に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
理
由
に
上
比
弓
破
毅
院
は
、
原
審
は
保
険
者
に
対

す
る
関
係
で
の
責
任
と
損
害
額
に
関
し
て
C
と
S
と
の
間
に
下
さ
れ
た
判

決
に
必
要
的
に
拘
束
さ
れ
る
と
は
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
保
険
者
は
C
と

S
と
の
詐
欺
的
共
謀
を
全
く
主
張
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
原
審
裁
判
官

は
そ
の
権
限
内
に
お
い
て
被
害
者
と
被
保
険
者
と
の
間
に
下
さ
れ
た
判
決

を
保
険
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
責
任
と
損
害
の
裁
量
要
素
と
し
て
受
入
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
防
禦
権
が
侵
さ
れ
た
と
す
る
保
険
者
の
非
難
は

理
由
が
な
い
と
し
て
、
上
告
棄
却
。

〔
八
〕
破
段
院
民
事
部
民
事
第
一
科
一
九
五
四
年
六
月
一
一
日
判
決
凶
作

。
・
〉
-
H，
J
S印

h
F

・
ω
エ'

自
動
車
に
同
乗
中
負
傷
し
た
原
告
が
、
そ
の
自
動
車
の
運
転
者
等
を
有

責
と
す
る
判
決
を
得
た
後
、
自
動
車
の
保
有
者
の
保
険
者
に
対
し
て
直
接

訴
権
を
行
使
し
た
事
例
。
保
険
者
の
上
告
に
対
し
、
破
段
院
は
、
事
故
の

被
害
者
の
た
め
に
な
さ
れ
た
判
決
は
保
険
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
後
訴

の
事
実
の
一
要
素
で
あ
る
と
し
た
。
上
告
棄
却
。

〔
九
〕
破
致
院
民
事
部
民
事
第
一
科
一
九
五
六
年
七
月
四
日
判
決
同
N

・
C-

〉
・
吋
-w
お
8
.
M
S
'

S
は
保
険
の
目
的
物
で
あ
る
自
動
車
を
保
険
者
に
通
知
せ
ず
に
M
に
売

渡
し
た
が
、
保
険
料
を
そ
の
ま
ま
支
払
い
続
け
て
い
た
。

M
は
こ
の
自
動

車
に
よ
っ
て
T
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
そ
の
た
め
T
へ
の
賠
償
を
命
ず
る
軽

罪
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
た
。
保
険
者
は
そ
の
訴
訟
に
関
与
し
な
か
っ
た

が
、
事
故
と
そ
れ
に
よ
る
刑
事
訴
追
に
つ
い
て
は
知
ら
さ
れ
て
い
た
。

T

は
S
と
保
険
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
破
段
院
は
、

保
険
が
譲
受
人
の
利
益
の
た
め
に
存
続
す
る
こ
と
、
保
険
証
券
上
の
抗
弁

は
被
害
者
に
対
抗
し
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
前
掲
〔
七
〕
判
決
と

同
様
の
理
由
に
よ
り
保
険
者
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

〔
六
〕
〔
七
〕
〔
八
〕
〔
九
〕

に
お
い
て
破
致
院
は
責
任
判
決
の
保
険
者
に

対
す
る
対
抗
力
を
否
定
し
た
と
は
言
え
、
こ
の
判
例
理
論
に
従
え
ば
、
事
実

審
裁
判
官
の
判
断
に
よ
っ
て
は
責
任
判
決
が
事
実
上
既
判
力
に
比
肩
し
う
る

(
訟
)

効
力
を
保
険
者
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
一
吉
田
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
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し
、
こ
の
判
例
理
論
は
少
な
く
と
も
被
害
者
に
と
っ
て
満
足
し
う
る
最
終
的

解
決
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
。

一
九
六
八
年
六
月
一
二
日
判
決
前
に
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
問
題
が
生
じ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
険
者
が
責
任
判
決
に
対
し
て
第
三
者
異
議
の
訴

(

同

百

円

n
o
o
z
c
m
E
O
口
)
を
提
起
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
保
険
者
が
責
任
訴

訟
を
指
揮
し
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
そ
の
場
合
に
は
ど
の
様

に
理
論
構
成
す
る
か
は
別
に
し
て
保
険
者
の
第
三
者
異
議
は
受
理
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保
険
者
が
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
な
か
っ
た
場
合

責任判決の責任保険者に対する対抗力

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
保
険
者
は
勿
論
責
任
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
い
。
で

は
被
保
険
者
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
破
段
院
民

事
部
民
事
科
の
判
決
と
社
会
科
の
そ
れ
と
の
間
に
差
異
が
生
じ
た
。
こ
れ
が

一
九
六
八
年
六
月
一
一
一
日
判
決
に
よ
る
判
例
変
更
の
緒
で
あ
っ
た
と
言
い
う

る
か
も
知
れ
な
い
。

破
致
院
民
事
部
社
会
科
は
、
保
険
者
が
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
な
か
っ

た
場
合
に
も
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
が
故
に
保

(

川

崎

)

険
者
の
第
三
者
異
議
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

〔一

O
〕
破
致
院
民
事
部
社
会
科
一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
判
決
四
三
-
-

n-〈
J

】
由
。

--h日
・
品
日
出
・

一
握
主
の
自
動
車
に
同
乗
中
事
故
に
遭
遇
し
負
傷
し
た
女
中
M
は
|
|
未

成
年
の
た
め
そ
の
父
が
、
後
に
本
人
が
|
l
労
災
事
故
を
理
由
に
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
の
一
誌
に
対
し
て
社
会
保
障
地
方
委
員
会
が

本
件
事
故
は
労
災
事
故
で
は
な
く
一
般
法
の
事
故
で
あ
る
と
し
た
た
め
、

こ
の
-
訴
訟
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
雇
主
H
l
|
本
件
事
故
に
よ
り
死

亡

i
lの
保
険
者
は
、
事
故
が
一
般
法
の
領
域
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て

こ
の
雇
主
の
危
険
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
判
決
に
対
し

て
第
三
者
異
議
を
提
起
し
た
。
原
審
は
保
険
者
の
異
議
を
容
れ
、
本
件
事

故
は
労
災
事
故
の
性
質
を
有
す
る
と
し
た
。
そ
こ
で
社
会
保
障
基
金
ら
が

原 上
判告
決 。
を破
破 毅
致院
しは
た{呆
。険

ー寸 コ台

民 (j)

