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一
、
は
じ
め
に

交
通
事
故
訴
訟
、
一
連
の
公
害
訴
訟
、
医
療
過
誤
訴
訟
、
薬
害
訴
訟
雲
の
著
し
い
増
加
を
契
機
と
し
て
近
時
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
原

告
の
立
証
軽
減
の
た
め
に
種
々
の
立
法
論
な
い
し
解
釈
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
加
害
者
の
故
意
・
過
失
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に

証
明
責
任
の
転
換
や
表
見
証
明
や
事
実
上
の
推
定
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
加
害
者
の
帰
貴
事
由
の
存
在
と
並
ん
で
証
明
の
困
難
な
、
損
害

（
１
）

の
額
に
つ
い
て
は
ど
っ
で
あ
る
っ
か
。
わ
が
国
の
判
例
は
、
慰
籍
額
の
算
定
に
関
し
て
は
裁
判
官
の
裁
量
権
を
認
め
る
が
、
財
産
的
損

（
２
）

害
に
関
し
て
は
原
告
が
そ
の
数
額
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
確
立
し
た
判
例
理
論
と
い
一
え
よ
う
。
こ
の

判
例
理
論
に
対
し
、
近
時
交
通
事
故
訴
訟
を
中
心
に
損
害
額
の
証
明
度
軽
減
と
い
う
方
法
で
被
害
者
の
救
済
を
図
る
方
途
が
主
張
さ

四三二一
℃、､､

は
じ
め
に

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
制
定
の
沿
革

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義

ま
と
め 損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
立
証
軽
減

ｌ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義
に
つ
い
て

宮
里
節
子
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（
３
）

れ
、
そ
の
参
考
と
し
て
西
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
Ｚ
Ｐ
ｏ
）
一
一
八
七
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
Ｉ
し
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

（
４
）

一
一
八
七
条
は
証
明
度
を
軽
減
し
た
規
定
で
は
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
ｏ
一
一
八
七
条
は
、
損
害
の
存
否
及
び
額
に
つ
き
当
事
者

間
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
斜
酌
し
て
自
由
な
心
証
に
よ
り
裁
判
で
き
る
と
し
、
申
し
立
て
の
あ
っ
た
証

拠
調
べ
を
行
う
か
否
か
ど
の
程
度
行
う
か
、
職
権
に
よ
り
当
事
者
尋
問
を
行
う
か
否
か
等
の
証
拠
手
続
上
の
裁
判
官
の
裁
量
権
を
拡
大

（
５
）

し
た
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
当
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
Ｊ
も
、
そ
れ
が
証
明
度
軽
減
の
規
定
か
否
か
に
つ

い
て
論
争
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
規
定
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
原
告
の
立
証
軽
減
を

考
察
す
る
う
え
で
、
わ
が
国
に
も
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
制
定

の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
か
ら
学
説
を
中
心
に
こ
の
規
定
の
意
義
を
め
ぐ
る
近
時
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的

（
６
）

（
７
）

と
す
る
。
す
で
に
制
定
の
沿
革
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
が
あ
り
、
重
要
な
学
説
に
つ
い
て
Ｊ
Ｄ
か
な
り
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。
し
か
し
、

（
８
）

ド
イ
ツ
で
は
最
近
で
４
℃
な
お
こ
の
規
定
を
テ
ー
マ
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
規
定
の

意
義
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
な
こ
と
と
考
え
る
。

（
１
）
大
判
明
治
一
一
一
四
年
一
二
月
一
一
○
日
刑
録
七
輯
一
一
巻
一
○
五
頁
、
そ
の
他
多
数
の
裁
判
例
。

（
２
）
大
判
明
治
一
一
一
六
年
五
月
一
一
日
刑
録
九
輯
七
四
五
頁
、
そ
の
他
多
数
の
裁
判
例
。

（
３
）
五
十
部
豊
久
「
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
上
の
特
殊
性
－
慰
籍
料
算
定
に
お
け
る
裁
判
所
の
自
由
裁
壁
を
中
心
と
し
て
１
」
法
学
協

