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1

は
じ
め
に

１
　
序
―
―
本
稿
の
問
題
意
識
と
課
題

損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
主
に
契
約
法
の
領
域
で
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
晶
と
し
て
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討

委
員
会
の
基
本
方
針
に
お
い
て
も
明
文
の
規
定
を
お
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
も
、
―
―
従
来
類
推
適
用
さ
れ
て
き
た
民
法
四
一
六
条
が
改
正
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
―
―
賠
償

範
囲
に
つ
き
義
務
射
程
説
と
危
険
性
関
連
説
の
折
衷
を
彷
彿
と
さ
せ
る
形
で
の
改
正
が
提
案
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
従
来
の
過
失
相
殺
の
規

定
が
維
持
さ
れ
、
損
害
軽
減
義
務
は
過
失
相
殺
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
例
え
ば
、
手
術
に
よ
り
治
癒
す
る
可
能
性
の
機
会
は
あ
る
の
に
医
学
上
の
リ
ス
ク
か
ら
患
者
が
こ
れ
を
放
棄
し
た
場
合
、
過
失

不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務

―
―
債
権
法（
不
法
行
為
法
）改
正
へ
の
基
礎
調
査
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
研
究
―
―

大
　
西
　
邦
　
弘

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

Ⅲ
　
わ
が
国
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
―
―
存
在
す
る
法
理
の
論
証

Ⅳ
　
お
わ
り
に
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相
殺
の
法
理
に
よ
っ
て
賠
償
額
は
減
額
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
従
来
賠
償
範
囲
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
損
害

項
目
の
中
に
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
す
べ
き
も
の
が
紛
れ
て
い
な
か
っ
た
か
。
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
で
一
定
の
提
案
が
な
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
将
来
の
不
法
行
為
法
の
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
い
ま
こ
の
よ
う
な
問
題
を
基
礎
に
立
ち
返
っ
て
議
論
し
て

お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
「
損
害
軽
減
義
務
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
か
、
そ
こ
に
は
従
来
の
不
法
行
為
法
の
枠
組
み
を
見
直
す
契
機
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
詳
述
す
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

２
　
契
約
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務

契
約
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
研
究
に
は
顕
著
な
蓄
積
が
あ
り

（
１
）

、
そ
こ
で
の
主
な
焦
点
は
損
害
賠
償
額
の
算
定
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
事
業
用
店
舗
の
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
修
繕
義
務
の
不
履
行
に
よ
り
当
該
店
舗
で
営
業
で
き
な
か
っ
た

場
合
に
別
の
場
所
で
再
開
す
る
等
の
損
害
を
回
避
ま
た
は
減
少
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
過
失
相
殺
を
主
張

す
る
上
告
理
由
に
対
し
、
条
理
を
根
拠
に
損
害
を
縮
小
し
ま
た
は
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
と
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
民
法
四
一
六
条

一
項
の
通
常
生
ず
べ
き
損
害
の
範
囲
が
縮
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る

（
２
）

。
判
例
に
よ
れ
ば
民
法
四
一
六
条
は
不
法
行
為
に
も

類
推
適
用
さ
れ
て
い
る
が

（
３
）

、
契
約
法
に
損
害
軽
減
義
務
を
導
入
す
る
と
す
る
と
、
こ
の
「
条
理
に
よ
る
賠
償
額
の
減
額
」
あ
る
い
は
現
行

の
民
法
四
一
八
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
べ
き
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

３
　
債
権
法
改
正
検
討
委
員
会
の
民
法
四
一
八
条
改
正
提
案
―
―
過
失
相
殺
の
損
害
軽
減
義
務
へ
の
改
正
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民
法
四
一
八
条
に
つ
い
て
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、
過
失
相
殺
で
は
な
く
損
害
軽
減
義
務
と
し
て
改
正
す
る
基
本
方

針
を
示
し
て
い
る
。

【3 .1 .1 .73

】（
債
権
者
の
損
害
軽
減
義
務
）

〈
１
〉
裁
判
所
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
り
債
権
者
が
被
っ
た
損
害
に
つ
き
、
債
権
者
が
合
理
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
そ
の
発
生

ま
た
は
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
２
〉
債
権
者
は
、
債
務
者
に
対
し
、
損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
の
賠
償
を
、
合
理
的
な
範
囲
で

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
で
、「
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
減
額
に
関
し
て
は
、
な
お
同
法
七
二
二
条
二
項
に
よ
る
。
本
提
案
は
現
民
法

七
二
二
条
二
項
の
改
正
提
案
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
不
法
行
為
責
任
の
場
面
に
お
い
て
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
は
現
民

法
七
二
二
条
二
項
に
よ
っ
て
処
理
が
可
能
と
の
口
吻
を
洩
ら
し
て
い
る

（
４
）

。

し
か
し
、〈
２
〉
が
対
象
と
す
る
「
損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
の
賠
償
」
に
つ
い
て
、
民
法
七
二
二

条
二
項
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
従
来
こ
の
よ
う
な
問
題
は

お
そ
ら
く
賠
償
の
範
囲
の
領
域
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

不
法
行
為
責
任
の
場
面
で
の
損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
は
、
過
失
相
殺
の
み
な
ら
ず
賠
償
範
囲
と
の
関
係
で
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
。

４
　
検
討
委
員
会
の
損
害
賠
償
範
囲
に
関
す
る
提
案
―
―
損
害
回
避
費
用
は
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
か
・
賠
償
範
囲
を
「
被
害
者
の
」
義
務

違
反
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
？
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そ
れ
で
は
、
賠
償
範
囲
と
損
害
軽
減
義
務
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検

討
委
員
会
は
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
示
し
て
い
る

（
５
）

。

【3 .3 .02

】（
損
害
賠
償
の
範
囲
）

契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
以
外
の
理
由
に
よ
る
損
害
賠
償
の
場
合
に
は
、
当
該
損
害
賠
償
責
任
を
基
礎
づ
け
る
規
範
が
保
護
の
対

象
と
し
て
い
る
損
害
お
よ
び
そ
の
損
害
の
相
当
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
が
賠
償
さ
れ
る
。

こ
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
の
案
は
義
務
射
程
説
と
危
険
性
関
連
説
を
折
衷
し
た
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

の
「
規
範
」
は
被
害
者
で
は
な
く
加
害
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
相
当
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
」
が
「
規
範

が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
損
害
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
契
約
法
に
お
け
る
【3 .1 .1 .73

】
で

の
「
損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
」
は
【3 .

3 .
02

】
の
問
題
と
な
っ
て
、
不
法
行
為
法
で
は
立
法
的
な
手

当
て
は
必
要
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
裁
判
例
に
つ
き
、
加
害
者
の
義
務
の
み
に
よ
っ
て
賠
償
範
囲
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
被・
害・
者・
の・
―
―
あ
る
種
の
―
―
義
務
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
き
た
側
面
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
二
つ

目
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、
被
害
者
に
向
け
ら
れ
た
規
範
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
専
ら
過
失
相
殺
で
扱
わ
れ
て
き
た
。

５
　
損
害
軽
減
義
務
と
過
失
相
殺
の
異
同
？

「
他
人
の
利
益
を
侵
害
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
行
為
規
範
が
向
け
ら
れ
る
の
は
加
害
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
被
害
者
に
は
な
ん
ら
規

範
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か

（
６
）

。
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
も
「
過
失
相
殺
」
と
し
て
損
害
の
一
定
部
分
は
被
害
者
自
身
の
負
担
と

さ
れ
て
き
た
。
被
害
者
に
も
あ
る
種
一
定
の
「
規
範
」
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
違
反
は
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
な
る
の
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で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
過
失
相
殺
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か

（
７
）

。

吉
田
邦
彦
教
授
は
、
間
接
被
害
者
に
か
か
る
文
脈
で
「
企
業
側
の
損
害
抑
止
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、

同
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
過
失
相
殺
を
主
張
す
る
裁
判
官
の
論
稿

（
８
）

を
評
価
し
て
い
る

（
９
）

。
も
っ
と
も
、
被
害
者
の
自
助
努
力
・
経
営
努
力

に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
加
害
者
の
損
害
填
補
の
要
請
（
矯
正
的
正
義
）
と
の
関
係
で
、
ど
う
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
被
害
者
負
担

と
な
る
の
か
自
明
で
は
な
い
」
と
も
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
本
稿
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
解
決
の
糸
口
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
求
め
る
も

の
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
前
に
も
う
少
し
義
務
違
反
と
し
て
の
過
失
相
殺
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
理
解
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
最
近
で
は
、
被
害
者
の
「
義
務
違
反
」
と
し
て
の
過
失

相
殺
が
極
め
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る

（
11
）

。

能
見
善
久
教
授
は（

12
）

、
過
失
相
殺
に
つ
き
、
事
故
支
配
力
（
事
故
抑
止
・
損
害
抑
止
）
と
の
概
念
に
よ
り（

13
）

、「
本
来
の
過
失
相
殺
」
と

「
本
来
の
過
失
相
殺
と
は
異
な
る
場
面
で
」
の
過
失
相
殺
を
区
別
さ
れ

（
14
）

、
公
平
な
（
損
害
の
）
分
担
を
理
由
に
拡
大
し
て
き
た
過
失
相
殺

の
適
用
範
囲
を
制
限
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。

窪
田
充
見
教
授
は
、
評
価
規
範
と
し
て
の
過
失
相
殺
の
理
解
に
基
づ
き

（
16
）

、「
加
害
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
損
害
が
、
被
害
者
に
よ
っ
て

も
回
避
・
縮
減
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
部
（
ま
た
は
全
部
）
を
被
害
者
自
身
が
負
担
し
得
べ

き
こ
と
を
、
被
害
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
」
と
し
、
そ
の
基
礎
を
「
所
有
者
危
険
負
担
と
い
う
法
以
前
の
原
理
」
に
求
め
ら

れ
て
い
る

（
17
）

。

た
だ
、
被
害
者
の
行
為
態
様
を
理
由
と
す
る
賠
償
額
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
あ
る
種
被
害
者
に
向
け
ら
れ
た
損
害
を
で
き
る
だ

け
軽
減
す
る
「
義
務
」
を
想
定
し
、
過
失
相
殺
（
の
類
推
適
用
）
と
は
別
の
枠
組
み
か
ら
こ
れ
ま
で
不
法
行
為
法
が
処
理
し
て
き
た
問
題

群
を
再
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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逆
に
述
べ
れ
ば
、
義
務
（
行
為
規
範
）
違
反
と
し
て
の
過
失
相
殺
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
損
害
軽
減
義
務
を
論
じ
る
意

義
は
小
さ
い

（
18
）

。
け
れ
ど
も
、
被
害
者
に
向
け
ら
れ
る
「
で
き
る
か
ぎ
り
損
害
を
軽
減
す
る
よ
う
努
力
す
る
」
と
の
規
範
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
従
来
わ
が
国
で
過
失
相
殺
の
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
で
き
な
か
っ
た
）
問
題
に
直
面
す
る
可
能
性
が

高
い
。

６
　
本
稿
の
研
究
対
象
と
課
題
―
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
比
較
法
の
対
象
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
選
択
し
た
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
比
較

対
象
に
選
定
し
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
の
案
に
お
い
て
契
約
法
上
の
過
失
相
殺
を

削
除
し
て
損
害
軽
減
義
務
に
改
め
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
わ
が
国
の
過
失
相
殺
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
るco

n
trib

u
to

ry

negligence

（
以
下
「
寄
与
過
失
」
と
す
る
）
の
法
理
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
寄
与
過
失
は
不
法
行
為
法
上
の
義
務
と
競
合
す
る
場
合
を

除
い
て
原
則
と
し
て
契
約
責
任
に
は
適
用
が
な
い

（
19
）

こ
と
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正

検
討
委
員
会
は
【3

.1 .
73

】
を
「
本
試
案
を
英
米
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
のm

itigation

を
連
想
し
て
、
こ
の
制
度
と
直
結
す
る
者

が
い
る
と
す
れ
ば
、
大
き
な
誤
り
」
と
し
て
、
債
権
者
の
実
体
法
上
の
義
務
と
し
て
損
害
軽
減
義
務
を
立
て
る
制
度
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る

（
20
）

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
実・
体・
法・
上・
の・
義・
務・
と・
し・
て・
、
こ
の
よ
う
な
義
務
を
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が

大
き
な
問
題
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
不
法
行
為
で
の
損
害
軽
減
義
務
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
課
題
を
検
討
す

る
に
あ
た
っ
て
参
照
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
も
改
正
の
必
要
性
が
大
き
い
こ
と
は
疑
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。
で
は
、
不
法
行
為
法
の
改
正
で

も
過
失
相
殺
を
「
損
害
軽
減
義
務
」
と
し
て
発
展
的
に
解
消
す
べ
き
か
、
過
失
相
殺
の
規
定
を
維
持
す
る
か
、
双
方
の
制
度
の
併
存
を
認
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め
る
と
し
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
役
割
を
割
り
振
る
の
か
な
ど
、
問
題
が
発
生
す
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
と
寄
与
過
失
・
賠
償
範
囲
と
の
関
係
、
お
よ
び
不
法
行
為
法
に
お
い
て
損
害
軽
減

義
務
が
具
体
的
に
判
断
さ
れ
た
判
例
法
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
債
権
法
を
改
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
非

常
に
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
契
約
法
で
は
扱
わ
れ
な
い
不
法
行
為
法
特
有
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
よ
り
、
以
下
で
は
損
害
軽
減
義
務
の
不
法
行
為
法
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
実
の
状
況
と
、
わ
が
国
の
裁
判

例
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
法
と
同
様
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
は
す
で
に
裁
判
例
に
お
い
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
論
証
し
、
も
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
過
失
相
殺
（
の
類
推
適
用
）、
賠
償
の
範
囲
の
レ
ベ
ル
で
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
と
は
別
個
の
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
で
あ
っ
て
、
近
く
期
待
さ
れ
る
不
法
行
為
法
の
改
正
に
お
い
て
明
文
の
規
定
が
お
か
れ
る
べ

き
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

（
１
）

主
な
も
の
だ
け
で
も
、
吉
田
和
夫
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
に
お
け
る
ミ
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ル
」
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
三
五
号
（
一
九
八
七
年
）
九

九
頁
（
以
下
「
吉
田
和
夫1987

」
と
略
記
す
る
）、
内
田
貴
「
強
制
履
行
と
損
害
賠
償
―
―
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
」
曹
時
四
二
巻
一
〇
号
（
一
九
九

〇
年
）
一
頁
（
以
下
「
内
田1990

」
と
略
記
す
る
。
同
『
契
約
の
時
代：

日
本
社
会
と
契
約
法
』﹇
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
﹈
所
収
）、
斉
藤
彰
「
契
約
不

履
行
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
」
石
田
喜
久
雄
＝
西
原
道
雄
＝
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望
』（
一
九
九
〇
年
）
五
一