書室
訟 芸
法 具
謹議
凶に
七関
明 し
宋 て

:法
れ様
'1 iこ

半1]
第断
三 し
者

は
自
己
の
権
利
を
害
す
る
判
決
に
対
し
て
代
理
す
る
者
が
そ
の
訴
訟
に
呼

出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
の
み
第
三
者
異
議
を
提
起
で
き
る
の
で
あ
る
。

-
:
(
中
略
)
:
・
保
険
会
社
は
、
第
三
者
異
議
に
よ
っ
て
M
を
被
害
者
と
す
る

事
故
の
性
質
に
異
議
を
申
ベ
、
H
(
雇
主
の
妻
|
|
筆
者
)
の
一
般
法
上

の
責
を
免
れ
さ
せ
ん
と
す
る
た
め
に
は
、
日
の
権
利
を
主
張
す
る
限
り
に

お
い
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
H
の
権
利
は
こ
の
者
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
た
訴
訟
の
終
局
判
決
に
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よ
っ
て
既
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
効
性
に
異
議
の
な
い
保
険

証
券
か
ら
生
ず
る
債
務
を
逃
れ
る
た
め
に
被
保
険
者
の
意
志
に
反
し
て
行

為
す
る
保
険
者
は
、
第
三
者
異
議
の
訴
を
提
起
す
る
資
格
を
欠
く
も
の
で



中千

あ
る
。
」

資

た
だ
し
、
〔
一

O
〕
事
件
再
上
告
審
は
、
保
険
者
の
利
益
に
反
す
る
共
謀

が
あ
っ
た
と
し
て
保
険
者
の
第
三
者
異
議
を
受
理
し
た
移
送
審
の
判
断
を
追

認
し
、
そ
の
結
論
を
逆
転
さ
せ
た
(
〔
一
一
〕
)
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て

も
原
則
と
し
て
保
険
者
は
被
保
険
者
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

〔
一
二
破
致
院
民
事
部
社
会
科
一
九
六
五
年
五
月
二
六
日
判
決

m・
o・

〉
-
吋
J

S

A
山
由
・
印
m
w
u
c
-
H
ν
J

】
由
白
印

-
M
-
M
4
ω
・

〔一

O
〕
事
件
破
段
移
送
後
の
再
上
告
審
で
あ
る
。
控
訴
院
が
、
原
則

と
し
て
保
険
者
は
被
保
険
者
の
権
利
を
主
張
す
る
限
り
に
お
い
て
訴
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
訴
訟
に
お
い
て
被
保
険
者
に
よ
っ
て

代
理
さ
れ
る
と
し
た
土
、
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
被
保
険
者
は
保
険

者
の
利
益
に
反
し
専
ら
自
己
の
利
益
を
擁
護
し
て
お
り
、
保
険
者
を
代
理

し
て
い
な
い
、
従
っ
て
保
険
者
は
第
三
者
異
議
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
断
し
た
点
に
つ
い
て
、
破
毅
院
は
そ
の

判
断
を
正
当
と
し
た
。

こ
の
社
会
科
の
判
決
に
対
し
、
民
事
第
二
科
は
、
保
険
者
は
訴
訟
当
事
者

で
も
な
く
、
ま
た
有
効
に
代
理
さ
れ
て
も
い
な
い
と
し
て
保
険
者
の
第
三
者

異
議
を
認
め
た
原
判
決
を
正
当
で
あ
る
と
し
た
。
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〔
一
二
〕
破
段
院
民
事
部
民
事
第
二
科
一
九
六
六
年
四
月
二
七
日
判
決

HN.C.
〉
.
H，
・
呂
町
一
『
・

M
広
・

C
の
自
動
車
と
P
の
自
動
車
と
が
衝
突
し
そ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
避
け

ょ
う
と
し
た
C
の
自
動
車
は
信
号
柱
に
衝
突
し
て
し
ま
っ
た
。

C
は
P
及

び

P
の
保
険
者
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
本

件
事
故
は
C
-
P
両
者
半
々
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

C
の

自
動
車
に
同
乗
し
て
い
て
負
傷
し
た
D
の
損
害
を
填
補
し
た
社
会
保
障
基

金
が
、

P
と
そ
の
保
険
者
さ
ら
に
C
と
そ
の
保
険
者
に
対
し
基
金
が
D
に

支
払
っ
た
金
銭
の
返
済
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、

C
の
保
険
者

が
先
の
判
決
に
対
し
て
第
三
者
異
議
を
提
起
し
た
。
破
段
院
は
、

j京
審

が、

C
の
保
険
者
は
先
の
訴
訟
の
当
事
者
で
も
な
く
有
効
に
代
理
さ
れ
て

も
い
な
い
し
、
ま
た
保
険
者
の
権
利
は
そ
の
判
決
に
よ
っ
て
害
さ
れ
て
い

る
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
し
た
。

一
九
六
八
年
六
月
一
二
日
判
決
前
の
破
致
院
判
例
の
紹
介
を
終

え
る
。
こ
の
冗
漫
に
す
ぎ
る
'
紹
介
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
ほ

以
上
で
、

と
ん
ど
そ
の
意
義
を
持
た
な
い
。
破
致
院
は
そ
の
理
論
を
一
変
さ
せ
て
し
ま



っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
幻
)

(
M
U
)
 

(
幻
)

(

刷

出

)

司。同一円

o
f
。
甘

-
n
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ロ
。
】
?