会
雑
誌
七
九
巻
六
号
七
一
一
○
頁
以
下
（
特
に
七
一
一
一
一
頁
）
。

（
４
）
倉
田
卓
次
「
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
証
明
度
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一
一
一
号
一
七
三
頁
以
下
〔
の
ち
民
事
交
通
訴
訟
の
課
題
一
六
五
頁
以

下
所
収
〕
（
特
に
一
七
六
頁
）
。
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一
一
、
Ｚ
Ｐ
ｏ
二
八
七
条
制
定
の
沿
革

１
普
通
法
時
代
の
証
拠
法
状
況
と
改
革

一
四
、
五
世
紀
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
継
受
以
後
、
一
八
七
七
年
の
旧
民
事
訴
訟
法
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
制
定
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
で
は
、

周
知
の
よ
う
に
各
ラ
ン
ト
法
と
普
通
法
が
訴
訟
手
続
を
規
律
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
証
拠
法
則
は
、
証
拠
方
法
や
証

（
１
）

拠
力
を
法
定
し
裁
判
官
の
証
拠
評
価
を
厳
し
く
拘
束
す
る
い
わ
ゆ
る
法
定
証
拠
主
義
が
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ー
フ
ン
ス

で
確
立
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
自
由
心
証
主
義
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
刑
事
訴
訟
の
分
野
で
は
い
ち
早
く
採
用
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
民
事

訴
訟
の
分
野
で
は
一
八
四
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
勅
令
（
耳
の
鳥
・
謡
Ｂ
ａ
の
ロ
）
、
一
八
五
五
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
訴
訟
法
お
よ
び
破
産

（
２
）

法
な
ど
を
除
け
ば
、
各
一
フ
ン
ト
法
が
こ
の
主
義
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
の
は
よ
う
や
く
一
八
六
○
年
代
の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

（
５
）
本
文
で
要
約
し
た
の
は
ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
第
一
項
で
あ
る
。
本
稿
で
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
と
い
う
の
は
専
ら
そ
の
第
一
項
を
指
す
。

（
６
）
五
十
部
豊
久
・
前
掲
七
一
一
一
一
頁
。

（
７
）
柏
木
邦
良
「
西
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
の
現
況
四
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
三
号
一
一
二
頁
以
下
。

（
８
）
『
ぬ
］
，
言
の
ｇ
の
『
》
三
円
】
沖
巴
・
ロ
の
■
の
蔚
肘
君
冒
＆
国
費
侭
目
與
〉
冨
○
の
ロ
⑩
の
厨
輿
：
『
Ｏ
Ｎ
①
顕
目
ｇ
琴
百
ｍ
『
国
国
〕
・
ロ
厨
⑩
．
》
】
召
Ｐ
｝

ご
厨
肘
⑪
⑩
ロ
・
■
の
目
冨
ａ
．
三
・
壹
困
の
ご
訂
跡
目
竺
弓
３
岸
詩
目
】
日
野
法
質
尉
口
印
の
日
日
：
『
◎
い
の
か
旦
碕
⑪
．
》
】
召
、
。
》
』
尉
囚
］
、
》
閂
ご
囚
己
呉
房

目
』
勺
§
厨
：
『
呼
冨
§
の
吻
颪
圖
曰
、
１
回
ご
ロ
蕨
丙
吊
“
ご
口
呂
の
胃
、
個
目
『
苫
防
府
四
日
、
§
笛
②
目
巴
・
目
勺
■
□
・
沼

●

⑩
』
・
露
・
』
①
『
Ｐ
》
⑫
８
】
］
・
国
日
目
】
、
の
急
『
忘
用
『
：
、
曰
』
『
：
ワ
の
蔚
爾
『
の
：
農
９
の
富
蔓
延
・
少
８
．
］
『
Ｐ
の
。
］
念
（
｛
（
岳
員
）
．