頁
（
以
下
「
斉
藤1990

」
と
略
記
す
る
）、
斉
藤
彰
「
損
害
軽
減
義
務
と
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
―
―
動
産
売
買
契
約
不
履
行
の
場
合
に
限
定
し
て
―
―
」

私
法
五
五
号
（
一
九
九
三
年
）
二
〇
四
頁
、
栗
山
修
「
先
物
取
引
（
平
成
五
年
三
月
一
七
日
）」
森
島
昭
夫
＝
伊
藤
進
編
『
消
費
者
取
引
判
例
百
選
（
別
冊

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
号
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
三
六
頁
、
吉
川
吉
樹
「
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
に
関
す
る
一
考
察
―
―
損
害
軽
減
義
務
と
履
行
請
求

権
―
―
（
一
）
〜
（
五
・
未
完
）」
法
協
一
二
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
、
一
一
号
五
四
頁
、
一
二
号
一
〇
四
頁
、
一
二
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）

一
三
五
頁
、
二
号
九
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）

最
判
平
成
二
一
年
一
月
一
九
日
民
集
六
三
巻
一
号
九
七
頁
。
千
葉
恵
美
子
「
判
批
」
判
評
六
〇
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
頁
参
照
。
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（
３
）

最
判
昭
和
四
八
年
六
月
七
日
民
集
二
七
巻
六
号
六
八
一
頁
。
前
田
陽
一
「
判
批
」
中
田
裕
康
＝
潮
見
佳
男
＝
道
垣
内
弘
人
編
『
民
法
判
例
百
選
2
』（
有

斐
閣
、
第
六
版
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
六
頁
参
照
。

（
４
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
三
頁
。
こ
の
点
は
重
ね
て
強
調
し
て
お
く
。

（
５
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
四
二
〇
頁
。

（
６
）

加
害
者
／
被
害
者
に
向
け
ら
れ
る
規
範
に
つ
い
て
は
、
窪
田
充
見
『
不
法
行
為
法：

民
法
を
学
ぶ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）（
以
下
「
窪
田
『
不
法
行

為
法
』」
と
略
称
す
る
）
二
八
四
頁
参
照
。

（
７
）

不
法
行
為
法
に
お
け
る
「
損
害
抑
止
義
務
」
に
言
及
す
る
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
「
企
業
損
害
（
間
接
損
害
）」『
民
法
判
例
百
選
2
』（
有
斐

閣
、
第
六
版
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
九
頁
（「
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
」
は
、
次
に
参
照
す
る
北
法
五
九
巻
六
号
﹇
二
〇
〇
九
年
﹈
三
二
七
頁
で
あ
る
）
が
あ
る
。

（
８
）

夏
目
明
徳
「
間
接
被
害
者
の
損
害
」
塩
崎
勤
＝
園
部
秀
穂
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
５
交
通
損
害
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
八
頁
、

二
二
四
頁
。

（
９
）

吉
田
邦
彦
「
判
批：

最
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
五
日
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
六
一
四
頁
」
北
法
五
九
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
二
七
頁
（
以
下
「
吉

田2009

」
と
略
記
す
る
）。

（
10
）

吉
田2009

・
三
三
五
頁
。

（
11
）

過
失
相
殺
の
理
論
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
三
〇
六
―
三
一
二
頁
（
過
失
相
殺
に
か
か
る
部
分
は
、

二
〇
一
〇
年
四
月
現
在
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
）、
前
田
陽
一
『
債
権
各
論
2
不
法
行
為
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
八
五
―
八
七
頁
参
照
。

（
12
）

能
見
善
久
「
過
失
相
殺
の
現
代
的
機
能
」
森
島
昭
夫
教
授
還
暦
記
念
『
不
法
行
為
法
の
現
代
的
課
題
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）
一
一
五

頁
（
以
下
「
能
見1995

」
と
略
記
す
る
）。

（
13
）

能
見1995

・
一
三
八
頁
。

（
14
）

能
見1995

・
一
四
四
頁
。

（
15
）

能
見1995

・
一
四
四
頁
。

（
16
）

窪
田
充
見
『
過
失
相
殺
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）（
以
下
「
窪
田
『
法
理
』」
と
略
称
す
る
）
一
九
六
頁
。

（
17
）

窪
田
『
法
理
』
二
〇
五
頁
。
よ
り
平
易
に
は
、
被
害
者
の
過
失
を
「
被
害
者
自
身
に
つ
い
て
の
危
険
な
結
果
を
避
け
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
合
理
的
な
対

応
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
行
為
態
様
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
窪
田
『
不
法
行
為
法
』
三
八
五
頁
）。
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（
18
）

義
務
違
反
と
し
て
の
過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
、
窪
田
『
法
理
』
一
七
七
―
一
八
六
頁
、
お
よ
び
そ
こ
で
所
掲
の
、
我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不

法
行
為
』（
日
本
評
論
社
、
復
刻
版
、
二
〇
〇
四
年
﹇
初
版
は
一
九
三
七
年
﹈）
二
〇
九
頁
（
社
会
共
同
生
活
に
お
い
て
は
、
各
自
は
自
己
に
対
し
て
注
意
の

義
務
を
負
う
、
と
説
か
れ
て
お
ら
れ
る
）、
谷
口
知
平
「
損
害
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
損
害
避
抑
義
務
―
―avoidable

consequences

の
理
論
の
示
唆
」
我

妻
栄
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
上
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
二
三
五
頁
参
照
。
本
稿
は
、
過
失
相
殺
の
類
推
適
用
が
問
題
と
な
る
局
面

の
う
ち
、
損
害
の
発
生
に
対
す
る
関
与
を
も
っ
て
減
責
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
タ
イ
プ
に
つ
き
（
窪
田
『
法
理
』
二
八
一
頁
）、
最
近
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
法
お
よ
び
日
本
法
の
分
析
を
通
し
て
谷
口
博
士
の
議
論
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
た
だ
し
、
本
稿
は
過
失
相
殺
と
損
害
軽
減

義
務
を
区
別
し
、
谷
口
博
士
の
論
考
は
主
に
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

（
19
）

B
urrow

s,R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract,3 rd

ed.,2004 ,p.74 .

（
20
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
2
契
約
お
よ
び
債
権
一
般
（
１
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
二
八
五
頁
。

（
21
）

内
田
貴
『
債
権
法
の
新
時
代
―
―
「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
」
の
概
要
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
五
頁
。

2

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

Ａ
　
学
説
に
つ
い
て

１
　
法
状
況
の
概
要

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
も

（
22
）

、
損
害
軽
減
義
務
（duty

to
m

itigate

）
は
主
に
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た

（
23
）

。
た
だ
、

出
発
点
と
し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
損
害
軽
減
「
義
務
」
と
は
い
う
も
の
の
、
義
務
の
履
行
を
強
制
で
き
ず
賠
償
額
が
減
額
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
、
例
え
ば
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
注
意
義
務
と
同
様
の
、
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
な
義
務
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る

（
24
）

。
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
不
法
行
為
に
お
け
る
注
意
義
務
（duty

of
care

）
は
、「
法
が
当
該
状
況
に
お
い
て
責
任
の
発
生
を
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認
め
る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
当
事
者
・
利
益
等
を
明
確
に

す
る
た
め
に
有
益
な
概
念
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り

（
25
）

、
こ
れ
と
対
照
的
な
意
味
で
、
損
害
軽
減
義
務
は
単
に
慣
用
的
な
呼
称
に

す
ぎ
な
い
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
理
解
さ
れ
て
い
る

（
26
）

。

D
arbishir

v
W

arren
[1963 ]

1
W

L
R
1067

に
お
い
てPearson

裁
判
官
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
本
性
（the

true
nature

）
に
つ
き
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
27
）

。

被
害
者
に
は
別
段
よ
り
安
価
な
損
害
回
復
手
段
を
選
択
す
る
債
務
は
な
い
。
被
害
者
が
そ
う
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
高
価
な
手

段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
こ
と
が
加
害
者
に
対
し
て
な
ん
ら
の
義
務
違
反
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
損
害
軽
減
義

務
の
真
の
意
義
は
、
加
害
者
が
損
害
の
填
補
を
す
る
以
上
の
負
担
を
加
害
者
に
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
被
害
者
は
望
む
通
り
の
贅
沢
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
ツ
ケ
を
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

損
害
軽
減
義
務
が
問
題
と
な
る
の
は
、
前
述
の
通
り
主
に
契
約
の
事
案
で
あ
る
が
、
損
害
軽
減
義
務
が
不
法
行
為
に
も
適
用
が
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
こ
と
で
、
一
致
し
て
い
る

（
28
）

。

不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
被
害
者
が
不
法
行
為
の
後
働
い
て
収

入
を
得
た
場
合
、
そ
の
賃
金
は
賠
償
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
被
害
者
の
損
害
が
回
避
可
能
で
あ
っ
た
場
合

は
そ
れ
を
控
除
し
な
け
れ
ば
「
実
際
に
被
っ
た
（actually

sustained

）」
損
害
の
填
補
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
と

し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（
29
）

。
こ
の
理
由
づ
け
の
意
味
は
判
例
法
を
紹
介
し
た
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
理
由
づ
け
に
よ
れ
ば
損

害
軽
減
義
務
が
わ
が
国
に
お
け
る
損
益
相
殺
の
理
由
づ
け
と
一
部
交
錯
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
損
害
軽
減
義
務
と
過

失
相
殺
・
賠
償
範
囲
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
は
、
―
―
不
法
行
為
法
の
観
点
か
ら
見
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
軽
減
義
務
は
現
時
点
で
こ
れ
以
上
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
―
―
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る

（
30
）

。
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２
　
損
害
軽
減
義
務
の
基
準
・
立
証
責
任
・
損
害
回
避
の
た
め
の
費
用

で
は
、
最
も
問
題
と
な
る
損
害
軽
減
義
務
の
基
準
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
、
被
害
者
が
合
理
的
な
回
避
措
置
（reasonable

steps

）
を
履

践
し
た
か
ど
う
か
が
基
準
と
な
っ
て
い
る

（
31
）

。
被
害
者
が
合
理
的
な
回
避
措
置
を
履
践
し
た
か
ど
う
か
は
、
特
定
の
事
実
関
係
に
よ
る

（
32
）

。
つ

ま
り
、
ど
の
よ
う
な
被
害
が
軽
減
可
能
で
あ
っ
た
か
・
回
避
措
置
の
た
め
に
支
出
し
た
損
害
を
賠
償
の
対
象
に
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
案
に
お
け
る
事
実
問
題
と
な
る

（
33
）

。
た
だ
、
そ
も
そ
も
当
該
事
案
に
お
い
て
被
害
者
に
損
害
軽
減
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

法
律
の
問
題
で
あ
る

（
34
）

。

ま
た
、
被
害
者
の
損
害
軽
減
義
務
は
不
法
行
為
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
軽
減
義
務
の
程
度
は
必
ず
し
も
高
い

も
の
で
は
な
い

（
35
）

。
そ
も
そ
も
契
約
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
で
は
当
事
者
間
で
「
義
務
」
の
設
定
が
自
由
か
つ
可
能
な
の
に
対
し
、
―
―

と
り
わ
け
日
本
法
の
観
点
か
ら
は
―
―
不
法
行
為
の
被
害
者
に
（
特
に
行
為
規
範
と
し
て
の
）
義
務
違
反
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
、
こ

の
理
由
づ
け
は
説
得
力
を
有
す
る
。

学
説
で
は
損
害
軽
減
義
務
違
反
の
主
張
立
証
責
任
は
、
加
害
者
に
あ
る
と
し
て
い
る

（
36
）

。
こ
れ
に
対
し
、Selvanayagam

v
U

niversity
of

the
W

est
Indies

[1983 ]
1

A
ll

E
R
824 ,

PC

は
、
主
張
立
証
責
任
は
被
害
者
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、Selvanayagam

判
決
に
従
い
な
が
ら
も
、
被
害
者
が
手
術
を
拒
ん
だ
の
は
合
理
的
で
な
い
と
は
い
え
な
い
と
し
た
次
の
新
し
い
判
決
が
注
目
さ
れ
る
。

G
eestplc

v
Lansiquot[2003 ]1

A
llE

R
383 ,PC

﹇
判
旨
﹈

原
告
被
害
者
が
手
術
を
拒
ん
だ
と
し
て
も
、
背
中
の
痛
み
が
ど
れ
ほ
ど
改
善
さ
れ
る
か
十
分
に
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
手
術
を

受
け
な
い
と
い
う
選
択
も
合
理
的
で
な
い
と
は
い
え
な
い
。

も
と
よ
り
損
害
軽
減
義
務
が
厳
密
な
意
味
で
の
「
義
務
」
で
は
な
く
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
単
に
損
害
評
価
項
目
の
一
つ
で
あ
る
な



広島法学　34 巻１号（2010 年）－28

ら
ば
、
主
張
立
証
責
任
の
所
在
が
被
害
者
に
あ
る
と
し
て
も
、
妥
当
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
項
と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
損
害
回
避
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
賠

償
が
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（
37
）

。

損
害
回
避
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
賠
償
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
中
身
は
「
Ｂ
」
で
詳
し
く
参
照
す
る
こ
と
に
し
て
、
で
は
、

損
害
軽
減
義
務
は
、
過
失
相
殺
・
賠
償
範
囲
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。３

　
寄
与
過
失
・
賠
償
範
囲
と
の
異
同
―
―
寄
与
過
失
＝
過
失
相
殺
？

（1）

寄
与
過
失
と
の
異
同
に
つ
い
て
　
　
損
害
軽
減
義
務
と
寄
与
過
失
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
者
が
見
解
を
公
に
し
て
い
る
。

（¡）

W
illiam

s

に
よ
れ
ば
、
損
害
軽
減
義
務
は
広
義
の
寄
与
過
失
の
一
適
用
局
面
に
す
ぎ
な
い
と
説
い
て
い
る

（
38
）

。

た
だ
、
損
害
軽
減
義
務
と
寄
与
過
失
は
効
果
に
違
い
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
寄
与
過
失
の
法
理
は
故
意
の
不
法
行
為
に
適
用
さ
れ
な

い
の
に
対
し
、
損
害
軽
減
義
務
は
故
意
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
り
得
る

（
39
）

。
た
だ
、W

illiam
s

は
、
故
意
の
不
法
行
為
に
つ
い

て
は
損
害
軽
減
義
務
の
適
用
も
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

（
40
）

。
つ
ま
り
、W

illiam
s

に
よ
れ
ば
、
結
局
、
寄
与
過
失
の
法
理
と
損
害
軽
減

義
務
は
ほ
ぼ
同
一
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（™）

S
treet

も
同
様
に
、
寄
与
過
失
と
損
害
軽
減
義
務
の
違
い
に
つ
き
、
寄
与
過
失
は
故
意
に
よ
る
不
法
行
為
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の

に
対
し
、
損
害
軽
減
義
務
に
は
そ
の
よ
う
な
制
約
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
41
）