の
O
N
M
m
凶
ロ
・
。
円

y
n
H丹
よ
ロ
O
A
F
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・

口町
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(
U
D
N
F
m
w
口
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司
-
n
F
同
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口
C

串
】

ω
・

責任判決の責任保険者に対する対抗力

一
九
六
八
年
六
月
一
二
日
破
鼓
院
民
事
第
一
部
の
二
判
決
は
、
従
来
の
判

例
を
変
更
し
、
保
険
者
が
実
際
L
責
任
訴
訟
を
指
揮
し
て
い
た
か
否
か
と
は

無
関
係
に
、
責
任
保
険
の
梼
造
じ
密
接
し
た
解
釈
に
依
拠
す
る
ニ
と
じ
よ
っ

て
!
ー
と
ωι
恥
門
戸

2
0口
百

ι
r
E
r
o
n
oロ
品
目

B
Eロ
ニ
・

2
2
み

gロ
凹
マ

「
危
険
の
実
現
」

同
ロ
め
司
D
C
円

--g田
口
『

O
C
円
】
白
芯

ω
-
2
2
-
oロ
ι
E
2
2
c
m
n
oロ
〈
何
円
円
》
|
|
|

原
則
と
し
て
有
責
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
肯
定
し
た
(
〔
一
一
二
〕

〔
一
四
〕
〉
。
こ
の
変
更
さ
れ
た
破
致
院
判
例
の
採
用
し
た
理
論
は
、
既
に
多

く
の
学
部
広
る
い
は
下
級
審
判
断
〕
の
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
破
致
院

は
そ
の
理
論
を
採
用
す
る
た
め
に
数
十
年
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

破
致
院
が
採
用
し
た
理
論
は
既
に
学
説
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
被
保
険
者
が
保
険
者
に
保
険
請
求
す
る
場
合
の
責
任
判
決
の
対
抗

(
幻
)

力
に
つ
い
て
、
宮
2
2
c
L
Z
同，

EHn
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
た
。
「
被
保

険
者
の
責
任
の
証
明
は
被
害
者
が
提
起
し
た
訴
訟
の
被
保
険
者
を
有
責
と

す
る
民
事
判
決
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
被
保
険
者
は

少
な
く
と
も
正
式
に
は
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
保
険
者
に
対
し
被
害

者
、
被
保
険
者
間
の
民
事
上
の
既
判
力
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
保
険
者
は
被
保
険
者
が
損
害
賠
償
を
為
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
時
に

は
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判
決
は
ま
さ
に
こ
の

強
制
を
生

P

せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
契
約
に
お
い
て
予

め
定
め
ら
れ
た
危
険
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
は
、
自
己
に
賠
償

を
命
ず
る
判
決
を
そ
れ
が
欠
席
に
よ
る
も
の
で
さ
え
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
し
て
既
判
力
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
保
険
者
の
債
務
を
発
生

さ
せ
る
予
め
定
め
ら
れ
た
危
険
の
実
現
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
被
保
険
者

は
、
何
ら
か
の
事
実
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
証
明
手
段
と
し
て
判
決

を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
負
担
す
る
債
務
の
源
と
し
て
、
契
約
文

言
上
保
険
者
の
債
務
を
必
然
的
に
惹
起
す
る
債
務
の
源
と
し
て
判
決
を
利
用

す
る
の
で
あ
る
」
。

被
害
者
が
保
険
者
に
直
接
訴
権
を
行
使
す
る

場
合
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
必
戸

そ
し
て
、

さ
ら
に
、

2
2止
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

E
E
E
は
〔
四
〕
事
件
原

(
却
)

判
決
に
対
し
て
次
の
様
に
そ
の
評
釈
を
書
い
た
。
「
被
害
者
が
直
接
訴
権
を

~t法28(1・ 231)231

行
使
し
て
裁
判
所
の
確
定
し
た
損
害
賠
償
金
を
保
険
者
に
訴
求
す
る
場
合
、

既
判
力
を
援
用
す
る
の
で
は
な
く
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
対
し
て
責
を
負



料

ぃ
、
被
保
険
者
の
責
任
が
明
ら
か
に
な
る
時
に
は
支
払
い
義
務
を
負
担
す
る

金
額
上
の
被
害
者
に
属
す
る
権
利
を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
有
責
判
決
は
被

保
険
者
を
し
て
被
害
者
の
債
務
者
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
保
険

者
は
契
約
文
言
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
が
引
受
け
て
い

た
危
険
が
実
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
被
害
者
は
被
保
倹
者
に
対
す
る

自
己
の
権
利
が
決
定
的
と
成
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
も
保
険
者
に

訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
保
険
者
は
、
有
責
判
決
に
よ
っ
て

資

弁
済
を
強
い
ら
れ
る
被
保
険
者
に
対
し
て
填
補
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
と
向
様
、
被
保
険
者
に
対
す
る
権
利
が
発
生
す
る
時
か
ら
存
す
る
被
害

者
の
訴
権
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

以
上
の
呂
田

Ng=ι
ら
の
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
句
巾
同

S
F
F
4ユ国

の
支
持
の
影
響
を
受
け
、
立
会
検
事
ピ
邑
O
E

は
破
致
院
に
対
し
次
の
様

に
判
決
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
意
見
を
述
べ
に
は
い
「
被
保
険
者
に
そ
の
責

任
に
応
じ
て
賠
償
を
命
ず
る
司
法
判
決
は
、
こ
の
責
任
を
担
保
し
て
い
る
保

険
者
に
対
し
て
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
保
険
者
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る

危
険
の
実
現
を
そ
の
原
理
及
ひ
そ
の
範
囲
に
お
い
て
構
成
し
、
従
っ
て
こ
れ

が
た
め
に
、
該
被
害
者
が
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
時
に
保
険
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
件
で
は
申
立
て
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
被
保

険
者
側
の
詐
欺
が
存
在
し
た
場
合
、
又
は
こ
の
者
に
対
し
て
追
行
さ
れ
る
訴

訟
が
保
険
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
保
険
者
が
証
明
す
る
場
合
に

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ

一
九
六
八
年
判
決
は
こ
の
意
見
を
書
式
も
そ
の
ま
ま
に
受
入
れ
た
。
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〔
一
一
一
一
〕
〔
一
四
〕
破
段
院
民
事
第
一
部
一
九
六
八
年
六
月
一
一
一
日
判
決

』
・
ゎ
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句
J
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町
∞
・
口
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印
印
∞
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n
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ω
o
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B
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M
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M吋
0
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0
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〉
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円