］
召
①
｝
田
の
房
【
》
国
曽
艮
三
］
房
色
目
》
ロ
の
嗅
肖
呑
亘
胃
可
の
の
：
質
貯
目
⑪
の
『
日
葺
百
コ
ｍ
ｐ
ｇ
す
ゆ
圏
「
国
国
）
・
ロ
冊
》
ら
弓
．
■
．
、
．
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ま
で
は
長
期
に
わ
た
り
法
定
証
拠
主
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

⑩
法
定
証
拠
主
義
と
損
害
額
の
立
証

（
３
）

法
定
証
拠
主
義
の
窮
屈
さ
は
多
く
の
弊
害
を
露
呈
し
た
が
、
そ
れ
は
特
に
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。
証
拠
方
法

や
証
拠
力
を
制
限
し
つ
つ
損
害
額
を
最
小
単
位
ま
で
厳
格
に
立
証
す
る
こ
と
は
原
告
に
と
っ
て
過
酷
な
要
求
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
当
時
バ
イ
エ
ル
ン
の
上
級
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
ツ
ィ
ン
ク
は
一
八
六
○
年
の
著
書
の
中
で
次
の
よ

｛
６
〉

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
現
在
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
程
、
不
確
実
で
見
込
み
の
な
い
も
の
は
な
い
。

そ
れ
が
究
極
に
お
い
て
被
害
者
に
幾
許
か
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
費
し
た
訴
訟
費
用
を
補
填
す
る
程
度

の
僅
か
な
額
に
す
ぎ
ず
、
被
害
者
の
抱
く
不
満
は
決
し
て
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
他
人
に
対
し
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
損

害
を
与
え
た
者
は
二
重
の
不
正
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
他
人
の
財
産
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
目
体
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
被
害
者
か
ら
そ
の
損
害
を
立
証
す
る
手
段
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、

不
可
能
と
な
っ
た
損
害
の
検
証
・
算
定
の
代
わ
り
に
裁
判
官
の
自
由
な
裁
量
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
・
し
か
し

ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
事
件
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
全
証
拠
は
当
事
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
拘
束
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
告
は
い
っ
さ
い
の
事
情
を
詳
細
に
立
証
す
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
は
判
決
に
よ
っ
て
言
い
渡
す
金
額

を
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
評
価
し
、
原
告
に
は
そ
れ
以
上
の
金
額
も
そ
れ
以
下
の
金
額
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
正
確
な

判
決
理
由
を
説
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。

ま
た
、
当
時
ド
レ
ス
デ
ン
の
弁
護
士
で
あ
っ
た
グ
ス
タ
フ
・
レ
ー
マ
ン
も
一
八
六
五
年
に
発
表
し
た
「
損
害
賠
償
訴
訟
の
危
機
」

（
５
）

（
６
）

と
題
す
る
論
文
、
お
よ
び
一
八
六
七
年
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
会
議
に
お
け
る
報
生
口
で
同
一
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
右

報
告
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
わ
が
国
に
お
け
る
損
害
賠
償
訴
訟
の
主
要
な
欠
陥
は
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
決
し
て
履
行
す
る
こ
と
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の
で
き
な
い
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
通
常
の
）
訴
訟
で
立
証
す
べ
き
他
の
総
て
の
事
実
と
全
く
同
様
に
損
害
に
つ
い
て
立
証
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
通
常
の
証
拠
法
則
に
対
す
る
い
か
な
る
例
外
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
事
情
に
よ
っ

｛
７
｝

て
は
被
害
者
に
評
価
宣
誓
（
旨
［
四
日
の
菖
口
白
冒
冒
の
日
）
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
額
の
立
証
の
軽
減

の
み
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
も
多
く
は
救
済
さ
れ
な
い
。
こ
の
宣
誓
は
原
則
と
し
て
加
害
者
に
故

意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
裁
判
所
は
こ
の
宣
誓
の
外
に
た
い
て
い
損
害