。
ま
た
、
損
害
軽
減
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
の
効
果
と

し
て
は
、
損
害
の
評
価
の
局
面
で
損
害
軽
減
義
務
が
と
ら
れ
た
と
仮
定
し
て
損
害
額
が
評
価
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る

（
42
）

。

（£）

B
urrow

s

に
よ
れ
ば
、「
填
補
的
賠
償
を
制
限
す
る
原
理
（principle

）」
と
題
す
る
章
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
寄
与
過
失
の
法
理
と
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損
害
軽
減
義
務
を
同
一
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
寄
与
過
失
と
損
害
軽
減
義
務
の
違
い
は
、
寄
与
過
失

が
割
合
的
な
免
責
で
あ
る
の
に
対
し
、
因
果
関
係
の
中
断
お
よ
び
損
害
軽
減
義
務
は
全
部
免
責
の
効
果
を
有
す
る
点
が
異
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る

（
43
）

。

（¢）

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
寄
与
過
失
と
損
害
軽
減
義
務
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と

評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
寄
与
過
失
の

法
理
は
、
不
法
行
為
よ
り
も
前
、
あ
る
い
は
同
時
の
被
害
者
の
過
失
だ
け
で
は
な
く
、
不
法
行
為
後
の
被
害
者
の
行
為
態
様
を
も
考
慮
す

る
こ
と
が
で
き
る
法
理
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（
44
）

。
す
る
と
、
不
法
行
為
後
の
被
害
者
の
態
様
を
過
失
相
殺
で
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

す
る
と
―
―
わ
が
国
の
「
本
来
の
過
失
相
殺
」
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
―
―
、
過
失
相
殺
と
損
害
軽
減

義
務
を
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
る

（
45
）

。

（2）

賠
償
範
囲
と
の
異
同
に
つ
い
て
　
　
続
い
て
、
損
害
軽
減
義
務
と
賠
償
範
囲
の
異
同
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
説
を
参

照
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（¡）

M
cG

regor

に
よ
れ
ば
、
損
害
軽
減
義
務
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
役
に
立
た
ず
む
し
ろ
危
険
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る

（
46
）

。

（™）

B
urrow

s

に
よ
れ
ば
、
加
害
者
に
よ
る
不
法
行
為
ま
た
は
契
約
違
反
の
後
の
被
害
者
の
不
合
理
な
行
動
に
よ
る
損
害
は
、
損
害
軽

減
義
務
お
よ
び
「
介
在
原
因
（intervening

cause

）」
双
方
に
よ
っ
て
否
定
し
得
る
と
い
う

（
47
）

。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
損

害
軽
減
義
務
と
介
在
原
因
を
同
一
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
48
）

。
た
だ
、
一・
般・
的・
な・
慣・
用・
と・
し・

て・
、
被
害
者
に
よ
る
不
作
為

が
問
題
と
な
る
場
合
は
損
害
軽
減
義
務
が
用
い
ら
れ
、
被
害
者
に
よ
る
作
為
が
問
題
と
な
る
場
合
は
介
在
原
因
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る

（
49
）

。
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（£）

ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
で
最
も
権
威
の
高
いC

lerk
and

L
indsell2006

もB
urrow

s

を
引
用
し
て
ほ
ぼ
同
様
の
説
明

を
繰
り
返
し
、
被
害
者
自
身
の
行
為
の
介
在
と
区
別
す
る
必
要
に
言
及
し
て
い
る
。
損
害
軽
減
義
務
が
損
害
を
増
大
さ
せ
な
い
注
意
「
義

務
」
に
違
反
す
る
被
害
者
の
不
作
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
被
害
者
の
介
在
行
為
の
場
合
は
損
害
を
増
大
さ
せ
る
被
害
者
の
作
為
で
あ
る
と

い
う
相
違
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
介
在
行
為
と
損
害
軽
減
義
務
は
「
同
様
の
政
策
的
な
基
礎
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
交

換
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う

（
50
）

。

（¢）

確
か
に
、
損
害
軽
減
義
務
と
因
果
関
係
の
中
断
・
被
害
者
の
介
在
事
情
の
問
題
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
の
違
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
説
が
述
べ
る
通
り
作
為
／
不
作
為
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
程
大
き
な
も
の
で

は
な
い
と
す
る
と

（
51
）

、
む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
はC
lerk

and
L

indsell2006

が
述
べ
る
「
同
様
の
政
策
的
な
基
礎
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
は
「
損
害
の
填
補
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
22
）

本
稿
に
お
い
て
主
に
参
照
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
の
テ
キ
ス
ト
は
、M

cG
regor,

M
cG

regor
on

D
am

ages,
18 th

ed.,
2009

で
あ
る
が
、
本
稿
は
従

来
の
契
約
法
の
観
点
か
ら
み
た
損
害
軽
減
義
務
で
は
な
く
、
不
法
行
為
法
の
観
点
か
ら
み
た
損
害
軽
減
義
務
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
不
法

行
為
法
に
か
か
るD

ugdale,etal.(ed.),C
lerk

and
L

indsellon
T

orts,19 th
ed.,L

ondon,2006 .

とK
en

O
liphant(ed.),T

he
L

aw
of

T
ort,B

utterw
orths,

2007

さ
ら
に
、D

eakin
etal.,M

arkesinis
and

D
eakin's

T
ortL

aw
,O

xford
2008

を
特
に
参
照
し
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
順
に
、M

cG
regor2009

;

C
lerk

and
L

indsell2006
;O

liphant2007
;M

arkesinis2008

と
略
称
す
る
。
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
等
に
つ
い
て
は
、
適
宜
言
及
す
る
こ
と

に
す
る
。

（
23
）

英
米
法
の
損
害
軽
減
義
務
を
扱
う
主
な
論
稿
と
し
て
、
す
で
に
掲
げ
た
先
駆
的
な
業
績
で
あ
る
、
谷
口
知
平
「
損
害
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
損
害
避
抑
義

務
―
―avoidable

consequences

の
理
論
の
示
唆
」
我
妻
栄
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
上
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
二
三
五
頁
の
ほ
か

（
谷
口
博
士
は
主
に
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
）、
谷
口
知
平
＝
植
林
弘
『
損
害
賠
償
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）
八
四
頁
で

は
（
以
下
「
谷
口
＝
植
林1957

」
と
略
記
す
る
）、
過
失
相
殺
に
つ
き
、「
英
米
で
は
、
被
害
者
の
損
害
避
抑
或
い
は
損
害
賠
償
減
額
問
題
と
い
わ
れ
て
い
る
」



31－不法行為法における損害軽減義務（大西）

と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
語
と
し
て
「m

itigation

」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
24
）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,at29 -08 .
（
25
）

M
arkesinis2008 ,at116 -7 .

（
26
）

O
liphant2007 ,

at
para.

6 .
8 .

こ
の
こ
と
は
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
和
夫1987

・
一
〇
〇
頁
、
内
田1990

・
八
頁
、

斉
藤1990
・
五
三
頁
。

（
27
）

[1963 ]1
W

L
R
1067

at1075 .

（
28
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -015
;O

liphant2007 ,atpara
6 .8 ;W

illiam
s,JointT

orts
and

C
ontributory

N
egligence,1951 ,p.281 .

（
29
）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,at29 -08
;M

arkesinis2008 ,at975 -976 .

（
30
）

損
害
軽
減
義
務
と
損
益
相
殺
と
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
内
田1990

・
七
頁
参
照
。

（
31
）

O
liphant2007 ,at237

;C
lerk

and
L

indsell2006 ,atpara.29 -08 .

（
32
）

B
urrow

s,R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract,3 rd

ed.,2004 ,p.123 .

（
33
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -016
;C

lerk
and

L
indsell,atpara

29 -08
n.52 .

（
34
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -016 .

（
35
）

O
liphant2007 ,

at
para.6 .9 .

も
っ
と
も
、M

cG
regor2009 ,

at
para.7 -017

で
は
、
本
文
中
で
述
べ
た
通
り
損
害
軽
減
義
務
は
厳
密
な
意
味
で
の
義
務
で

は
な
く
、
ル
ー
ズ
な
用
法
だ
と
し
た
上
で
「
被
害
者
は
自
分
自
身
に
対
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
寄
与
過
失
に
よ
っ
て
賠
償
が

減
額
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
36
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -019
;C

lerk
and

L
indsell,at29 -08 ,M

arkesinis2008 ,at976 .

（
37
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -005
;O

liphant,atpara
6 .9 .

（
38
）

W
illiam

s,JointT
orts

and
C

ontributory
N

egligence,1951 ,at281 -282 .

（
39
）

ibid,at283 .

（
40
）

ibid,at285 .

（
41
）

Street,Principles
of

the
L

aw
of

D
am

ages,1962 ,pp.37 -39 .

（
42
）

ibid,atp.42 .
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（
43
）

B
urrow

s,R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract(3

rded.,2004 ),pp
75 -6 .

（
44
）

ibid.

（
45
）

さ
ら
に
、B

urrow
s

が
指
摘
す
る
通
り
、
効
果
の
面
に
お
い
て
、
寄
与
過
失
が
割
合
的
な
賠
償
の
免
責
を
認
め
る
の
に
対
し
、
損
害
軽
減
義
務
で
は
損
害

軽
減
の
た
め
の
合
理
的
な
回
避
措
置
が
と
ら
れ
た
と
仮
定
し
て
当
該
損
害
項
目
の
全
部
免
責
を
も
た
ら
す
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

（
46
）

M
cG

regor2009 ,atpara.7 -018 .

（
47
）

B
urrow

s,R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract(3

rded.,2004 ),p
75 .

（
48
）

ibid.

（
49
）

ibid.

（
50
）

C
lerk

and
L

indsell,atpara
2 -100 ,n.23 .

同
箇
所
で
は
、B

urrow
s,R

em
edies

for
T

orts
and

B
reach

of
C

ontract(3
rded.,2004 ),p.75

が
引
用
さ
れ
て

い
る
。

（
51
）

吉
田
和
夫
教
授
は
、「
違
法
行
為
後
の
不
合
理
の
行
為
は
、
通
常
、
因
果
関
係
中
断
の
局
面
と
さ
れ
る
が
、
違
法
な
行
為
の
後
に
行
っ
た
不
合
理
な
支
出

は
、
一
般
に
ミ
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
義
務
違
反
の
局
面
と
見
ら
れ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
（
吉
田
和
夫1987

・
一
〇
七
頁
）。

Ｂ
　
判
例
法
に
つ
い
て

１
　
序
―
―
不
法
行
為
法
へ
の
損
害
軽
減
義
務
の
適
用

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
に
つ
き
、
学
説
に
つ
い
て
は
「
Ａ
」
の
通
り
議
論
さ
れ
て
い
る
。
次
に
判
例
法
を
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
も
契
約
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
同
じ
く
損
害
軽
減
義
務
の
適
用

が
あ
る
と
す
る
判
例
法
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

B
ellingham

v
D

hillon
and

anothor
[1973 ]1

Q
B
304
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﹇
事
案
の
概
要
﹈

自
動
車
教
習
所
を
経
営
す
る
原
告
被
害
者
は
、
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る
事
故
の
た
め
背
中
に
障
害
を
負
っ
た
。
原
告
被

害
者
が
こ
の
教
習
所
に
設
置
す
る
た
め
七
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
購
入
す
る
交
渉
を
し
て
い
た
最
中
、
背
中
の
痛

み
の
た
め
こ
の
取
引
は
不
成
立
に
終
わ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
三
年
半
後
、
原
告
被
害
者
は
同
様
の
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
中
古
で
二
一
六
〇
ポ
ン
ド
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

原
告
は
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
購
入
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
に
つ
き
、
被
告
加
害
者
に
賠
償
を
求
め
た
。

﹇
判
旨
﹈

原
告
に
よ
る
損
害
賠
償
の
訴
え
が
取
引
に
よ
る
利
益
の
喪
失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
、
損
害
は
契
約
に
よ
る
損
害
軽
減
義
務

と
同
様
の
方
法
で
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
原
告
は
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
購
入
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
な
ん
ら

損
害
を
被
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
判
決
の
意
義
と
し
て
、
損
害
軽
減
義
務
は
契
約
だ
け
で
な
く
不
法
行
為
に
も
適
用
が
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
加
害
者
が
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
実
際
に
被
っ
た
」
損
害
と
は
な
に
か
、
ひ
い
て
は
損
害
軽
減
義
務
の

根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
52
）

。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
で
は
極
め
て
評
価
的

に
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
判
例
法
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
が
次
に
問
題

と
な
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
対
象
と
す
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
・
不
法
行
為
法
の
テ
キ
ス

ト
に
共
通
し
て
扱
い
の
あ
る
、
①
被
害
者
が
適
切
な
治
療
を
懈
怠
し
た
場
合
や
再
就
職
を
し
て
い
な
い
場
合
、
②
物
の
修
理
費
、
③
不
妊

手
術
の
失
敗
、
④
損
害
回
避
の
た
め
に
費
用
を
支
出
し
た
場
合
（
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
）
の
事
件
類
型
で
あ
る

（
53
）

。
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２
　
事
件
類
型
１
―
―
適
切
な
治
療
の
懈
怠
・
事
故
後
の
再
就
職

ま
ず
最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
合
理
的
な
理
由
な
く
し
て
被
害
者
が
治
療
を
拒
ん
だ
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
適
切
な
治
療
を
受
け

て
い
れ
ば
疾
病
が
治
癒
し
て
仕
事
に
復
帰
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
点
以
降
の
逸
失
利
益
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
54
）

。

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
判
例
法
は
、「
2
Ａ
２
」
で
採
り
上
げ
た
、G
eest

plc
v

Lansiquot
[2003 ]

1
A

ll
E

R
383 ,

PC

に
加
え
て
、
最

近
の
判
例
法
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

M
orris

v
R

ichards
[2003 ]

A
llE

R
385 ,C

A
.