J
-
U
S・
串
印
・
〉

ωω
・

『
円

J
5
2
・

Mg
ロO
件
。
玄
白
問
。
三

2
3〈
Elmsrz-

破
致
院
は
、
こ
の
日
、
責
任
判
決
の
対
抗
力
を
認
め
た
原
判
決
に
対
し

て
保
険
者
が
上
告
し
た
二
事
件
に
対
し
て
同
旨
同
文
言
の
判
断
を
示
し

た
。
両
事
件
は
と
も
に
交
通
事
故
の
被
害
者
が
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
民

事
上
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判
決
を
得
た
後
、
保
険
者
に
直
接
訴
権
を

行
使
し
た
事
例
で
あ
っ
た
。
第
一
事
件
戸
田
明
D
R
M
P
円。

n-

明国〈同巾〉

(
〔
一
三
〕
)
に
お
い
て
原
審
は
保
険
者
の
訴
訟
指
衛
権
が
存
し
た
と
推
定

し
た
が
、
第
二
事
件
(
口
〉
r
O
F
-
-
o
n
-
E
8
5
〉
(
〔
一
四
〕
)
に
お
い
て

は
訴
訟
指
揮
条
項
の
存
否
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
破
段

院
は
、
前
述
し
た
立
会
検
事
ピ
ロ
ι
o
ロ
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
、

第
一
事
件
に
つ
い
て
は
保
険
者
が
さ
ら
に
主
張
し
て
い
た
消
滅
時
効
の
抗

弁
を
退
け
上
告
を
棄
却
、
第
二
事
件
に
対
し
て
は
他
の
理
由
に
よ
り
原
判

決
を
破
致
し
た
。



責
任
判
決
が
危
険
を
発
生
せ
し
め
、
そ
の
限
度
で
保
険
者
を
拘
束
す
る
こ

と
を
二
つ
の
場
合
を
留
保
し
て
認
め
る
こ
の
判
決
は
、
完
全
に
立
会
検
事

ピ
E
S
の
意
見
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
依
っ
て
破
毅
院
の

理
論
を
補
足
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
決
に
対
し
そ
の
原
則

は
肯
定
す
る
に
し
て
も
疑
問
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
判
決
は
被
害
者
が
保
険
者
に
対
し
て
直
接
訴
権
を
行
使
し
た
場
合
に

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
」
先
の

理
論
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
破
致
院
の
態
度
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

(
凱
)

ら
、
先
の
理
論
は
直
接
関
係
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
答
は
否
定
的
で
あ
る
。
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判
決
を
こ

の
判
決
が
危
険
の
実
現
を
構
成
す
る
が
故
に
被
害
者
は
保
険
者
に
対
抗
で
き

責任判決の責任保険者に対する対抗力

る
と
理
論
構
成
す
る
以
上
、
被
保
険
者
と
保
険
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

否
、
む
し
ろ
保
険
関
係
に
お
い
て
こ
そ
こ
の
理
論
が
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
先
に
引
用
し
た
様
に
玄
凶

N
Z
E
Z
、吋ロロ
n
は
正
当
に
保
険
関
係
に

お
け
る
こ
の
理
論
の
適
用
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

E
n由
同
色
え
国
内
回
目
。
=

{

日

記

)

も
同
様
で
あ
る
。

破
致
院
は
二
つ
の
例
外
を
置
い
に
ゆ
い

一
方
は
被
保
険
者
の
詐
害
的
行
為
が

あ
っ
た
場
合
で
あ
り
、
他
方
は
責
任
訴
訟
の
経
過
を
保
険
者
が
知
ら
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
不
知
の
立
証
責
任
は
保
険
者
に
あ
る
。

前
者
の
例
外
と
一
九
三

O
年
法
第
五
二
条
に
い
う
責
任
承
認
の
不
対
抗
性

と
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
責
任
承
認
禁
止
条
項
は
、
被
保
険
者
と
被
害
者

と
の
詐
欺
的
共
謀
を
防
ぐ
も
の
で
は
あ
る
が
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
保
険
者
の
訴
訟
指
揮
を
実
効
あ
ら
し
め
る
目
的
を

有
す
る
。
従
っ
て
第
五
二
条
の
規
定
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
も
う
一

つ
の
例
外
、
被
保
険
者
の
責
任
の
存
在
に
関
し
て
民
事
裁
判
所
に
お
け
る
責

任
訴
訟
の
裁
判
官
が
被
保
険
者
の
自
白
を
唯
一
の
理
由
に
し
て
そ
の
責
任
の

存
在
を
認
定
す
る
場
合
の
不
対
抗
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

〉
勺
ノ
。

さ
ら
に
後
者
の
例
外
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
立
会
検
事

t
E
Oロ
が
、

従
っ
て
破
致
院
が
、
実
務
に
お
い
て
保
険
者
の
訴
訟
指
療
が
現
に
介
在
し
、

あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
と
も
保
険
↓
証
券
に
訴
訟
指
揮
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
現
実
を

l
lた
だ
し
、
破
致
院
の
理
論
が
こ
の
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
は
〔
一
回
〕
に
よ
り
明
白
で
あ
る
l

ー
、
つ
ま
り
保
険
者
の
防

禦
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
責
任
判
決
の
対
抗
力
が
肯
定
さ
れ
る
か
ら
に
は
保
険

者
は
今
ま
で
以
上
に
責
任
関
係
に
積
極
的
に
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
こ
の
破
致
院
判
決
に
対
し
て
お
そ
ら
く
否
定
的
な
論
者
は
こ
の

判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
危
険
性
と
こ
の
判
決
以
後
の
訴
訟
指
揮
の
重
要
性

{
お
)

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
責
任
判
決
の
対
抗
力
を
肯
定
し
保
険
者
に
よ
る
-
訴
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訟
指
揮
を
必
要
的
に
ま
で
す
る
こ
の
判
決
を
有
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
提



ギト

た
る
べ
き
状
態
は
保
険
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
可
能
な
限
り
現
実
化
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
破
段
院
は
、
保
険
者
が
そ
の

意
思
を
持
ち
な
が
ら
も
責
任
訴
訟
の
指
揮
を
為
し
得
な
か
っ
た
場
合
を
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
も
論
理
的
に
責
任
判
決
が
危
険
を
実
現
す
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

(
持
)

な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
破
致
院
は
こ
の
呉
議
を
認
め
な
い
。
破
致
院
は
、
そ
の