の
証
明
を
要
求
し
、
し
か
も
こ
の
立
証
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
少
な
く
な
い
要
求
を
す
る
。
つ
ま
り
、
被
害
者
は
ま
ず
裁
判
所
に
対
し

そ
の
範
囲
を
相
当
確
実
に
予
測
で
き
る
程
度
に
損
害
に
つ
い
て
立
証
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
証
が
あ
っ
て
初
め
て
、

裁
判
所
は
被
害
者
に
対
し
評
価
宣
誓
を
許
す
。
も
し
、
被
害
者
が
そ
れ
を
立
証
で
き
な
い
な
ら
裁
判
所
は
た
い
て
い
疑
惑
を
抱
き
評

価
宣
誓
の
許
可
を
与
え
な
い
。
」
と
。

こ
の
よ
う
に
普
通
法
時
代
の
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
訴
訟
は
、
川
裁
判
所
は
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
も
通
常
の
訴
訟
と
全
く
同
様
に
厳

格
な
立
証
を
要
求
し
て
い
た
、
回
法
定
証
拠
法
則
を
原
則
と
し
証
拠
方
法
を
制
限
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
そ
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と

は
不
可
能
に
近
か
っ
た
、
㈹
補
充
的
証
拠
方
法
と
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
評
価
宣
誓
が
利
用
で
き
た
が
そ
れ
も
損
害
額
を
予
測
せ
し
め

る
よ
う
な
あ
る
程
度
の
基
礎
事
実
を
立
証
し
て
い
な
け
れ
ば
裁
判
所
は
許
可
し
な
か
っ
た
等
の
問
題
点
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
が

（
８
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
実
現
可
能
な
権
利
の
系
列
か
ら
閉
め
出
し
て
き
た
原
因
で
あ
っ
た
。

こ
の
危
機
的
情
況
に
お
い
て
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
損
害
額
の
認
定
に
関
し
特
別
規
定
を
採
用
し
た
最
初
の
立
法
例
は
一
八
五
○

（
９
）

年
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
訴
訟
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
一
一
二
八
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
損
害
及
び
そ
れ
を
賠
償
す
べ
き
相
手
方
の
義
務
が
確
立
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
金
額
が
事
件
に
現
れ
た
諸
理
由
に
よ
れ

ば
通
常
の
証
拠
方
法
で
は
全
く
い
一
証
さ
れ
え
な
い
か
又
は
そ
の
立
証
に
不
相
応
な
困
難
が
生
ず
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
そ
れ
に
っ
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い
て
の
申
し
立
て
に
基
づ
き
弁
論
の
結
果
を
斜
酌
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
鑑
定
意
見
を
聴
取
し
て
諸
事
情
及
び
衡
平
に
基
づ
い
て
損

害
額
を
決
定
す
べ
し
。
但
し
評
価
宣
誓
が
許
さ
れ
る
場
合
を
除
く
」
。

（、｝

そ
し
て
、
一
八
五
一
年
の
パ
ー
ー
プ
ン
訴
訟
法
が
そ
の
五
九
五
条
で
類
似
の
規
定
を
採
用
し
、
一
八
六
四
年
の
バ
ー
デ
ン
訴
訟

（
ｕ
）

法
五
八
八
条
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ザ
ク
セ
ン
で
は
一
八
六
七
年
、
特
に
損
害
賠
償
訴
訟
の
た
め
の
改
正
（
二
・
ぐ
の
一
一
の
）
が
出
さ
れ
、

そ
の
第
五
号
で
損
害
賠
償
義
務
が
裁
判
上
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
額
の
評
価
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
旨
規
定
し

｛
⑫
｝

た
。
自
由
心
証
主
義
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
っ
た
か
否
か
定
か
で
な
い
が
、
こ
の
規
定
の
審
議
に
加
わ
っ
た
代
表
委
員
の
次
の
よ
う