﹇
事
案
の
概
要
﹈

放
射
線
技
師
で
あ
っ
た
原
告
被
害
者
は
被
告
加
害
者
に
よ
る
交
通
事
故
の
た
め
負
傷
し
、
こ
の
た
め
放
射
線
技
師
と
し
て
の
キ
ャ

リ
ア
を
諦
め
た
。
そ
の
後
別
の
就
職
先
で
七
ヶ
月
間
勤
務
し
た
が
、
差
別
を
理
由
に
再
就
職
先
も
辞
職
し
た
。
そ
の
後
事
実
審
理

（trial

）
ま
で
仕
事
を
し
て
い
な
い
。

原
審
は
、
再
就
職
先
の
辞
職
は
賠
償
の
疎
遠
性
（rem

oteness

）
の
問
題
で
は
な
く
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
後
就
職
を
し
て
い
な
い
の
は
不
合
理
で
は
な
い
た
め
、
事
実
審
理
に
い
た
る
ま
で
の
賠
償
を
認
め
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
損
害
の
疎
遠
性
の
問
題
で
は
な
く
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
原
審
の

判
断
を
支
持
し
た
。

た
だ
し
、
い
く
ら
被
害
者
に
は
損
害
軽
減
義
務
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
危
険
な
手
術
を
す
る
ま
で
の
義
務
は
な
い

（
55
）

。
こ
れ
は
、
前
述
の

通
り
損
害
軽
減
「
義
務
」
が
不
法
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
高
度
な
「
義
務
」
で
は
な
い
こ
と

を
根
拠
と
し
て
い
る
。
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３
　
事
件
類
型
２
―
―
物
の
修
理
費

交
通
事
故
等
に
よ
っ
て
物
、
と
り
わ
け
自
動
車
が
損
傷
し
た
場
合
、
そ
の
修
理
費
の
賠
償
を
加
害
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
物
の
修
理
費
の
全
額
の
賠
償
請
求
が
可
能
で
あ
る
が
、「
修
理
費
が
物
の
市
場
価
格
を
大
幅
に

上
回
る
場
合
は
、
物
の
市
場
価
格
を
超
え
て
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
準
則
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
56
）

。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、

判
例
法
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
修
理
の
対
象
と
な
る
物
が
特
殊
な
場
合
は
、
物
の
市
場
価
格
を
上
回
る
修
理
費
で
あ
っ
て
も
、
修
理
費
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。

O
'G

rady
v

W
estm

inster
Scaffolding

Ltd.[1962 ]2
L

loyd's
R

ep.238 ,Q
B

.

﹇
事
案
の
概
要
﹈

一
九
六
〇
年
、
原
告
の
所
有
す
る
一
九
三
八
―
九
年
式
の
Ｍ
Ｇ
（
以
下
「
Ｍ
Ｇ
」
と
い
う
）
に
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る

事
故
の
た
め
修
理
を
要
す
る
損
傷
が
発
生
し
た
。
Ｍ
Ｇ
の
事
故
前
の
市
場
価
格
は
一
八
〇
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
事
故
後
の
ス
ク
ラ
ッ
プ

価
格
は
三
五
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
原
告
は
二
五
三
ポ
ン
ド
で
修
理
し
た
た
め
、
こ
の
修
理
費
の
賠
償
を
請
求
し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
高
等
法
院
（D

avies

判
事
）
は
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
原
告
が
修
理
を
し
た
こ
と
は
合
理
的
に
行
動
し
た
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
修
理
費
の
賠
償
を
認
容
し
た
（
た
だ
し
修
理
を
早
急
に
開
始
し
な
か
っ
た
の
は
合
理
的
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
と
し
て
、
代
車
料
を
一
部
減
額
し
て
い
る
）。

他
方
で
、O

'G
rady

v
W

estm
inster

Scaffolding
Ltd.

と
事
案
を
異
に
す
る
場
合
は
―
―
こ
ち
ら
が
原
則
と
な
る
が
―
―
修
理
費
の
賠
償

は
認
め
ら
れ
な
い
。

D
arbishire

v
W

arran
[1963 ]1

W
L

R
1067 ,C

A
.
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﹇
事
案
の
概
要
﹈

一
九
五
八
年
に
、
原
告
た
る
被
害
者
は
、
一
九
五
一
年
式
の

L
ee

Francis
shooting

brake

を
三
三
〇
ポ
ン
ド
で
購
入
し
（
な
お
、

や
や
蛇
足
と
な
る
が
、
こ
の
ク
ル
マ
は
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
市
場
で
も
価
値
を
有
す
る
）、
良
好
な
状
態
を
保
持
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
二
年
に
被
告
加
害
者
と
の
事
故
に
よ
り
激
し
い
損
傷
を
受
け
た
（
加
害
者
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
認

め
て
い
る
）。
修
理
工
場
や
保
険
会
社
は
「
修
理
は
経
済
的
で
は
な
い
（uneconom

ic

）」
と
助
言
し
た
が
、
被
害
者
は
三
三
〇
ポ
ン

ド
の
費
用
で
修
理
し
、
そ
の
賠
償
を
加
害
者
に
求
め
た
。
な
お
、
当
時
の
市
場
価
格
は
、
中
古
車
市
場
で
一
九
五
一
年
式
の

L
ee

Francis

を
入
手
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
お
よ
そ
八
〇
か
ら
一
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

県
裁
判
所
で
は
、
被
害
者
が
修
理
し
た
の
は
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
、
修
理
費
の
賠
償
を
認
め
た
。
加
害
者
よ
り
上
訴
。

﹇
判
旨
﹈

原
告
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
損
害
が
あ
た
か
も
な
か
っ
た
よ
う
な
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
古
車
の
損
害
評
価
方

法
は
、
そ
の
市
場
価
値
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
損
害
を
軽
減
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
、
同
種
の
ク
ル
マ
を
市
場
で
よ

り
安
価
で
購
入
で
き
る
の
に
、
市
場
価
格
を
大
幅
に
上
回
る
修
理
費
用
を
支
出
す
る
こ
と
は
、
加
害
者
に
対
し
て
合
理
的
に
行
動
し

た
と
は
い
え
ず
、
修
理
費
用
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

O
'G

rady
v

W
estm

inster
Scaffolding

Ltd.

と
事
案
を
異
に
す
る
理
由
と
し
て
、Pearson

控
訴
院
裁
判
官
は
、O

'G
rady

v
W

estm
inster

Scaffolding
L

td.

は
修
理
の
対
象
と
な
る
物
が
唯
一
性
（unique

）
を
有
す
る
と
い
う
非
常
に
特
殊
な
事
案
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
修
理
費
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る

（
57
）

。

４
　
事
件
類
型
３
―
―
不
妊
手
術
の
失
敗
の
場
合
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第
三
番
目
に
、
不
妊
手
術
が
失
敗
し
た
場
合
、
中
絶
は
損
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
「
合
理
的
な
回
避
措
置
」
に
含
ま
れ
る
か
が
争
わ
れ

た
事
案
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（
58
）

。
こ
の
場
合
、
妊
娠
中
絶
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
損
害
軽
減
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
判
例
が
あ
る
。

E
m

eh
v

K
ensinton

[1985 ]
Q

B
1012

﹇
事
案
の
概
要
﹈

す
で
に
健
康
な
三
人
の
子
ど
も
を
も
つ
女
性
（
原
告
）
が
一
九
七
六
年
五
月
に
不
妊
手
術
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
翌
一
九
七
七
年

一
月
に
原
告
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
。
原
告
は
中
絶
を
「
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
理
由
で
拒
ん
だ
と
こ
ろ
、
出
生
し
た
子

ど
も
は
看
護
を
要
す
る
先
天
的
な
障
害
を
有
し
て
い
た
。
原
告
は
、
被
告
病
院
に
対
し
、
妊
娠
、
出
産
、
子
ど
も
の
養
育
に
か
か
る

費
用
の
賠
償
を
求
め
た
。

原
審
（Park

判
事
）
は
、
妊
娠
が
発
覚
す
る
ま
で
の
損
害
と
中
絶
費
用
に
限
っ
て
損
害
の
賠
償
を
認
め
た
。
原
告
か
ら
控
訴
院
に

上
訴
。

﹇
判
旨
﹈

原
告
が
中
絶
を
し
な
か
っ
た
の
は
不
合
理
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
誕
生
に
か
か
る
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
公
共
政
策

（
公
序
良
俗public

policy

）
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い

（
59
）

。
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る
経
済
的
な
損
失
の
賠
償
を
認
め
る
。

S
lade

控
訴
院
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
妊
娠
中
絶
を
必
要
と
す
る
医
学
的
・
精
神
的
な
明
確
な
証
拠
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
が
女
性
に
中

絶
を
し
な
い
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る

（
60
）

。

被
害
者
で
あ
る
原
告
が
中
絶
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
は
、『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』【3 .

3 .
02

】
に
お
け
る
、「
当
該
損

害
賠
償
責
任
を
基
礎
づ
け
る
規
範
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
損
害
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
そ
の
損
害
の
相
当
の
結
果
と
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し
て
生
じ
た
損
害
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
原
告
被
害
者
に
中
絶
を
す
る
よ
う
命
じ
る
規
範
を
認
め
、
こ
れ
に
違
反
す
る
こ
と
を

も
っ
て
過
失
相
殺
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
新
た
な
視
点
の
導
入
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。新

た
な
視
点
の
導
入
と
い
う
意
味
で
は
、
次
の
判
例
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
で
も
す
で
に
存
在
す
る
法
理
を
発
見
す
る
た
め
の
手
掛
か

り
と
い
え
る
。

５
　
事
件
類
型
４
―
―
損
害
回
避
の
た
め
に
費
用
を
支
出
し
た
場
合：

交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
と
無
資
力

こ
こ
ま
で
で
扱
っ
た
判
決
は
、
損
害
の
回
避
の
た
め
の
被
害
者
の
手
段
が
合
理
的
で
あ
っ
た
か
・
そ
う
で
な
い
か
に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
損
害
回
避
の
た
め
に
要
し
た
費
用
も
、
契
約
法
の
場
合
と
同
様
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
61
）

。
こ
の
こ
と
は
、
損
害
の

金
銭
的
評
価
（calculation

of
dam

ages

）
の
局
面
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

損
害
回
避
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
賠
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
相
手
方
か
ら
賠
償
を
得
ら
れ
る
ま

で
は
レ
ン
タ
カ
ー
代
を
請
求
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
事
故
費
用
の
賠
償
請
求
ま
で
代
行
す
る
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
（accident-hire

schem
e

）
と
い
う
わ
が
国
に
は
な
い
制
度
を
通
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
代
車
料
の
請
求

が
裁
判
上
の
請
求
時
ま
で
繰
り
延
べ
ら
れ
賠
償
請
求
の
代
行
ま
で
行
う
の
で
、
通
常
の
ス
ポ
ッ
ト
の
レ
ン
タ
カ
ー
料
金
よ
り
割
高
で
あ
る
。

こ
の
制
度
を
通
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
上
極
め
て
重
要
な
判
決
が
現
れ
て
い
る
。

ま
ず
、D

im
ond

v
Lovell

[2000 ]
2

A
ll

E
R
897 .

に
お
い
て
、
貴
族
院
は
通
常
の
レ
ン
タ
カ
ー
代
の
範
囲
で
し
か
賠
償
請
求
を
認
容
し

な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
は
、
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
原
告
被
害
者
が
無
資
力
だ
か
ら
で
あ
る
が
、

後
述
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
先
例
で
は
原
告
の
無
資
力
に
よ
る
損
害
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
交
通
事
故
代
車
サ
ー
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ビ
ス
に
よ
る
割
高
な
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
だ
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、D

im
ond

v
Lovell

の
後
、
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
料
金
を
損
害
と
し
て
賠
償
を
認
め
る
貴
族
院
判
決
が
現

れ
た
。
そ
れ
が
、Lagden

v
O

'C
onnor

[2004 ]1
A

C
1067 .

で
あ
る
。

Lagden
v

O
'C

onnor
[2004 ]1

A
C
1067 .

﹇
事
案
の
概
要
﹈

被
告
加
害
者
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
っ
て
事
故
が
発
生
し
、
原
告
被
害
者
は
そ
の
間
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
代
車

を
借
り
た
が
、
こ
の
間
原
告
は
無
職
で
無
資
力
で
あ
り
、
通
常
の
レ
ン
タ
カ
ー
制
度
で
は
な
く
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
原
告
よ
り
損
害
の
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
六
五

九
ポ
ン
ド
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
損
害
の
金
銭
的
評
価
に
お
い
て
被
害
者
の
無
資
力
が
考
慮
さ
れ
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

第
一
審
の
裁
判
官
は
、
原
告
は
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
請
求
を
認
容
。
控
訴
院
も
こ
れ

を
支
持
し
た
。
被
告
か
ら
貴
族
院
に
上
訴
。

﹇
判
旨
﹈

ま
ず
第
一
に
、
無
資
力
の
た
め
に
増
加
し
た
損
害
回
避
の
た
め
の
費
用
の
賠
償
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
に
つ
い
て
、
裁
判

所
は
、
不
法
行
為
者
は
被
害
者
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
害
者
が
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
支
出
を
し
た

の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
理
を
適
用
す
る
。

第
二
に
、
被
害
者
が
無
資
力
の
た
め
通
常
の
レ
ン
タ
カ
ー
で
は
な
く
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
合
理
的
に
予
見
可
能
な
損
害
と
し
て
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
料
金
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
可
能

と
し
た
控
訴
院
判
決
は
、
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
判
決
は
、
原
告
の
無
資
力
に
よ
る
損
害
は
救
済
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た

L
iesbosch

判
決

（
62
）

を
七
〇
年
ぶ
り
に
改
め
る
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
損
害
法
上
極
め
て
注
目
が
な
さ
れ
て
い
る
判
決
で
あ
る

（
63
）

。

つ
ま
り
、Lagden

v
O

'C
onnor

に
よ
れ
ば
、
無
資
力
の
被
害
者
は
よ
り
高
い
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
と
し
て
も
「
合
理
的
な
回
避
措
置
」
を
と
っ
た
と
評
価
さ
れ
、
無
資
力
で
は
な
い
被
害
者
は
、
―
―
レ
ン
タ
カ
ー
代
を
立
替
払
い
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
―
―
通
常
の
レ
ン
タ
カ
ー
を
利
用
し
な
い
と
「
合
理
的
な
回
避
措
置
」
を
と
っ
た
と
評
価
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
る

（
64
）

。
ま
た
、「
被
害
者
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
受
け
る
」
法
理
は
、
寄
与
過
失
だ
け
で
な
く

（
65
）

、
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
よ
り
、
損
害
軽
減
義
務
に
は
、
被
害
者
が
「
無
資
力
」
か
ど
う
か
に
よ
り
損
害
回
避
費
用
の
範
囲
が
異
な
る
と
い
う
、
評
価
的
な

契
機
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。

６
　
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
―
―
「
実
際
の
」
損
害
の
填
補

こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
損
害
軽
減
義
務
で
あ
る
が
、
い
ま
一
度
こ
こ
で
翻
っ
て
、

な
ぜ
損
害
軽
減
義
務
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
被
害
者
の
無
資
力
が
損
害
軽
減
義
務
に
よ
る
賠
償
額
の
算
定
の
考

慮
要
素
と
な
っ
て
い
る
が
、
で
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

損
害
軽
減
義
務
の
政
策
は
、
合
理
的
な
範
囲
で
被
害
者
に
自
助
を
奨
励
す
る
こ
と
と
、
そ
の
方
が
よ
り
効
率
的
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
が

（
66
）

、
学
説
が
共
通
し
て
掲
げ
る
の
は
、
次
の
根
拠
で
あ
る
。

被
害
者
が
不
法
行
為
の
後
働
い
て
収
入
を
得
た
場
合
、
そ
の
賃
金
は
賠
償
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
被
害