資

後
の
判
決
で
、
被
保
険
者
の
行
方
不
明
の
た
め
代
理
の
書
面
を
得
る
こ
と
が

で
き
す
、
防
禦
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
保
険
者
に
対

し
軽
罪
裁
判
所
の
欠
席
判
決
の
対
抗
力
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。

〔
一
五
〕
破
段
院
民
事
第
一
部
一
九
七
二
年
一

O
月
一

O
日
判
決

m・
o-

〉
-
吋

J

G吋
ω
・M
M
∞・

交
通
事
故
の
加
害
者
に
対
し
て
軽
罪
裁
判
所
は
被
害
者
の
保
険
者
が
被

害
者
に
支
払
っ
た
保
険
金
分
の
賠
償
を
命
じ
た
。
被
害
者
の
保
険
者
が
加

害
者
の
保
険
者
に
直
接
訴
権
を
行
使
し
た
。
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
の
対
抗

カ
を
認
め
た
原
判
決
に
対
し
て
加
害
者
の
保
険
者
は
、
軽
罪
裁
判
所
の
判

決
は
行
方
不
明
の
加
害
者
の
欠
席
の
も
と
に
な
さ
れ
、
保
険
者
の
弁
護
士

(
同
時
に
加
害
者
の
弁
-
護
士
)
は
代
理
の
書
面
を
欠
く
た
め
に
法
廷
で
保

険
者
の
た
め
の
防
禦
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
上
告

し
た
。
破
段
院
は
一
九
六
八
年
判
決
と
同
旨
の
理
由
を
掲
げ
、
事
実
審
裁

判
官
が
保
険
者
は
責
任
訴
訟
の
経
過
を
良
く
知
っ
て
い
た
と
認
定
し
て
い

る
と
し
て
上
告
棄
却
。

な
お
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
一
九
六
八
年
判
決
に
従
え
ば
保
険
者
が
提
起

す
る
責
任
判
決
に
対
す
る
第
三
者
異
議
(
己
而
円

2
0
Z
O凹

E
S〉
は
認
め

ら
れ
な
い
。
〔
一
六
〕
は
こ
の
事
例
で
あ
る
が
、
保
険
者
に
よ
っ
て
責
任
訴

訟
が
退
行
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
り
、
一
九
六
八
年
判
決
に
依
ら
ず
と
も
保
険

者
の
異
議
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
一
九
六
八
年
判
決
に

依
れ
ば
保
険
者
に
よ
る
訴
訟
指
揮
の
有
無
は
無
関
係
で
あ
る
。

〔
一
六
〕
破
致
院
民
事
第
一
部
一
九
七

O
年
一

O
月
二

O
日
判
決
H
N

・
C
-

〉・、
H
，

J
5コ・

ω吋吋・

被
保
険
者
に
対
し
請
負
工
事
の
不
手
際
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
命
じ
た

判
決
に
対
し
、
そ
の
保
険
者
が
第
三
者
異
議
を
提
起
。
被
保
険
者
に
保
険

者
の
利
益
を
害
す
る
詐
害
的
行
為
の
あ
る
こ
と
を
保
険
者
は
主
張
・
立
証

し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
保
険
者
は
当
初
か
ら
責
任
訴
訟
を
追
行
し
て
い
た

と
す
る
原
審
の
事
実
認
定
に
基
づ
き
、
破
致
院
は
、
責
任
判
決
は
填
補
さ

れ
る
危
険
の
実
現
を
構
成
し
、
保
険
者
に
対
抗
で
、
き
る
か
ら
、
第
三
者
同
時

議
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
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(
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吋
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ω
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ロ
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印
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F
-
L
J

}
U
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∞
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少

o・
p
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-g一可・日
-
M
G
-

(
幻
〉

ζ
ω
N
2
E
2
、』，
E
口口
-

D唱

-
n
F
f
=
。M
g由・

(
却
)
豆
E
m
m
ロ
L

Z

吋
ロ
ロ
口
・

0
官
-
n
F
f
ロ
O
M

コω
・

(
m
U
)

】U
-
S
E
-
H
N
・
C
-
〉
・
吋
J
-
S
M
・印
MhF

(
ぬ
)
ピ
ロ
L
D
P

町内百円
Z
2
0
口
ω

色
。
】

2

1
ぐ

J

G
」
巳
ロ
】
恒
仇
∞
・
』
・

。・

H
Y
-
-
∞
2
・ロ・

5
印
∞
品
・
ピ
ロ
ι
cロ
は
、
従
来
の
判
例
理
論
で
は

問
題
解
決
が
な
し
得
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
被
害
者
が
直
接
訴
権
を
行

使
す
る
場
合
有
責
判
決
に
よ
っ
て
既
に
被
保
険
者
の
責
任
が
確
定
し

て
い
な
け
れ
ば
被
保
険
者
を
訴
訟
に
引
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
破
致
院
一
九
三
八
年
一
二
月
一
一
一
一
日
判
決

(
0・
H
Y
-
-也
ω∞
・
】
-

ωω
〉
の
理
論
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
た
。
後
者
は
我
国
の
保
険
金

代
位
請
求
及
び
直
接
請
求
と
の
関
係
に
お
い
て
興
味
深
く
思
う
の
で

引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
論
理
的
に
言
っ
て
、
被
害
者
は
被
保
険

者
を
訴
訟
に
引
入
れ
る
場
合
に
の
み
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
何
故
か
。
責
任
の
問
題
と
損
害
の
問
題
を
当
事
者
間
で
解

決
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
前
訴
に
お
い
て
被
保
険
者

を
相
手
と
し
て
解
決
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
直
接
訴
権
を
行
使
す
る

際
に
被
保
険
者
を
訴
訟
に
引
入
れ
る
必
要
性
は
な
い
。
明
ら
か
に
、

こ
の
場
合
被
保
険
者
に
対
し
て
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
保
険
者
に
対
し

て
も
判
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
号
一
白
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
兄
(
仮
設
院
判
事
|
|
l
筆
者
〉
ば
、
責
任

及
び
損
害
の
問
題
が
被
保
険
者
に
対
し
て
判
断
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