な
見
解
か
ら
一
応
法
定
証
拠
主
義
が
妥
当
し
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
の
裁
判
官
が
こ
の
改
正
を
最

も
自
由
に
解
釈
し
、
従
来
の
形
式
に
よ
る
束
縛
を
は
ね
の
け
る
よ
う
努
力
す
れ
ば
、
我
々
の
損
害
賠
償
訴
訟
実
務
は
非
常
に
改
善
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
我
々
の
裁
判
官
が
従
来
の
証
拠
理
論
の
厳
格
な
形
式
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ

れ
ば
お
そ
ら
く
更
に
積
極
的
な
規
定
に
よ
っ
て
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
自
由
心
証
主
義
と
損
害
額
の
立
証

一
八
六
○
年
代
の
後
半
に
は
多
く
の
ラ
ン
ト
法
が
法
定
証
拠
主
義
か
ら
離
れ
て
自
由
心
証
主
議
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
Ｐ
兎
証
拠
方

法
や
証
拠
力
、
事
実
認
定
の
際
に
用
い
る
経
験
則
等
に
特
別
の
制
限
を
設
け
ず
裁
判
官
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
。
し
か
し

そ
れ
に
よ
り
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
損
害
の
立
証
の
特
別
扱
い
が
不
要
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
多
く
の
法
典
あ
る

い
は
草
案
が
自
由
心
証
主
義
を
謡
っ
た
一
般
規
定
の
外
に
損
害
額
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
を
お
い
た
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
皿
一

一
八
六
六
年
の
ハ
ノ
ー
パ
ー
訴
訟
法
草
案
は
そ
の
一
二
○
六
条
で
自
由
心
証
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

三
○
七
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

「
賠
償
す
べ
き
損
害
額
が
予
測
で
き
な
い
か
又
は
立
証
に
非
常
な
困
難
を
伴
う
場
合
に
は
裁
判
所
は
弁
論
の
結
果
に
従
い
あ
ら
ゆ
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右
に
見
た
損
害
額
の
立
証
の
特
別
扱
い
と
並
ん
で
損
害
の
存
否
の
立
証
に
つ
い
て
も
特
別
扱
い
の
必
要
性
を
主
張
す
る
動
き
が
あ

｛
灯
｝

っ
た
。
す
で
に
レ
ー
マ
ン
は
、
一
八
六
五
年
の
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
な
具
体
的
改
革
の
方
向
を
提
案
し
た
。
「
損
害
の
存
否
及
び

額
の
問
題
は
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
裁
判
官
は
そ
の
裁
量
権
の
行
使
を
抑
制
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
そ
の
裁
量
権
行

使
の
場
合
に
特
に
わ
か
り
や
す
い
推
定
及
び
普
通
の
生
活
経
験
を
基
準
に
し
、
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
全
く
自
由
に
評
価
し
て

裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
害
額
は
原
則
と
し
て
自
由
に
見
積
ら
れ
は
じ
き
出
さ
れ
る
。
効
果
的
審
理
の
た
め
に
必
要
と
あ
ら

ば
裁
判
所
に
は
職
権
に
よ
り
解
明
を
試
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
同
様
に
専
門
知
識
が
問
題
と
な
る
場
合
に
お
い
て
鑑
定
を
求
め
る

か
ど
う
か
ど
の
程
度
そ
の
必
要
性
を
認
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
他
の
全
て
の
手
が
か
り
が
欠
け

て
い
る
場
合
に
だ
け
事
実
主
張
の
確
定
の
た
め
に
宣
誓
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
」

４
第
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
会
議

第
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
会
議
が
一
八
六
七
年
八
月
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
第
四
部
会
で
は
政
府
委
員
（
忍
四
の
日
ロ
周
脇
田
８
『
）
リ
ン
ヶ

ろ
事
情
を
鴎
酌
し
て
衡
平
に
基
づ
き
、
こ
の
金
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
定
は
損
害
額
に
つ
い
て
の
証
拠
調
べ
が