者
の
損
害
が
回
避
可
能
で
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
で
あ
る

（
67
）

。
つ
ま
り
、
不
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法
行
為
責
任
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
は
、
不
法
行
為
法
の
役
割
が
「
実
際
に
被
っ
た
（actually

sustained

）」
損
害
の
填
補
に

あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
る

（
68
）

。

損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
が
あ
る
種
被
害
者
の
損
害
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
か
か
る
と
す
る
と
、
損
害
軽
減
義
務
の
判
断
基
準
と

な
る
合
理
的
な
回
避
措
置
に
無
資
力
等
の
被
害
者
の
事
情
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
軽
減
義
務
で
扱
わ
れ
る
被
害

者
が
「
実
際
に
被
っ
た
」
の
「
実
際
に
」
の
意
義
に
は
、
極
め
て
評
価
的
な
契
機
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

７
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め

こ
こ
で
、
学
説
も
含
め
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め
を
行
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
損
害
軽
減
義
務
は
、
契
約
法
と
不
法
行
為
法
で
共
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
理
解
と
し
て
、
そ
の
違
反
に
対
し
損
害
賠
償

の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
注
意
義
務
と
同
様
の
意
義
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
義
務
」
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、

損
害
軽
減
義
務
を
実
体
法
上
の
義
務
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

第
二
に
、
被
害
者
が
適
切
な
治
療
を
懈
怠
し
た
場
合
や
、
正
当
な
理
由
な
く
事
故
後
再
就
職
し
な
い
こ
と
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題

と
な
る
。
そ
こ
で
の
基
準
は
、
被
害
者
が
合
理
的
な
回
避
措
置
を
と
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
損
害
軽
減
義
務
が
厳
密
な
意
味
で
の
義

務
で
は
な
く
、
不
法
行
為
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
そ
の
ハ
ー
ド
ル
は
必
ず
し
も
高
く
な
く
、
危
険
な
手
術
を
受
け
な
け
れ
ば

損
害
軽
減
義
務
に
反
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
わ
が
国
で
議
論
が
見
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
の
問
題
に
つ
き
、

わ
が
国
の
裁
判
例
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
次
の
「
3
」
で
扱
う
。

第
三
に
、
わ
が
国
で
の
交
通
事
故
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
経
済
的
全
損
も
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
把
握
し
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

修
理
費
が
物
の
市
場
価
格
を
上
回
る
場
合
は
修
理
費
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
物
が
唯
一
性
を
有
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
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賠
償
の
対
象
と
な
る
。
同
様
に
、
事
故
に
よ
り
自
動
車
を
使
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
損
害
を
回
避
す
る
た
め
の
費
用
と
い
う
趣
旨
で
、

代
車
料
は
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
わ
が
国
で
は
そ
の
依
拠
す
る
損
害
論
は
異

な
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の

（
69
）

、
損
害
の
填
補
が
原
則
的
な
救
済
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
通
説
が
説

く
よ
う
に
、
損
害
を
「
財
産
状
態
の
差
額
」
と
捉
え
る
と
す
る
と
、「
財
産
状
態
の
差
額
」
を
実
質
的
に
把
握
す
る
の
は
困
難
で
は
な
か

ろ
う
か
。

第
四
に
、
不
妊
手
術
に
も
か
か
わ
ら
ず
妊
娠
を
し
た
場
合
、
妊
娠
が
発
覚
し
た
時
点
で
中
絶
を
し
な
く
て
も
、
損
害
軽
減
義
務
の
観
点

か
ら
不
合
理
な
回
避
措
置
と
し
て
賠
償
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
五
に
、
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
被
害
者
の
無
資
力
を
損
害
の
評
価
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
と
い
う
問
題

を
通
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
は
、
極
め
て
評
価
的
な
契
機
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

最
後
に
ま
と
め
る
と
、
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
は
、
不
法
行
為
法
の
役
割
が
実
際
に
被
っ
た
損
害
の
填
補
に

あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う
「
実
際
に
被
っ
た
」
に
は
、
被
害
者
が
無
資
力
か
ど
う
か
と
い
う
極
め
て
高
度

に
評
価
的
な
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
。

で
は
次
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
損
害
軽
減
義
務
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
扱
わ
れ
て
い
る
法
理
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
別
の
ラ

ベ
ル
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
確
認
し
て
い
こ
う
。

（
52
）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,at29 -08 .

（
53
）

そ
の
他
、
本
文
中
で
採
り
上
げ
る
判
決
の
他
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
損
害
軽
減
義
務
を
扱
う
箇
所
に
は
、
被
害
者
の
損
害
軽
減
措
置
に
よ
っ
て
よ
り
多
額
の

損
失
の
発
生
を
回
避
で
き
た
場
合
に
関
す
る
判
例
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
53
）

H
ussey

v
E

els
[1990 ]1

A
llE

R
449 ,C

A
.
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（
53
）﹇
事
案
の
概
要
﹈

（
53
）

被
告
は
地
盤
沈
下
の
あ
る
平
屋
建
て
の
家
屋
（
以
下
「
本
件
家
屋
」
と
い
う
）
に
居
住
し
て
い
た
が
、
本
件
家
屋
を
原
告
に
売
却
す
る
こ
と
に
し
た
。
契

約
に
先
立
つ
ソ
リ
シ
タ
ー
の
評
価
に
よ
る
と
、
本
件
家
屋
に
は
地
盤
沈
下
は
な
い
と
報
告
さ
れ
た
。
原
告
・
被
告
間
で
の
売
買
契
約
は
、
一
九
八
四
年
に
五

三
二
五
〇
ポ
ン
ド
で
締
結
さ
れ
た
。
原
告
が
本
件
家
屋
に
引
っ
越
し
て
す
ぐ
、
本
件
家
屋
に
は
地
盤
沈
下
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
補
修
工
事
に
は
一
七
〇
〇
〇

ポ
ン
ド
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
原
告
は
本
件
家
屋
を
取
り
壊
し
、
新
し
く
建
物
を
建
築
し
直
す
の
が
最
善
と
考
え
、
新
し
く
二
棟
の

建
物
の
計
画
許
可
（planning

perm
ission

）
を
申
請
す
る
と
同
時
に
、
被
告
に
対
し
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
基
づ
く
賠
償
請
求
を
し
た
。
事
実
審
理
の
前
に
、

原
告
は
計
画
許
可
を
得
て
一
九
八
六
年
に
開
発
業
者
に
売
却
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
計
画
許
可
つ
き
で
あ
っ
た
た
め
に
、
七
八
五
〇
〇
ポ
ン
ド
で
売
却
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

（
53
）

事
実
審
理
に
お
い
て
、
原
告
は
契
約
価
格
と
売
買
契
約
締
結
時
の
差
額
を
損
害
額
と
し
て
主
張
し
た
が
、
被
告
は
損
害
は
な
い
と
争
っ
た
。

（
53
）

原
審
で
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
基
づ
く
不
実
表
示
は
確
か
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
原
告
は
こ
れ
に
よ
っ
て
な
ん
ら
の
損
害
も
被
っ
て
い
な
い
と
し
て
原

告
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
か
ら
上
訴
。

（
53
）﹇
判
旨
﹈

（
53
）

原
告
は
本
件
家
屋
を
居
住
目
的
で
購
入
し
、
ま
た
実
際
に
一
定
期
間
居
住
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
軽
減
の
点
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
53
）

原
告
は
契
約
価
格
五
三
二
五
〇
ポ
ン
ド
と
瑕
疵
あ
る
状
況
で
の
目
的
物
の
価
格
と
の
差
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
53
）

わ
が
国
に
お
い
て
は
損
害
の
有
無
に
関
す
る
問
題
と
な
ろ
う
が
、
契
約
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
54
）

O
liphant2007 ,at6 .8

;M
arkesinis2008 ,at976 .

（
55
）

M
arkesinis2008 ,at976 .

後
掲
の
不
妊
手
術
の
失
敗
に
か
か
る
判
例
も
参
照
。

（
56
）

O
liphant2007 ,at235 .

（
57
）

[1963 ]1
W

L
R
1067 ,at1077 .

（
58
）

以
下
に
掲
げ
るE

m
eh

v
K

ensinton
[1985 ]

Q
B
1012

は
、
今
井
雅
子
「
望
ま
な
い
子
の
出
生
に
対
す
る
医
師
の
責
任
―
―
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
るw

rongful

life

訴
訟
・w

rongful
birth

訴
訟
・w

rongful
conception

訴
訟
―
―
」
比
較
法
二
九
巻
三
号
（
一
九
九
二
年
）
一
五
九
頁
、
一
六
六
頁
に
四
行
程
度
の
紹

介
が
あ
る
が
、
原
告
が
中
絶
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
賠
償
額
の
減
額
理
由
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
稿
で
は
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「w
rongful

birth

訴
訟
」
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
妊
娠
期
間
中
に
先
天
性
の
障
害
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
ペ
リ
ュ
シ
ュ
事
件
と
同
様
な
意
味
で
のw

rongfulbirth

と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
59
）

public
policy

の
訳
に
充
て
た
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
被
害
者
の
『
違
法
性
』
と
公
共
政
策
（
公
序
良
俗
）
・
過
失
概
念
」
広
法
二
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
六

年
）
二
五
頁
参
照
。

（
60
）

[1985 ]
Q

B
1012 ,1024 H

.

（
61
）

O
liphant2007 ,atpara.6 .9 .

（
62
）

O
w

ners
ofD

redger
Liesbosch

v
O

w
ners

ofSS
E

dison
[1933 ]

A
C
449 ,H

L
.

浚
渫
船
が
沈
没
し
た
事
故
に
つ
き
、
被
害
者
は
無
資
力
で
あ
っ
た
た
め
同

様
の
船
を
傭
船
し
た
事
案
。
浚
渫
船
の
価
格
に
加
え
て
、
傭
船
費
用
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
判
決
。

（
63
）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,
at

para.29 -09 ;
B

urrow
s,

R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract,3 rd

ed.,2004 ,
p.74 .

た
だ
、O

liphant2007 ,
at

p.

237
n.9

で
は
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
被
害
者
の
無
資
力
を
損
害
の
評
価
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

（64

）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,atpara.29 -09 .

（65

）

「
被
害
者
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
受
け
る
」
法
理
に
つ
い
て
は
、
窪
田
『
法
理
』
三
〇
頁
参
照
。

（66

）

B
urrow

s,R
em

edies
for

T
orts

and
B

reach
of

C
ontract,3 rd

ed.,2004 ,p.122 .

に
は
、
本
文
の
よ
う
な
政
策
的
基
礎
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（67

）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,atpara.29 -08
;M

arkesinis2008 ,at975 -976 .C
lerk

and
L

indsell2006

は
、
前
掲
のB

ellingham
v

D
hillon

を
先
例
と
し
て

引
用
し
て
い
る
。

（68

）

C
lerk

and
L

indsell2006 ,atpara.29 -08
;M

arkesinis2008 ,at975 -976 .

（69

）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、「
損
害
の
填
補
」
以
外
に
「
厳
密
に
は
損
害
の
填
補
と
は
い
え
な
い
賠
償
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
制
定
法
に

よ
る
知
的
財
産
侵
害
の
救
済
と
不
法
行
為
に
よ
る
『
原
状
回
復
』」
神
戸
五
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
九
三
頁
参
照
。

3

わ
が
国
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
―
―
存
在
す
る
法
理
の
論
証

１
　
治
癒
す
る
可
能
性
の
機
会
の
放
棄
に
関
す
る
事
案
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
治
癒
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
切
な
治
療
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か

ら
賠
償
額
が
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
（
そ
こ
で
の
基
準
は
被
害
者
の
回
避
措
置
が
合
理
的
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
）、

わ
が
国
で
は
適
切
な
治
療
を
怠
っ
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

（
70
）

。

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
問
題
と
な
っ
た
事
例
は
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
点
に
言
及
し
た
論
文
も
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で

あ
る
」
と
い
う
状
況
に
あ
る

（
71
）

。

こ
の
点
に
つ
き
、
手
術
に
よ
り
治
癒
す
る
可
能
性
の
機
会
は
あ
る
の
に
医
学
上
の
リ
ス
ク
か
ら
患
者
が
こ
れ
を
放
棄
し
た
場
合
の
減
額

の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で

（
72
）

、
高
松
高
判
平
成
一
九
年
一
月
一
八
日
判
時
一
九
六
四
号
九
〇
頁
は
「
損
害
の
公
平
妥
当
な
分
配
の
見

地
か
ら
、
民
法
七
二
二
条
の
過
失
相
殺
の
法
理
を
類
推
適
用
」
し
て
、
賠
償
額
を
二
割
減
額
す
る
の
が
相
当
と
し
て
い
る
。
高
松
高
判
平

成
一
九
年
一
月
一
八
日
は
民
法
七
二
二
条
二
項
の
法
理
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
処
理
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
過

失
相
殺
の
「
法
理
」
を
（
条
文
で
は
な
く
）「
類
推
適
用
」
す
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
案
で
民
法
七
二
二
条
二
項
の
法
理
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
類
推
の
域
を
超
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
な
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
直
輸
入
す
べ
し
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
き
、
寄
与
過
失
で
は
な
く
損

害
軽
減
義
務
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
状
況
は
、
十
分
参
照
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
ま
た
他
方
で
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
被
害
者
の
心
因
的
素
因
に
つ
き
民
法
七
二
二
条
二
項
を
類
推
適

用
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
も

（
73
）

、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
議
論
す
る
必
要
が

認
め
ら
れ
る
。

２
　
ク
ル
マ
の
修
理
費
―
―
い
わ
ゆ
る
経
済
的
全
損
お
よ
び
金
メ
ッ
キ
の
バ
ン
パ
ー
の
事
案
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次
に
、
修
理
費
が
物
の
市
場
価
格
を
大
幅
に
上
回
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
一
五
日
民
集
二
八
巻
三
号
三
八

五
頁
は
「
交
通
事
故
に
よ
り
自
動
車
が
損
傷
を
被
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
害
車
輛
の
所
有
者
が
、
こ
れ
を
売
却
し
、
事
故
当
時
に
お
け

る
そ
の
価
格
と
売
却
代
金
と
の
差
額
を
事
故
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
と
し
て
加
害
者
に
対
し
請
求
し
う
る
の
は
…
…
被
害
車
輛
の

所
有
者
に
お
い
て
そ
の
買
替
え
を
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
も
含
む
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
判
決
は
、

修
理
不
能
の
基
準
と
し
て
「
被
害
車
輛
を
買
替
え
た
こ
と
を
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
う
る
が
た
め
に
は
、
フ
レ
ー
ム
等
車
体
の
本
質
的

構
造
部
分
に
重
大
な
損
傷
の
生
じ
た
こ
と
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
」
こ
と
を
掲
げ
て
い
る