保
険
者
に
賠
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
逆
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
、
か
被
保
険
者
に
対
し
て
判
断
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
は
も
は
や
保
険
者
に
対
し
て
判
断
さ
れ
る
必

要
が
な
い
と
結
論
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
さ
ら
に
、

E
g『
ι・

ロ
-
H
Y
5
8
・-・

ωω
凶
印
甘
酢
口
広
-
m
g
g仲間】・

8

参
照
。

(剖
)
F
Z
L
O
口
は
、
そ
の
円
。
ロ
ロ

}
5
5
5
に
お
い
て
、
被
害
者
と
保

険
者
と
の
関
係
に
お
い
て
被
害
者
が
直
接
訴
権
を
行
使
す
る
場
合
に

限
っ
て
責
任
判
決
が
危
険
の
実
現
を
構
成
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。

(
辺
〉

Mtnm凶
円
《
凶
作
門
出
。
ωωO
口
増
吋
円
包
広
岡
品
ロ
・

2
ω
J
?
H
H
H
u
口。

S
∞・

(
お
)
こ
の
例
外
は
〔
四
〕
判
決
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
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a
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y
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料

国
共
同
訴
訟
の
場
合

結
局
フ
ラ
ン
ス
で
は
責
任
関
係
で
被
保
険
者
の
責
任
の
有
無
あ
る
い
は
そ

の
範
囲
が
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
た
後
被
害
者
が
保
険
者
に
対
し
て
直
接
訴

権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
保
険
者
は
有
利
に
も
不
利
に
も
そ
の

判
決
に
拘
束
さ
れ
る
。
他
方
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
責
任
判
決
の
対
抗
性
の

問
題
は
、
被
害
者
が
被
保
険
者
と
保
険
者
と
に
同
時
に
訴
を
提
起
し
、
被
保

険
者
を
無
責
と
す
る
判
決
の
後
保
険
者
に
対
し
て
の
み
上
訴
さ
れ
、
あ
る
い

資

は
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判
決
の
後
保
険
者
の
み
が
上
訴
す
る
場
合
に
も

生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な

し、。
〔
一
七
〕
破
致
院
民
事
部
民
事
第
一
科
一
九
六
五
年
一
月
一
八
日
判
決

H
N

・
C-
〉
・
吋
J

】由自由・

km
印・

被
保
険
者
L
が
一
時
駐
車
さ
せ
て
い
た
自
動
車
を
通
行
人
が
動
か
し
た

た
め
被
害
者
刃
物
応
M
の
庖
舗
を
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
。

M
は
L
及
ひ
L

の
保
険
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
原
審
は
、

L
を

無
責
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
保
険
者
に
M
の
損
害
の
填
補
を
命
じ
た
。
保

険
者
が
上
告
。
破
段
院
は
、

L
に
対
し
て
は
適
法
な
上
訴
が
な
い
と
し
て

L
を
訴
訟
よ
り
脱
退
せ
し
め
た
後
、
「
一
九
三

O
年
七
月
一
一
一
一
日
法
律
第

五
三
条
に
鑑
み
、
こ
の
条
文
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
被
害
者
が
保
険
者

に
対
し
て
有
す
る
直
接
訴
権
は
、
被
保
険
者
が
そ
の
賠
償
を
訴
求
さ
れ
る

損
害
の
責
に
任
、
ず
べ
き
限
り
に
お
い
て
理
由
が
あ
る
に
す
、
ぎ
な
い
」
と
し

て
、
原
判
決
を
破
段
。
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〔
一
七
〕
に
お
い
て
被
保
険
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
点
は
別
に
し
て
、
そ
の
責
任
が
否
定
さ
れ
た
以
上
保
険
者
は
彼

が
填
補
す
べ
き
危
険
が
実
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
被
害
者
に
対
し
て

そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
は
な
い
。
〔
三
]
判
決
と
同
旨
の
〔
一
七
]
判

決
に
対
し
て
異
議
は
な
か
ろ
う
。

逆
に
、
被
保
険
者
の
責
任
を
肯
定
し
、
被
保
険
者
と
保
険
者
と
に
対
し
共

同
し
て
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
に
対
し
て
保
険
者
が
単
独
に
上
訴
し
た
場

合
ー
!
保
険
者
が
単
独
に
上
訴
し
う
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
|
|
、
上
訴

審
は
直
接
関
係
に
お
い
て
被
保
険
者
の
責
任
を
全
部
あ
る
い
は
部
分
的
に
否

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
仮
り
に
そ
れ
が
可
能
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
上
訴
し
な
か
っ
た
た
め
に
そ
の
責
任
の
範
囲
が
確
定
し
て
し
ま
っ
て
い

る
被
保
険
者
と
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
責
任
が
保
険
者

と
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
減
じ
ら
れ
た
た
め
に
減
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
は
被
害
者
と
被
保
険
者
と
の
関
係
に

お
い
て
既
判
力
を
有
す
る
判
決
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
許
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
保
険
者
の
単
独
の
上
訴
に
よ
っ
て
直
掠
関
係



に
お
い
て
の
み
被
保
険
者
の
責
任
を
減
ず
る
こ
と
は
、
被
保
険
者
を
有
責
と

す
る
判
決
の
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
肯
定
す
る
一
九
六
八
年
判
決
(
民

事
第
一
部
)
己
矛
盾
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
破
致
院
(
民
事
第
二
部
)
は
保
険
者
の
単
独
の
控
訴

に
対
し
て
被
保
険
者
の
責
任
額
を
減
じ
た
控
訴
続
の
判
決
に
対
す
る
被
害
者

の
上
告
を
棄
却
し
た
(
〔
一
八
〕
)
。
こ
の
判
決
の
効
果
に
つ
い
て
ど
の
様
に

判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

〔
一
八
〕
破
致
院
民
事
第
二
部
一
九
六
九
年
一
一
月
六
日
判
決
河
・

0
・

〉・同，
J
S一可。・

E
0・

責任判決の責任保険者に対する対抗力

自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
S
が
L
及
び
L
の
保
険
者
に
対
し
て