行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
。
損
害
の
確
定
の
こ
の
方
法
は
、
被
害
者
に
評
価
宣
誓
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は

被
害
者
の
同
意
を
要
す
る
。
」

同
じ
く
、
一
八
六
八
年
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
訴
訟
法
も
四
四
三
条
の
自
由
心
証
主
義
の
規
定
の
外
、
四
四
四
条
に
損
害
額
の
立

一
晦
一

｛
埴
｝

証
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
一
八
六
九
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
訴
訟
法
も
一
一
一
四
五
条
で
自
由
心
証
主
義
を
、
規
定
し
、
一
二
一
一
一
○
条
で
損
害
額

の
立
証
に
つ
い
て
規
定
し
た
。

③
損
害
の
存
否
の
立
証

③
損
害
の
存
否

α
レ
ー
マ
ン
の
提
案



4５６琉大法学第２８骨 (１９８１）

や
が
て
訴
訟
法
の
中
に
も
損
害
額
及
び
損
害
の
存
否
に
関
す
る
特
別
規
定
が
現
れ
た
。
一
八
七
○
年
七
月
に
完
成
し
た
北
ド
イ
ツ

草
案
が
そ
れ
で
あ
る
。
北
ド
イ
ツ
草
案
は
四
五
五
条
で
事
実
認
定
に
お
け
る
自
由
心
証
主
義
を
採
用
し
、
四
五
七
条
に
お
い
て
損
害

賠
償
訴
訟
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

「
損
害
の
存
否
又
は
そ
の
額
に
関
し
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
事
件
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
鴎
酌
し
必
要
な
場

合
に
は
鑑
定
人
の
意
見
を
聴
取
し
て
自
由
な
心
証
に
基
づ
い
て
こ
れ
に
つ
き
裁
判
す
る
。
」

こ
こ
に
お
い
て
、
損
害
の
存
否
及
び
額
の
争
い
に
関
し
、
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に
委
ね
る
と
す
る
現
行
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
原

（
皿
）

型
は
殆
ん
ど
確
立
さ
れ
た
。
審
議
の
過
程
で
は
、
ま
ず
一
八
六
六
年
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
草
案
を
参
考
に
、
そ
の
規
定
に
か
え
て
、
「
損

害
の
存
否
ま
た
は
そ
の
額
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
鑑

定
意
見
を
聴
取
し
て
自
由
な
裁
量
に
従
っ
て
こ
れ
に
つ
き
裁
判
す
る
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
加
害
行
為
と
損
害

と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
完
全
な
証
明
が
必
要
で
あ
り
、
額
に
関
し
て
の
み
裁
判
所
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る

と
の
反
論
が
あ
っ
た
が
、
実
務
上
の
困
難
は
損
害
の
発
生
の
証
明
に
つ
い
て
も
生
じ
て
い
る
旨
指
摘
さ
れ
、
前
述
の
規
定
内
容
と
な

っ
た
。
こ
の
北
ド
イ
ツ
草
案
四
五
七
条
は
、
当
初
の
提
案
お
よ
び
先
の
第
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
会
議
の
決
議
案
が
、
損
害
の
額
お
よ
び

存
否
に
関
す
る
争
い
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
と
表
現
し
た
の
と
異
な
り
、
そ
れ
ら
を
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に
委
ね
る
と
規
定

し
て
い
る
。
審
議
録
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
Ⅲ
損
害
額
の
算
定
に
関
し
て
裁
判
官
に
自
由
裁
量
を
認
め
る
べ
き
で

（
昭
一

（
ｐ
ｐ
ｂ
丙
の
）
に
よ
る
、
損
害
賠
償
訴
訟
改
革
の
た
め
の
具
体
的
提
案
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
レ
ー
マ
ン
の
鑑
定
報
告
を
中
心
に
討