（
74
）

。
修
理
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
む
し
ろ
修
理
費
と
い
う
損
害
を
増
大
さ
せ
る
よ
り
も
、
修
理
不
能
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
損
害
の
拡
大
を
軽
減
す
る
と
い

う
、
ま
さ
し
く
損
害
軽
減
義
務
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
被
害
が
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
カ
ー
な
ど
修
理
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
修
理
費
が
市
場
価
格
を
上
回
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
修
理
費
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
大
阪
高
判
平
成
一
一
年
八
月
二
六
日
交
民
集
三
二
巻
四
号
一
〇
五
九

頁
で
は
、
一
九
八
〇
年
製
の
並
行
輸
入
の
フ
ェ
ラ
ー
リ
に
つ
き
、
事
故
時
の
時
価
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
フ
ェ
ラ
ー
リ

は
憧
れ
の
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
経
済
的
に
修
理
不
能
と
は
せ
ず
、
修
理
費
約
三
一
九
万
円
の
賠
償
を
認
め
た
。
こ
こ
で

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
照
ら
す
と
、
物
が
あ
こ
が
れ
の
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
物
が
「
唯
一
性

（unique

）」
を
有
す
る
か
ど
い
う
か
と
い
う
―
―
や
は
り
評
価
的
な
契
機
を
含
む
が
―
―
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
全
損
の
事
例
で
は
な
い
が
、
修
理
費
に
つ
き
「
過
失
相
殺
の
法
理
」
に
よ
っ
て
賠
償
額
を
減
額
す
る
も
の
が

み
ら
れ
る
。
東
京
高
判
平
成
二
年
八
月
二
七
日
判
時
一
三
八
七
号
六
八
頁
は
、
バ
ン
パ
ー
に
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
の

損
傷
に
つ
き
、「
そ
も
そ
も
バ
ン
パ
ー
は
、
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
動
車
本
体
の
損
傷
及
び
搭
乗
者
の
死
傷
を
防
止
も
し
く

は
軽
減
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
バ
ン
パ
ー
に
金
メ
ッ
キ
を
施
す
こ
と
は
そ
の
効
用
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
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か
え
っ
て
、
損
傷
し
た
場
合
の
修
復
費
用
を
増
大
さ
せ
無・
用・
に・
損・
害・
を・
拡・
大・
さ・
せ・
る・
も・
の・
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
控
訴
人
も
損
害

の
拡
大
に
つ
い
て
一
つ
の
原
因
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
相
殺
の
法
理
に
よ
り
損
害
額
を
算
定
す
る
に
当

た
り
控
訴
人
の
右
行
為
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
し
て
、
修
理
代
を
五
割
減
額
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「
過
失
相
殺
の
法
理
」
に
つ
い
て
も
、
む
し
ろ
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
趣

味
嗜
好
の
自
動
車
に
乗
ろ
う
と
も
、
他
者
に
危
害
を
加
え
な
い
限
り
（
例
え
ば
、
極
め
て
鋭
利
な
フ
ロ
ン
ト
バ
ン
パ
ー
）
被
害
者
に
義
務

違
反
と
し
て
の
「
過
失
」
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
さ
に
東
京
高
判
が
い
み
じ
く
も
述
べ
る
通
り
「
無
用
に
損
害
を
拡
大
」
さ
せ
た
も

の
と
し
て
、
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
に
よ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

３
　
不
妊
手
術
後
の
妊
娠
の
事
案

不
妊
手
術
後
に
妊
娠
し
た
場
合
に
つ
い
て
は

（
75
）

、
わ
が
国
に
も
こ
れ
を
扱
う
議
論
が
見
ら
れ
る

（
76
）

。
裁
判
例
で
は
、
例
え
ば
、
大
阪
高
裁
昭

和
六
一
年
七
月
一
六
日
判
タ
六
二
四
号
二
〇
二
頁
は
、
手
術
に
よ
っ
て
も
な
お
妊
娠
の
可
能
性
が
あ
り
、
十
分
に
説
明
し
な
い
ま
ま
手
術

を
実
施
し
た
場
合
に
、
慰
謝
料
の
支
払
い
を
認
め
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
場
合
被
告
病
院
が
患
者
側
が
中
絶
し
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し

た
ら
、
過
失
相
殺
（
の
類
推
適
用
）
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
慰
謝
料
算
定
の
諸
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
慰
謝
料
は
減
額
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、「
医
師
側
は
、
患
者
側
は
中
絶
ま
た
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
損
害
を
軽
減
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
し
う
る
か
…
…

難
し
い
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
る
見
解
が
あ
る

（
77
）

。

確
か
に
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
か
ら
は
、
損
害
軽
減
義
務
は
被
害
者
が
合

理
的
な
回
避
措
置
を
と
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
不
妊
手
術
後
に
中
絶
を
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
（
養
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子
縁
組
を
し
な
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
）、
不
合
理
で
あ
る
と
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
こ
の
問
題
は
寄
与
過
失
で
は
な
く
、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
し
て
把
握
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
不
妊
手
術
後
に
懐
胎
し
た
女
性
に
対
し
、「
中
絶
を
す
る
義
務
」
を
設
定
す
る
こ
と
は
―
―
行
為
規
範

で
あ
れ
／
評
価
規
範
で
あ
れ
―
―
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

４
　
損
害
回
避
の
た
め
に
費
用
を
要
し
た
事
案：

代
車
料
と
メ
ル
セ
デ
ス
の
安
心
感

わ
が
国
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
交
通
事
故
代
車
サ
ー
ビ
ス
（accident-hire

schem
e

）
に
相
当
す
る
よ
う
な
制
度
は
な
い
。
た

だ
、
事
故
に
よ
り
目
的
物
を
使
用
で
き
な
い
た
め
営
業
が
で
き
な
く
な
る
な
ど
の
損
害
の
拡
大
を
避
け
る
た
め
の
費
用
と
い
う
趣
旨
で
共

通
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
代
車
料
に
関
す
る
裁
判
例
を
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

代
車
料
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
相
当
因
果
関
係
の
「
相
当
性
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

（
78
）

。

ま
ず
、
①
東
京
地
判
平
成
元
年
七
月
一
一
日
判
時
一
三
二
九
号
一
六
五
頁
で
は
、
不
動
産
の
管
理
・
売
買
を
業
務
と
す
る
原
告
被
害
者

は
、
業
務
遂
行
の
た
め
に
本
件
自
動
車
を
使
用
し
、
ポ
ル
シ
ェ
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
会
員
と
し
て
同
ク
ラ
ブ
の
会
員
が
原
告
被
害
者
の

顧
客
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
事
案
で
、「
原
告
が
本
件
自
動
車
の
代
車
と
し
て
ポ
ル
シ
ェ
九
一
一
タ
ー
ボ
を
使
用
す
る
必
要
性
が

あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
、
修
理
期
間
中
の
代
車
と
し
て
は
国
産
の
高
級
車
で
足
り
た
と
し
た
。

次
に
、
②
東
京
地
判
平
成
七
年
三
月
一
七
日
交
民
集
二
八
巻
二
号
四
一
七
頁
は
、
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
の
リ
ム
ジ
ン
が
本
件
事
故
に
よ
る
修

理
の
た
め
代
車
に
ど
の
よ
う
な
車
種
を
請
求
で
き
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
判
決
で
あ
る
。
原
告
は
、
原
告
車
と
同
様
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
の
リ

ム
ジ
ン
の
代
車
と
し
て
実
際
に
支
出
し
た
四
八
八
万
〇
六
五
五
円
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
地
裁
は
、「
国
産
高
級
車
を
も
っ
て
十
分

代
替
で
き
る
」
と
し
て
、
代
車
料
と
し
て
九
七
万
五
千
円
の
み
を
認
め
た
。
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第
三
に
、
③
東
京
地
判
平
成
八
年
五
月
二
九
日
交
民
集
二
九
巻
三
号
八
一
〇
頁
は
、
著
名
な
外
国
車
販
売
業
者
か
ら
購
入
し
た
、
著
名
な

歌
手
の
も
と
所
有
に
か
か
る
ロ
ー
ル
ス
ロ
イ
ス
の
修
理
期
間
に
つ
き
、
原
告
は
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
の
リ
ム
ジ
ン
を
代
車
と
し
て
使
用
し

た
た
め
そ
の
代
車
料
四
四
〇
万
八
四
〇
〇
円
を
請
求
し
た
の
に
対
し
、
東
京
地
裁
は
「
原
告
が
実
際
に
代
車
に
使
用
し
た
メ
ル
セ
デ
ス
ベ

ン
ツ
の
リ
ム
ジ
ン
車
で
あ
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
国
内
最
高
級
ク
ラ
ス
の
車
両
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
日

あ
た
り
二
万
円
×
八
〇
日
分
の
一
六
〇
万
円
を
代
車
料
と
し
て
認
め
た
。

最
後
に
、
④
東
京
地
判
平
成
一
一
年
九
月
一
三
日
交
通
民
集
三
二
巻
五
号
一
三
七
八
頁
で
は
（
被
害
車
は
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
五
六
〇
）、

「
代
車
は
、
あ
く
ま
で
修
理
等
に
必
要
な
比
較
的
短
期
間
に
お
い
て
、
自
動
車
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
損・
害・
の・
発・
生・
を・
回・
避・
す・
る・

た・
め・
に・
認・
め・
ら・
れ・
る・
代・
替・
手・
段・
で
あ
る
か
ら
、
使
用
目
的
に
照
ら
し
て
相
当
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
認
め
る
の
が
相
当
」（
傍
点

は
引
用
者
）
と
し
、
そ
の
上
で
「
代
替
手
段
と
し
て
メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ
五
六
〇
型
車
を
使
用
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え

な
い
（
原
告
会
社
と
し
て
は
、
メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ
で
の
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
観
的
な
問
題

で
あ
っ
て
、
加
害
者
に
負
担
さ
せ
る
の
が
相
当
で
な
い
…
…
）。
原
告
…
…
の
原
告
会
社
内
で
の
立
場
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
右
の
代

車
の
性
格
に
照
ら
せ
ば
、
国
産
高
級
車
を
使
用
す
る
限
度
で
相
当
因
果
関
係
を
認
め
る
の
が
相
当
」
と
判
示
し
て
い
る
。

①
な
い
し
④
判
決
に
つ
き
、
損
害
回
避
義
務
の
観
点
か
ら
、「
損
害
回
避
の
た
め
に
費
用
を
要
し
た
場
合
」
に
注
目
し
て
以
下
検
討
す

る
。た

だ
そ
の
前
に
留
意
が
必
要
な
の
は
、
①
な
い
し
④
判
決
は
高
級
外
車
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
「
国
産
高
級
車
を
も
っ
て
十
分
代
替
で

き
る
」
と
し
て
、
評
価
的
な
契
機
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り

（
79
）

、
④
判
決
で
は
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
の
安
全
性
を
「
主
観
的
な
問
題
」
と

し
、
加
害
者
に
負
担
さ
せ
る
の
は
相
当
で
は
な
い
と
の
判
断
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

判
決
文
か
ら
は
、
①
な
い
し
④
判
決
は
代
車
料
を
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
範
囲
の
問
題
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
が
、
代
車
が
国
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産
高
級
車
を
も
っ
て
十
分
代
替
可
能
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
に
乗
る
こ
と
の
主
観
的
な
安
全
性
を
加
害
者
に
転
嫁
す

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
判
断
は
、
従
来
の
義
務
射
程
説
・
危
険
性
関
連
説
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
も
―
―
そ
の
原
型
か
ら
は
―
―
導
き
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
過
失
相
殺
あ
る
い
は
過
失
相
殺
の
類
推
適
用
に
よ
る
結
論
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
害
者

に
国
産
高
級
車
に
乗
る
べ
き
義
務
、
あ
る
い
は
国
産
高
級
車
の
安
全
で
満
足
す
べ
き
義
務
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
裁
判
例
に
よ
る
法
理
は
、
単
な
る
賠
償
の
範
囲
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
捉
え
る
の
が
適
切
と

考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
被
害
者
に
は
代
車
を
利
用
せ
ず
さ
ら
な
る
損
害
の
発
生
を
放
置
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
（
例
え
ば
、

接
待
用
の
車
両
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
の
接
待
に
不
都
合
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
取
引
を
失
う
不
利
益
等
）、
こ
の
よ

う
な
損
害
の
拡
大
を
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
義
務
を
被
害
者
に
認
め
、
他
方
で
あ
ま
り
に
高
額
な
代
車
料
を
認
め
る
こ

と
は
む
し
ろ
損
害
を
拡
大
さ
せ
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
み
た
代
車
料
に
つ
い
て
も
全
く
の
事
実
の
問
題
と
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ど
の
よ
う
な
代
車
を
用
い
る
か
に
つ
き
「
国
産
高
級
車
を
も
っ
て
十
分
代
替
で
き
る
」「（
メ
ル

セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
に
乗
る
主
観
的
な
安
全
を
）
加
害
者
に
負
担
さ
せ
る
の
が
相
当
で
な
い
」
と
い
う
評
価
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
さ
に
、D

arbishir
v

W
arren

[1963 ]1
W

L
R
1067

に
お
い
てPearson

裁
判
官
が
述
べ
た
通
り
「
被
害
者
は
望
む
通
り
の
贅
沢

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
ツ
ケ
を
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
契
約
法
だ
け
で
な
く
、
不
法
行
為
法
の
領
域
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
は
わ
が
国
の
判
例
の
中
に
す
で
に
法
原
理
と
し

て
存
在
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る

（
80
）

。

契
約
法
に
つ
き
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
に
よ
る
基
本
方
針
【3 .