損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
の
第
一
審
判
決
は
、

L
が
事
故
の
全
責
任
を

負
う
の
で
あ
る
と
寅
告
し
、

L
及
び
保
険
者
に
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。
こ

の
判
決
に
対
す
る
保
険
者
の
単
独
の
控
訴
に
対
し
て
原
審
は
、
そ
の
控
訴

を
容
れ
、

L
の
責
任
を
部
分
的
に
の
み
認
め
た
。
被
害
者
|
|
上
告
人
は

社
会
保
障
基
金
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
者
が
被
害
者
に
代
位
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
i
ー
ー
が
上
告
。
破
致
院
は
、
二
被
告
が
第
一
審
に
お
い
て
吉

田

o
z
ι
E
S
に
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
、
各
自
は
、
他
方
の
被
告
が
控
訴

を
提
起
し
な
か
っ
た
た
め
に
訴
訟
不
受
理
の
事
由
(
己
ロ
巾
出
口

ι
巾

g
ロ1

H
叩

2
2ご
〉
を
対
抗
さ
れ
得
る
場
合
を
除
き
、
控
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
、
特
に
被
害
者
に
よ
っ
て
直
接
訴
権
を
行
使
さ
れ
た
保
険
者
は
自
己

と
同
時
に
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
被
保
険
者
の
不
行
使
に
よ
っ
て
控
訴
権
を

奪
わ
れ
な
い
、
と
し
て
上
告
棄
却
。

お
わ
り
に

元
来
一
個
の
法
律
関
係
に
つ
き
特
定
当
事
者
間
に
お
い
て
訴
訟
上
そ
の
確

定
が
な
さ
れ
て
も
、
判
決
の
絶
対
効
の
認
め
ら
れ
る
特
殊
な
場
合
を
除
き
、

第
三
者
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
第
三
者
を
拘
束
す
る
た
め
に
は
、
そ
う

す
る
だ
け
の
特
別
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
被
害
者
、
被
保
険
者
及

び
責
任
保
険
者
の
間
に
、
責
任
保
険
者
が
責
任
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
特
別
の

理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
被
害
者

が
二
度
の
立
証
を
負
担
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
者
間
に
判
決
の
組

舗
が
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
破
致
院
は
、
責
任
判
決
は
保
険
者
が
担
保
し
て
い
る
危
険
の
実
現

を
構
成
す
る
と
の
理
由
に
基
づ
き
責
任
判
決
は
保
険
者
を
拘
束
す
る
と
判
断
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し
た
。他

方
、
我
国
に
お
い
て
責
任
判
決
の
拘
束
力
は
、
傍
論
に
お
い
て
そ
れ
を

述
べ
る
東
京
地
裁
昭
和
四
五
年
一

O
月
一
二
日
判
釘

γ
除
い
て
は
、

一
般
に

承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
強
制
保
険
に
つ
い
て
調
停
の



料

拘
束
力
を
否
定
し
た
こ
の
良
く
知
ら
れ
た
東
京
地
裁
判
決
は
、
傍
論
に
お
い

て
任
意
保
険
の
場
合
に
は
責
任
判
決
の
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
し

か
し
、
私
に
は
、
こ
の
判
決
が
い
う
「
賠
償
額
確
定
手
続
は
、
ま
ず
、
し
か

も
一
回
限
り
、
責
任
関
係
の
当
事
者
聞
に
お
い
て
の
み
行
わ
し
め
、
保
険
関

係
の
当
事
者
間
で
別
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
の
が
な
ぜ
原
別
で
あ
る
の

か
、
こ
の
判
決
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
|
|
勿
論
こ
の
様
な
原
則

資

保 が
険 存
関 す
係 れ
をば
拘
束 「

必〉
す 仲

宗街

員長
2思
主Z
とじ
控福
ラ定
る加さ
ヤれ

が 伝

夏子債
EZ責

で任
あ が

ろ
う
|
l
。
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
及
び
そ
れ
を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
東

京
地
裁
昭
和
四
五
年
一
月
一
一
一
日
判
断
肘
す
が
損
宝
蕗
償
額
確
定
革
命
即
ち
保

険
損
害
額
確
定
手
続
た
る
こ
と
を
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
と
把
握
す
る
こ
と

に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
抑
そ
の
前
提
に
賛
成
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
認

め
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
こ
か
ら
論
理
的
に
責
任
判
決
の
拘
束
力
を
導
き
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
様
に
思
う
。
蓋
し
損
害
確
定
手
続
が
被
害
者
と
被
保
険
者

と
の
聞
に
お
い
て
の
み
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
|
|
前
記
東
京
地
裁
の

言
う
原
則
ー
ー
ー
と
す
る
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
5
}
 

私
は
、
責
任
判
決
の
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
保
険
者
の
負

担
す
る
債
務
か
ら
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の
が
よ
り
良
い
方
法
で
は
な
い
か
と

思
う
。
先
に
引
用
し
た
様
に
宮

ω
N
Z
E
Z
H，
E
5
が
「
保
険
者
は
、
被

保
険
者
が
損
害
賠
償
を
な
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
時
に
は
、
義
務
を
負
う
の

で
あ
る
。
被
保
険
者
を
有
責
と
す
る
判
決
は
ま
さ
に
こ
の
強
制
を
生
ぜ
し

め
る
の
で
あ
る
:
人
中
略
)
・
被
保
険
者
は
、
自
己
の
負
担
す
る
債
務
の
源
と

し
て
、
契
約
の
文
言
上
保
険
者
の
債
務
を
必
然
的
に
惹
起
す
る
債
務
の
源
と

(
6
)
 

し
て
判
決
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
時
、
さ
ら
に
ヨ

g
E
が
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「
保
険
者
は
契
約
文
言
上
被
保
険
者
に
対
し
て
言
渡
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
有

責
判
決
か
ら
被
保
険
者
を
保
護
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
お
〕
と
主

張
し
た
時
、
彼
ら
は
正
鵠
を
射
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
仮
り
に
保
険

者
は
被
保
険
者
が
有
責
判
決
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
損
害
を
|
!
そ
れ
の
み

で
は
な
い
に
し
ろ
|
|
填
補
す
る
義
務
を
負
う
と
す
る
前
提
が
実
際
に
は
成

立
た
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
保
険
者
が
訴
訟
指
揮
を
し
て

い
な
い
場
合
に
責
任
判
決
の
拘
束
力
を
導
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
思