3 .
02

】
の
よ
う
な
改
正
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
法

（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
に
つ
き
民
法
七
二
二
条
二
項
で
処
理
可
能
と
の
口
吻
を
洩
ら
し
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て
い
る
が
、
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
も
、
損
害
軽
減
義
務
に
関
す
る
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
。

（
70
）

そ
の
他
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
売
買
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
の
、
購
入
価
格
よ
り
も
高
額
で
処
分
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
に

関
す
る
範
疇
で
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
わ
が
国
で
は
そ
も
そ
も
損
害
の
有
無
が
問
題
と
な
ろ
う
。
損
害
回
避
義
務
の
問
題
は
、
単
に
過
失
相
殺
や
賠
償
の
範
囲

に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
概
念
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。

（
71
）

次
に
紹
介
す
る
高
松
高
判
平
成
一
九
年
一
月
一
八
日
判
時
一
九
六
四
号
九
〇
頁
に
お
け
る
無
記
名
評
釈
。

（
72
）

看
護
師
の
高
圧
浣
腸
の
ミ
ス
で
大
腸
に
穿
孔
が
生
じ
人
工
肛
門
の
設
置
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
患
者
に
つ
き
、
人
工
肛
門
閉
鎖
術
に
よ
る
自
然
排
便
の
可
能

性
は
あ
る
も
の
の
、
施
術
に
よ
る
患
者
の
危
険
性
を
考
慮
し
、
患
者
に
人
工
肛
門
閉
鎖
術
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
は
医
学
的
、
法
的
に
酷
で
あ
る
と
さ
れ
た
事

案
で
あ
る
。
上
告
・
上
告
受
理
申
立
て
は
な
さ
れ
ず
、
確
定
し
て
い
る
。

（
73
）

最
判
昭
和
六
三
年
四
月
二
一
日
民
集
四
二
巻
四
号
二
四
三
頁
参
照
。

（
74
）

自
動
車
の
修
理
費
に
つ
い
て
、
藤
村
和
夫
＝
山
野
嘉
朗
『
概
説
交
通
事
故
賠
償
法
』（
日
本
評
論
社
、
第
二
版
、
二
〇
〇
三
年
）
一
四
四
―
一
四
五
頁
参

照
。

（
75
）

念
の
た
め
補
足
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
扱
お
う
と
す
る
問
題
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ぺ
リ
ュ
シ
ュ
判
決
と
同
様
の
意
味
で
のw

rongfulbirth

は
、
異
な
る
。
わ

が
国
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
るw

rongfulbirth

に
つ
い
て
は
顕
著
な
蓄
積
が
あ
る
が
（
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
す
べ
て
を
網
羅
的
に
掲
げ
る
こ
と
は
せ

ず
、
若
林
三
奈
「
法
的
概
念
と
し
て
の
『
損
害
』
の
意
義
（
二
）」
立
命
二
五
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
〇
五
頁
、
境
原
三
津
夫
「
日
本
に
お
け
る

w
rongfulbirth

訴
訟
と
障
害
胎
児
の
妊
娠
中
絶
」
生
命
倫
理
一
二
巻
一
号
﹇
二
〇
〇
二
年
﹈
一
八
三
頁
、
大
村
敦
志
「
障
害
児
の
出
生
を
め
ぐ
る
法
的
言
説
」

岩
村
正
彦
＝
大
村
敦
志
編
『
融
け
る
境
　
越
え
る
法
①
個
を
支
え
る
も
の
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
﹈
五
九
頁
﹇
以
下
「
大
村2005

」
と
略
記

す
る
﹈、
中
村
哲
也
「W

rongful
life

と
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
法
―
―
民
法
に
お
け
る
人
の
法
の
展
開
と
課
題
に
つ
い
て
」
法
政
理
論
第
三
九
巻
三
号
﹇
二
〇
〇

七
年
﹈
二
六
五
頁
を
挙
げ
る
に
留
め
る
。
詳
し
く
は
、
大
村2005

・
七
四
―
七
六
頁
の
文
献
表
参
照
）、
不
妊
手
術
の
失
敗
に
よ
っ
て
障
害
を
有
す
る
子
ど

も
が
出
生
し
た
場
合
に
、
母
親
が
妊
娠
中
絶
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
過
失
相
殺
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
扱
う
も
の
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。

（
76
）

小
池
泰
「
不
妊
化
失
敗
と
医
師
の
責
任
（
一
）（
二
・
完
）」
民
商
一
二
一
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
四
〇
頁
、
一
二
一
巻
三
号
三
〇
頁
、
河
原
格
「
子
に

対
す
る
扶
養
損
害
」
白
山
法
学
創
刊
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
一
頁
。
わ
が
国
で
は
そ
も
そ
も
慰
謝
料
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
扶
養
負

担
の
賠
償
を
認
め
る
と
す
る
と
、
そ
こ
で
は
中
絶
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
過
失
相
殺
さ
れ
る
か
（
損
害
軽
減
義
務
と
な
る
か
ど
う
か
）
を
検
討
し
て
お
く
必
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要
が
あ
る
。

（
77
）

石
井
美
智
子
「
不
妊
手
術
後
の
妊
娠
事
件
」
唄
孝
一
＝
宇
津
木
伸
＝
平
林
勝
政
編
『
医
療
過
誤
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
一
九
九
六
年
）
一
二

頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
浦
川
道
太
郎
「
判
批：

大
阪
高
判
昭
和
六
一
年
七
月
一
六
日
」
判
タ
六
四
三
号
（
一
九
八
七
年
）
一
一
八
頁
、
丸
山
英
二

「
不
妊
手
術
の
失
敗
に
よ
る
妊
娠
・
出
産
と
民
事
責
任
」
法
時
六
〇
巻
四
号
（
一
九
八
八
年
）
二
五
頁
参
照
。
ド
イ
ツ
法
の
判
例
研
究
と
い
う
形
で
は
あ
る

が
、
手
嶋
豊
「
不
妊
化
手
術
が
失
敗
し
出
産
し
た
場
合
に
お
け
る
出
生
児
の
養
育
費
請
求
の
可
否
」
判
タ
五
八
九
号
（
一
九
八
六
年
）
三
六
頁
が
非
常
に
示

唆
に
富
む
。

（
78
）

田
島
純
蔵
「
車
両
損
害
」
塩
崎
勤
＝
園
部
秀
穂
編
『
新
・
裁
判
実
務
体
系
５
交
通
事
故
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
〇
頁
、
二
五
七
頁
。

（
79
）

と
り
わ
け
、
①
判
決
は
ポ
ル
シ
ェ
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
会
員
と
し
て
ク
ラ
ブ
で
知
り
合
っ
た
顧
客
を
有
し
て
お
り
、
③
判
決
の
原
告
は
易
団
を
主
催
し

て
い
て
、
易
団
が
社
用
車
と
し
て
接
待
等
に
利
用
す
る
た
め
に
国
産
最
高
級
ク
ラ
ス
の
車
両
で
足
り
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
も
残
る
。

（
80
）

内
田1990

・
一
七
頁
参
照
。
冒
頭
で
掲
げ
た
最
判
平
成
二
一
年
一
月
一
九
日
民
集
六
三
巻
一
号
九
七
頁
も
、
被
告
の
一
人
で
あ
る
組
合
の
代
表
者
に
対

す
る
請
求
は
民
法
七
〇
九
条
（
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
三
八
条
の
二
第
二
項
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
の

観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
判
例
で
あ
る
。

4

お
わ
り
に

１
　
総
括

以
上
の
通
り
、
本
稿
で
は
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
に
よ
る
基
本
方
針
を
契
機
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
損

害
軽
減
義
務
を
手
掛
か
り
に
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
も
す
で
に
損
害
軽
減
義
務
は
存
在
す
る
法
理
で
あ
っ
て
、
不
法
行
為
法

を
改
正
す
る
際
に
は
一
定
の
手
当
て
が
必
要
な
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
①
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
損
害
軽
減
義
務
は
、
い

わ
ゆ
る
「
義
務
」
で
は
な
い
が
損
害
を
評
価
す
る
局
面
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
②
寄
与
過
失
の
法
理
は
、
過
失
相
殺
を
被
害
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者
に
課
さ
れ
た
義
務
の
違
反
と
捉
え
る
と
過
失
相
殺
と
基
本
的
な
相
違
は
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
寄
与
過
失
の
法
理
は
被
害
者
の
不

法
行
為
後
の
行
為
を
も
包
含
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
本
来
の
過
失
相
殺
と
は
異
な
る
こ
と
、
③
他
方
で
、
寄
与
過
失
と
損
害
軽

減
義
務
に
も
、
寄
与
過
失
が
割
合
的
な
免
責
を
導
く
法
理
な
の
に
対
し
、
損
害
軽
減
義
務
は
当
該
損
害
項
目
の
全
部
免
責
を
も
た
ら
す
と

い
う
相
違
点
が
あ
る
こ
と
、
④
賠
償
範
囲
の
問
題
と
は
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
「
実
際
の
」
損
害
の

填
補
と
い
う
共
通
の
根
拠
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
⑤
患
者
が
治
癒
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
適
切
な
治
療
の
機
会
を
放
棄
し
た
場
合
は
賠
償
額
が
減
額
さ
れ
て
お

り
、
⑥
い
わ
ゆ
る
経
済
的
全
損
、
あ
る
い
は
過
度
な
修
理
費
の
請
求
は
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
⑦
不
妊

手
術
の
後
に
妊
娠
し
た
場
合
、
中
絶
あ
る
い
は
養
子
縁
組
を
し
な
け
れ
ば
賠
償
額
が
減
額
さ
れ
る
か
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
は
女
性
が
中
絶
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
不
合
理
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
妊
手

術
後
に
妊
娠
し
た
女
性
に
中
絶
を
す
る
義
務
を
設
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
え
る
こ
と
、
⑧
わ
が
国
に
お
い
て
賠
償
範
囲
の
問
題
と
さ
れ

て
い
る
代
車
料
は
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
「
損
害
回
避
費
用
」
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
り
、
他
方
で
あ
ま
り
に
高
額
な
代
車
料

は
む
し
ろ
損
害
を
拡
大
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
じ
く
評
価
的
に
算
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
契
約
法
と
同
様
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
を
有
し
て
お
り
、
将
来
の
不
法
行
為
法
改

正
の
折
に
は
一
定
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
が
、
以
下
、
若
干
の
補
足
と
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述

べ
た
い
。

２
　
契
約
責
任
と
の
違
い
―
―
実
体
法
上
の
「
義
務
」：

差
止
請
求
権
の
「
転
形
論
」
？

最
初
は
、
契
約
責
任
と
の
関
係
で
あ
る
。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
民
法
四
一
八
条
に
つ
き
【3 .1 .1 .73

】
で
損
害
軽
減
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義
務
に
改
正
提
案
し
て
い
る
。
契
約
法
で
は
当
事
者
間
で
双
方
の
規
範
を
設
定
で
き
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
過
失
相
殺
を
実
体
法
上
の
損

害
軽
減
義
務
に
改
正
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
法
行
為
法
で
は
、
そ
も
そ
も
加
害
者
に
対
す
る
被
害
者
の
義
務
を

観
念
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
点
で
、
契
約
法
と
は
異
な
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
は
過
失
相
殺
を
単
純
に
損
害
軽

減
義
務
に
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、【3 .

1 .
1 .
73

】
を
英
米
法
と
直
結
さ
せ

る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
と
強
調
す
る
が
、
や
は
り
損
害
軽
減
義
務
は
英
米
法
の
強
い
影
響
の
も
と
で
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

私
も
損
害
軽
減
義
務
に
つ
き
英
米
法
か
ら
直
輸
入
す
べ
き
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
に
お
い
て
、
損

害
軽
減
義
務
と
寄
与
過
失
の
法
理
は
―
―
厳
密
な
区
別
は
困
難
な
も
の
の
―
―
併
存
し
て
き
た
こ
と
は
重
要
視
す
る
に
値
す
る
。

契
約
法
と
の
関
係
で
最
も
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
損
害
軽
減
義
務
を
実
体
法
上
の
義
務

と
し
て
は
い
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
契
約
法
・
不
法
行
為
法
に
共
通
し
て
損
害
軽
減
義
務
は
実
体
上
の
義
務
で
は
な
く
、
損

害
評
価
の
一
項
目
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
義
務
」
と
は
単
に
慣
用
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
実
体
法
上
の
義
務
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
は
損
害
評
価
の
一
項
目
で
あ
る
一
方
で
、
契
約
法
で
は
実
体
法
上
の
義
務
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
請
求
権
競
合
の
場
面
等
を
想
定
す
る
と
、
契
約
法
と
不
法
行
為
法
で
義
務
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
と
な
り
、

望
ま
し
く
な
い
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
義
務
」
の
定
義
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
例
え
ば
、
契
約
上
の
付
随
「
義
務
」
に
つ
い
て
も
そ
の
違
反
は
履

行
強
制
は
で
き
な
い
が
損
害
賠
償
を
基
礎
づ
け
る

（
81
）

こ
と
と
比
較
し
て
も
、
損
害
軽
減
義
務
を
実
体
上
の
義
務
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
従

来
の
「
義
務
」
の
用
法
に
照
ら
す
と
、
違
和
感
が
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
思
料
す
る
。

ま
た
、
や
や
細
か
い
問
題
に
な
る
が
、
契
約
法
と
は
異
な
り
不
法
行
為
法
で
は
履
行
請
求
権
と
損
害
軽
減
義
務
の
関
係
は
問
題
と
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う

（
82
）

。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
よ
り
広
範
に
不
法
行
為
法
に
基
づ
く
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
差
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止
請
求
権
と
損
害
軽
減
義
務
の
優
先
劣
後
が
争
わ
れ
る
可
能
性
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
、
原
則
的
な
効
果
が
損
害
賠
償
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
不
法
行
為
で
は
あ
ま
り
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

３
　
過
失
相
殺
と
の
異
同
―
―
わ
が
国
に
お
け
る
「
類
推
」
の
限
界

次
に
、
損
害
軽
減
義
務
と
過
失
相
殺
の
異
同
に
つ
い
て
で
あ
る
。
過
失
相
殺
を
行
為
規
範
と
し
て
の
義
務
違
反
と
捉
え
る
と
、
損
害
軽

減
義
務
と
過
失
相
殺
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
わ
が
国
で
有
力
で
あ
っ
た
見
解
は
ア
メ
リ
カ
法
を
参
照
し
て
ま
さ
に
こ
の

よ
う
に
考
え
た
が

（
83
）

、
現
在
の
過
失
相
殺
に
か
か
る
議
論
状
況
で
は
、
行
為
規
範
違
反
と
し
て
の
過
失
相
殺
理
解
は
必
ず
し
も
有
力
で
は
な

い
。そ

れ
で
も
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
の
基
本
方
針
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
は
民
法

七
二
二
条
二
項
で
応
接
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
過
失
相
殺
の
類
推
適
用
と
い
う
形
で
一
応
は
対

応
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
推
適
用
と
は
「
そ
の
条
文
の
本
来
の
法
律
要
件
を
欠
く
と
し
て
も
、
そ
の
趣
旨
（
そ
こ

で
示
さ
れ
た
利
益
判
断
）
を
生
か
す
た
め
に
な
さ
れ
る
作
業
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
な
に
に
つ
い
て
「『
類
推
』
が
な
さ
れ
た
の
か
は
む

し
ろ
積
極
的
に
探
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
84
）

」。
現
在
の
過
失
相
殺
に
か
か
る
議
論
状
況
で
は
、
行
為
規
範
違
反
と
し
て
過
失
相
殺
を

理
解
す
る
見
解
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
被
害
者
に
対
す
る
行
為
規
範
と
し
て
の
過
失
相
殺
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
損

害
軽
減
義
務
を
過
失
相
殺
の
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
そ
の
趣
旨
に
反
し
「
類
推
」
の
範
疇
を
超
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

（
85
）

か
（
86
）

。

内
田
貴
助
教
授
（
論
稿
公
表
当
時
）
は
、
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
を
同
じ
く
「
損
害
法
」
と
捉
え

る
英
米
法
と
、
わ
が
国
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
、
損
害
軽
減
義
務
を
、
損
益
相
殺
・
（
狭
義
の
）
過
失
相
殺
と
並
ぶ
減
額
事
由
と
い
う

位
置
づ
け
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
87
）

。
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
が
す
で
に
存
在
す
る
以
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上
、
近
い
将
来
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
契
約
法
改
正
に
か
か
る
【3 .