A

ノ。(
l
)
判
タ
二
五
六
号
一
五
六
頁
。

(
2
)

前
掲
一
五
九
頁
。

(
3
)

同
一
五
九
頁
。

(

4

)

判
時
五
八
五
号
二
ハ
一
良
。

〈

5
〉
責
任
判
決
の
拘
束
力
を
認
め
る
必
要
性
に
お
い
て
は
我
国
と
フ
ラ

γ

ス
と
で
は
同
一
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
多
く
保
険
者

に
対
し
管
轄
権
を
有
し
な
い
経
界
裁
判
所
の
民
事
判
決
の
対
抗
力
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。



責任判決の責任保険者に対する対抗力

(
6
)
云
白

N
E
E
L
Z
、吋口口口
w

O
司・口伊丹
J

口。

M
m
g・

〈

7
)
回
以
口
白
吋
チ
ロ

D
Z
Sロ
印
。
Z

J

ご
い
巳
ロ
忌
企
・
河
・

0
'
〉
・
、
H
，J

日
申
込
品
-
-
∞

-m
・

ハ
8
〉
有
責
判
決
を
保
険
事
故
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
横
尾

「
『
保
険
事
故
』
お
よ
び
『
保
険
期
間
』
雨
概
念
の
再
検
討
」
保
険
学

雑
誌
四
七
五
号
一
頁
参
照
。

(
9
)

本
稿
脱
稿
後
、
責
任
判
決
の
拘
束
力
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
上

田
「
責
任
判
決
の
準
参
加
的
効
力
と
構
成
要
件
的
効
力
1

1
責
任
判

決
と
保
険
会
社
1
1
l
」
民
訴
雑
誌
二
三
号
一
七
三
頁
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
論
文
は
お
そ
ら
く
我
国
で
最
も
詳
細
に
判
例
・
学

説
の
理
論
的
検
討
を
試
み
る
文
献
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
被
保
険
者
敗

訴
の
場
合
と
同
様
に
勝
訴
の
場
合
に
つ
い
て
も
こ
の
問
題
を
論
じ
る

必
要
性
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
構
成
要
件
的
効
力
と
し
て
拘
束
力
の

理
論
構
成
を
試
み
る
こ
と
を
良
し
と
さ
れ
る
教
授
の
主
張
と
同
意
見

で
あ
る
、
が
、
そ
の
理
論
構
成
に
は
全
面
的
に
は
向
調
で
き
な
い
。

~r法28(1・ 239)239



5 

Jurisprudence francaise主proposde l'opposabilite 

主l'assureurde la decision rendue sur la 

responsabilite de l'assure 

Kazunori NIYAMA 

Il y avait en France une querelle ancienne qui divisait auteurs et 

tribunaux sur un point capital concernant l'assurance de responsabilite: 

1・opposabilitea I'assureur de la decision rendue sur la responsabilite 

dans les rapports entre la victime et I'assure. De nos jours， les arrets 

de la Cour de cassation ont apporte une solution， statuant a propos de 

l'action directe intentee par la victime contre I'assureur et declarant 

que le jugement rendu etait opposable a l'assureur. Mais ils sont au 

fond le prolongement et le developpement de la jurisprudence anterieure. 

Et cette note a pour objet d'observer ce developpement et sa solution. 

Les probl色mesposes sont les suivants. La decision rendue a propos 

de la responsabilite entre la victime et I'assure est-elle opposable a 

l'assureur assigne ensuite par la victime ou par I'assure qui lui a paye 

les dommages-interets ? Et si oui， pourquoi ? D'autre part， une transaction 

entre ceux-la lui est-elle opposable? 

1. Depuis I'art. 52 de la loi de 1930， la transaction ou la recon-

naissance de responsabilite intervenues en dehors de I'assureur sont inop司

posables a celui-ci en presense des clauses s'opposant a l'assur岳. Mais 

on dit que I'assure reste libre de mettre en jeu la garantie de I'assureur 

en demontrant， autrement que par sa reconnaissance ou transaction， 

I'existence de son obligation envers la victime. 

2. D・autrepart， la decision rendue sur la responsabilit岳 est-elle

opposa ble a I'assureur? 

1) Si la victime pretend回 echouedans son action contre l'assure， la 

Cour de cassation resout le probl主mefacilement; la decision qui a repousse 

la demande de la victime pretendue contre l'assure prof1te， dit-elle， a l'as-

sureur qui ne s'est engage qu'a garantir l'assure des consequences pe・

cuniaires de la responsabilit岳， reconnu par lui ou judiciairement constatee， 

que l'assure a pu encourir a l'egard de la victime. 

2) Mais， dans la circonstance contraire， il etait difficile de resoudre le 

probleme・Pendantlongtemps， on a essaye de le faire en raison de la 

c1ause de direction du proces， du moins lorsque I'assureur avait effective-

ment dirige， sous le nom de l'assure， le proces intente a ce dernier par 

la victime. Cependant， il fallait trouver une solution plus generale et 
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ayant une assise juridique so!ide. Et!a Cour de cassation dans deux 

arrets du 12 juin 1968 a apporte cette so!ution: <<La decision judiciaire 

condamnant !'assure a raison de sa responsabi!ite， constitue pour !'assu. 

reur qui a garanti cette responsabi!ite dans ses rapports avec la victime 

la realisation， tant dans son principe que dans son etendue， du risque 

couvert et !ui est， des lors，主 cetitre， opposable， lorsque ladite victime 

exerce son action directe sauf， ce qui n'est pas allegue en !'espece， quand 

i! y a eu fraude de !a part de !'assure ou quand l'assureur etablit que 

!'instance suivie contre celui-ci lui est demeuree inconnue.)) 

3) Mais， si !'on croyait que !e meme principe etait app!icable au cas ou 

seu! !'assureur interjetat appe! du jugement ayant condamne celui-ci et 

l'assure， on se demanderait !'effet d'un autre arret de !a Cour de cassation 

qui a rejete !e pourvoi forme contre !'arret infirmatif de la Cour d'appe! 

qui avait declare !'appel de !'assureur recevab!e et qui avait reduit la 

responsabi1ite de l'assure. 
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