1 .
1 .
73

】〈
１
〉
に
相
当
す
る
項

を
民
法
七
二
二
条
三
項
と
し
て
こ
れ
を
明
文
化
す
る
な
ど
、
な
ん
ら
か
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
ろ
う

（
88
）

。
民
法
七
二
二
条
二
項
の
過
失
相
殺

と
民
法
七
二
二
条
三
項
（
仮
案
）
の
損
害
軽
減
義
務
の
違
い
は
、
過
失
相
殺
が
割
合
的
な
免
責
を
も
た
ら
す
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
他

方
で
、
損
害
軽
減
義
務
は
損
害
軽
減
の
た
め
の
合
理
的
な
回
避
措
置
が
と
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
損
害
項
目
全
額
の
免

責
が
問
題
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る

（
89
）

。
こ
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
民
法
七
二
二
条
二
項
を
削
除
す
べ
き
理
由
は
、
―
―

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
も
寄
与
過
失
と
損
害
軽
減
義
務
は
併
存
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
本
来
の
過
失
相
殺
に
お
け
る
過
失
を
行
為
規
範
違
反

と
し
な
い
わ
が
国
で
は
―
―
特
に
見
当
た
ら
な
い
。

ま
と
め
る
と
、
被
害
者
に
も
「
損
害
を
で
き
る
だ
け
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
努
力
す
る
」
義
務
は
わ
が
国
の
現
状
に
お
い
て
も
す
で
に

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
過
失
相
殺
の
「
類
推
」
の
限
界
を
超
え
て
お
り
、
当
該
損
害
項
目
の
全
部
免
責
が
問
題
と
な
る
損
害
軽
減

義
務
の
観
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
損
害
軽
減
義
務
を
既
存
の
法
制
度
で
処
理
す
る
こ
と
の
限
界
が
同
じ
く
問
題
と
な
る

の
が
、
損
害
回
避
の
た
め
の
費
用
の
賠
償
で
あ
る
。

４
　
賠
償
範
囲
に
つ
い
て
―
―
慣
用
的
な
表
現
と
し
て
の
損
害
軽
減
義
務：

損
害
評
価
項
目
へ

第
三
に
、
過
失
相
殺
と
の
関
係
で
述
べ
た
こ
と
は
、
賠
償
範
囲
の
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、

【3 .
3 .
02

】
で
義
務
射
程
説
と
危
険
性
関
連
説
を
折
衷
し
た
形
で
の
基
本
方
針
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
規
範
」
は
加
害
者
に
向

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
状
の
裁
判
例
が
被
害
者
に
一
定
の
損
害
を
軽
減
す
べ
き
義
務
を
考
慮
に
入
れ
て
賠
償
額
を
算
定
し
て

い
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
来
、
わ
が
国
で
は
、
代
車
料
は
単
な
る
相
当
因
果
関
係
の
相
当
性
の
問
題
と
し
て
等
閑
視

さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
「
よ
り
損
害
が
拡
大
す
る
の
を
回
避
す
る
費
用
」
と
の
観
点
が
脱
漏
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
こ
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で
の
裁
判
例
で
は
極
め
て
評
価
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
被
害
者
に
損
害
を
で
き
る
だ
け
最
小
限
に
抑
え

る
よ
う
努
力
す
る
「
義
務
」
を
正
面
か
ら
承
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
賠
償
額
の
算
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

損
害
回
避
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
は
【3 .

3 .
02

】
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ

（
90
）

、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
、

【3 .1 .1 .73
】〈
２
〉
に
相
当
す
る
項
を
、
例
え
ば
民
法
七
二
二
条
四
項
と
す
る
な
ど
、
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

５
　
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
―
―
「
実
際
に
被
っ
た
」
損
害
の
填
補

第
四
に
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
、（
間
接
被
害
者
に
か
か
る
文
脈
で
あ
る
が
）「
企
業
側
の
損
害
抑
止
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
合

理
的
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、
同
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
過
失
相
殺
を
主
張
す
る
裁
判
官
の
論
稿

（
91
）

を
評
価
す
る
見
解
が
み
ら
れ
た

（
92
）

。
他

方
で
、
被
害
者
の
自
助
努
力
・
経
営
努
力
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
加
害
者
の
損
害
填
補
の
要
請
（
矯
正
的
正
義
）
と
の
関
係
で
、

ど
う
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
被
害
者
負
担
と
な
る
の
か
自
明
で
は
な
い
」
と
も
さ
れ
て
い
た

（
93
）

。
本
稿
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
解
決
の

糸
口
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
損
害
軽
減
義
務
の
根
拠
は
ま
さ
し
く
「
実
際
に
被
っ
た
」
損
害

の
填
補
で
あ
っ
て
、
実
際
に
被
っ
た
損
害
を
実
質
的
に
評
価
す
れ
ば
―
―
重
ね
て
強
調
し
て
お
く
と
、
損
害
軽
減
義
務
は
、「
義
務
」
と
は

い
う
も
の
の
損
害
の
一
評
価
項
目
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
―
―
、
損
害
の
填
補
と
い
う
矯
正
的
正
義
か
ら
の
要
請
に
反
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
「
実
際
の
」
損
害
の
填
補
と
い
う
ヨ
リ
強
い
矯
正
的
正
義
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
そ
こ
か
ら
は
、
ま
た
新
た
な
課
題
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

６
　
損
害
概
念
―
―
残
さ
れ
た
課
題
１

以
上
の
通
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
は
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
き
債
権
法
（
不
法
行
為
法
）
の
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改
正
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る

（
94
）

。
損
害
軽
減
義
務
は
、
実
体
法
上
の
「
義
務
」
と
し
て
措
定
す
る
の
で
は
な
く
、
損
害
を
金

銭
的
に
評
価
す
る
際
の
視
点
、
あ
る
い
は
損
害
評
価
項
目
の
一
つ
と
し
て
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
不
法
行
為
法
を
捉
え
直
す
と
す
る
と
、
な
お
解
決
す
べ
き
大
き
な
問
題
に
も
気
付
く
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
不
法
行
為
法
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
「
損
害
の
填
補
」
あ
る
い
は
損
害
額
の
認
定
に
評
価
的
な
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
い
ま
な
お
判
例
が
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
差
額
説
と
の
関
係
で
は
、
差
額
説
に
も
規
範
的
な
契
機
は
含
ま
れ

る
と
さ
れ
て
い
る
が

（
95
）

、
い
か
に
そ
れ
が
規
範
的
な
評
価
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
の
（
慣
用
的
意
味
で
の
）
義
務
を
問

題
と
す
る
損
害
軽
減
義
務
と
は
親
和
性
を
有
し
な
い
と
考
え
る
。

損
害
の
填
補
と
い
う
政
策
あ
る
い
は
不
法
行
為
法
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
を
検
討
す
る
と
、
相
当
程
度
評
価
的
に
理
解
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
と
不
法
行
為
法
を
同
期
さ
せ
る
に
は
、
や
は
り
損
害
差
額
説
を
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の

問
題
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

７
　
残
さ
れ
た
課
題
２
―
―
被
害
者
の
心
因
的
素
因
・
損
益
相
殺

残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
損
害
論
だ
け
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
課
題
も
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
第
一
は
、
被
害
者
の
心
因
的
素
因
と

さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
も

（
96
）

、
損
害
軽
減
義
務
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
議
論
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
心
因
的
素
因
だ
け
で
な
く
身
体
的
素
因
と
も
平
仄
を
合
わ
せ
た
形
で
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
な
た
め
、
本
稿
の
射
程
の
外
と

し
た

（
97
）

。
第
二
は
、
損
害
軽
減
義
務
と
損
益
相
殺
は
、「
実
際
に
」
被
っ
た
損
害
の
填
補
と
い
う
根
拠
で
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
に
こ

れ
ま
で
併
行
給
付
と
の
関
係
で
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
が
国
の
損
益
相
殺
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
損
益
相
殺
に
つ
い
て

も
最
近
規
範
的
な
判
断
を
行
う
判
例
が
現
れ
て
い
る
が

（
98
）

、
私
は
、
不
法
行
為
法
の
第
一
の
機
能
で
あ
る
「
損
害
の
填
補
」
が
も
と
も
と
評
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価
的
、
あ
る
い
は
規
範
的
な
契
機
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
評
価
的
・
規
範
的
な
部
分
を
通
し
て
、
不
法
行
為
法
の
抑
止
的
・
制
裁
的
な
機

能
を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
を
有
し
て
い
る

（
99
）

。
以
上
の
よ
う
な
問
題
の
検
討
を
通
し
て
前
述
の
損
害
論
も
明
ら
か
に
な

っ
て
こ
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
研
究
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
81
）

中
田
裕
康
『
債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
八
頁
。

（
82
）

森
田
修
『
契
約
責
任
の
法
学
的
構
造
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
83
）

我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
日
本
評
論
社
、
復
刻
版
、
二
〇
〇
四
年
﹇
初
版
は
一
九
三
七
年
﹈）
二
〇
九
頁
、
谷
口
知
平
「
損
害
賠

償
額
算
定
に
お
け
る
損
害
避
抑
義
務
―
―avoidable

consequences

の
理
論
の
示
唆
」
我
妻
栄
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
上
』（
有
斐
閣
、

一
九
五
七
年
）
二
三
五
頁
。

（
84
）

窪
田
『
法
理
』
二
八
〇
頁
。

（
85
）

谷
口
知
平
博
士
は
、「
英
米
の
損
害
避
抑
義
務
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
わ
が
民
法
上
過
失
相
殺
の
理
論
に
応
用
せ
ら
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

（
谷
口
＝
植
林1957

）、
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
―
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
寄
与
過
失
は
わ
が
国
の
過
失
相
殺
と
は
異
な
る
た
め
理
論
的
に
厳
密
な
訳

で
は
な
い
が
―
―
損
害
軽
減
義
務
は
寄
与
過
失
と
区
別
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

（
86
）

過
失
相
殺
に
つ
き
事
故
支
配
力
（
事
故
抑
止
・
損
害
抑
止
）
を
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
能
見
教
授
は
（
能
見1995

・
一
三
八
頁
）、
公
平
な
分
担
を
理
由
に

拡
大
し
て
き
た
過
失
相
殺
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
べ
き
と
主
張
す
る
た
め
の
論
考
で
（
能
見1995

・
一
四
四
頁
）、
過
失
相
殺
そ
の
も
の
を
安
易
に
拡
張
す

る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
し
て
同
稿
を
結
ば
れ
て
い
る
（
能
見1995

・
一
四
五
頁
）。

（
87
）

内
田1990

・
二
六
頁
。

（
88
）

谷
口
＝
植
林1957

・
九
二
頁
は
「
民
事
責
任
と
し
て
は
、
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
と
を
区
別
す
べ
き
理
由
」
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
89
）

そ
の
他
、
過
失
相
殺
で
は
、
判
例
は
、
責
任
能
力
で
は
な
く
事
理
弁
識
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
が
（
最
判
昭
和
三
九
年
六
月
二
四
日
民
集
一
八
巻
五
号

八
五
四
頁
）、
損
害
軽
減
義
務
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
も
相
違
点
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
、
責
任
能
力
と

い
っ
た
概
念
を
有
し
て
い
な
い
（K

en
O

liphant
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ortfeasors
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（
90
）

な
る
ほ
ど
、
損
害
回
避
費
用
に
つ
い
て
は
【3 .

3 .
02

】
の
「
規
範
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
損
害
」
で
は
な
く
「
そ
の
損
害
の
相
当
の
結
果
と
し
て
生

じ
た
損
害
」
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
な
し
な
が
ら
、【3 .

3 .
02

】
は
も
と
も
と
「
現
時
点
に
お
け
る
理
論
の
最

大
公
約
数
的
な
共
通
理
解
、
い
い
換
え
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
理
論
か
ら
説
明
が
可
能
な
準
則
で
あ
り
、
か
つ
、
現
民
法
四
一
六
条
の
準
用
・
類
推
適

用
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
き
た
実
務
に
無
用
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
―
―
（
ど
の
考
え
方
か
ら
も
、
な
ん
ら
か
の
説
明
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）

そ
れ
ほ
ど
の
違
和
感
な
く
受
入
れ
が
可
能
な
ル
ー
ル
―
―
」
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
規
範
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
損
害
」
と
「
そ
の

損
害
の
相
当
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
」
が
そ
れ
ぞ
れ
義
務
射
程
説
と
危
険
性
関
連
説
を
折
衷
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
関
係

が
明
ら
か
で
は
な
く
、
損
害
回
避
費
用
を
「
そ
の
損
害
の
相
当
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
」
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
明
確
さ
を
欠
く
と
思
わ
れ

る
。

（
91
）

夏
目
明
徳
「
間
接
被
害
者
の
損
害
」
塩
崎
勤
＝
園
部
秀
穂
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
５
交
通
損
害
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
八
頁
、

二
二
四
頁
。

（
92
）

吉
田2009

・
三
二
七
頁
。

（
93
）

吉
田2009

・
三
三
五
頁
。

（
94
）

こ
れ
は
、
特
段
目
新
し
い
主
張
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
わ
が
国
の
判
例
法
を
確
認
的
に
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、

平
成
一
六
年
改
正
に
お
い
て
権
利
侵
害
要
件
に
「
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
」
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
の
イ
ン
パ
ク
ト
し
か
有
し
な
い
。

（
95
）

四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
）
六
〇
〇
頁
以
下
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
〇
年
六
月
一
〇
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
四
八
八
頁

を
契
機
と
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
損
益
相
殺
の
『
規
範
化
』
と
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
論
」
広
法
三
二
巻
四
号

四
七
頁
参
照
。
ま
た
、
判
例
の
差
額
説
的
な
損
害
論
と
損
益
相
殺
に
か
か
る
理
論
を
分
析
す
る
論
考
と
し
て
、
潮
見
佳
男
「
差
額
説
と
損
益
相
殺
」
論
叢
一

六
四
巻
一
〜
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
五
参
照
（
論
者
自
身
は
損
害
を
事
実
状
態
の
差
と
把
握
さ
れ
て
い
る
）。

（
96
）

最
判
昭
和
六
三
年
四
月
二
一
日
民
集
四
二
巻
四
号
二
四
三
頁
参
照
。

（
97
）

被
害
者
の
素
因
に
つ
い
て
は
、
窪
田
『
法
理
』
三
頁
以
下
参
照
。

（
98
）

最
判
平
成
二
〇
年
六
月
一
〇
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
四
八
八
頁
。

（
99
）

こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
窪
田
充
見
「
不
法
行
為
法
と
制
裁
」
石
田
喜
久
夫
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
六

六
七
頁
か
ら
多
大
な
る
示
唆
を
受
け
た
。