議
が
な
さ
れ
た
。
種
々
の
意
見
が
で
た
が
、
結
局
、
「
損
害
の
究
明
並
び
に
損
害
額
決
定
に
際
し
て
は
裁
判
官
は
当
事
者
の
提
出
し

一
ｍ
｝

た
基
礎
事
実
を
検
討
し
て
自
由
な
裁
量
に
よ
り
裁
判
’
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
決
議
し
た
。

（卯｝

Ｑ
北
ド
イ
ツ
草
案
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あ
る
こ
と
、
②
こ
の
裁
量
権
は
違
法
な
行
為
と
発
生
し
た
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
問
題
を
含
め
て
、
損
害
発
生
の
問
題
に
も
拡一
配
）

大
さ
れ
る
が
、
損
害
賠
償
義
務
の
立
証
は
通
常
の
（
自
由
心
証
の
）
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
と
決
議
さ
れ
て
い
る
。

（
麹
）

北
ド
イ
ツ
草
案
は
ま
た
従
来
認
め
ら
れ
て
き
た
評
価
宣
誓
を
廃
止
し
た
。

α
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ヒ
法

一
八
七
○
年
代
初
期
に
は
前
述
の
北
ド
イ
ツ
草
案
の
外
、
特
別
法
の
分
野
で
も
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
自
由
心
証
あ

く割）

る
い
は
自
由
裁
量
に
つ
い
て
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
一
八
七
○
年
六
月
一
一
日
の
い
わ
ゆ
る
一
フ
イ
ヒ
著
作
権
法
一
九
条
と
一
八
七
一

一露一

年
六
月
七
日
の
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ヒ
損
害
賠
償
法
六
条
七
条
が
そ
う
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
著
作
権
法
一
九
条
は
「
損
害
並
び
に
賠
償
す
べ

き
利
益
の
存
否
及
び
そ
の
額
に
関
し
て
は
裁
判
所
が
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
自
由
な
心
証
に
基
づ
き
裁
判
す
る
。
」
と
規
定
し
、

ラ
イ
ヒ
損
害
賠
償
法
は
六
条
一
項
で
「
裁
判
所
は
事
実
主
張
の
真
実
性
に
つ
き
弁
論
の
全
趣
旨
を
考
慮
し
て
自
由
な
心
証
に
基
づ
い

て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
同
三
項
で
「
事
実
主
張
の
真
実
性
に
関
し
て
、
当
事
者
の
一
方
に
宣
誓
を
命
ず
る
か
否
か

並
び
に
損
害
額
に
関
し
申
し
立
て
の
あ
っ
た
証
拠
調
べ
を
命
ず
る
か
否
か
及
び
そ
の
限
度
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

る
」
と
し
、
七
条
一
項
一
段
で
「
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
損
害
の
存
否
及
び
額
に
つ
き
自
由
な
裁
量
に
よ
り
裁
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。

側
Ｃ
Ｐ
Ｏ
二
六
○
条
（
現
行
ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
）
の
制
定

一
八
七
一
年
に
、
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
（
し
・
扁
目
ロ
閏
号
『
す
で
に
ハ
ノ
ー
バ
ー
草
案
の
父
で
も
あ
っ
た
）
の
指
導
の
下
、
プ
ロ
ィ

（
記
）

セ
ン
参
事
官
草
案
（
司
法
省
草
案
と
も
い
う
）
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
草
案
が
で
き
た
が
、
こ
の
第
一
次
草
案
は
二
一
一
一
五
条
で
一
般
の

証
拠
評
価
の
自
由
、
二
三
六
条
で
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
自
由
心
証
を
規
定
し
た
。
そ
れ
ら
の
規
定
は
一
八
七
四
年
の
第
一
一
一
次
草

案
で
は
二
四
九
条
、
一
一
五
○
条
と
な
り
、
一
八
七
七
年
の
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
で
は
二
五
九
条
、
二
六
○
条
と
な
っ
た
。
第



4５８琉大法学第２８号 (１９８１）
三
次
草
案
の
理
由
書
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
ハ
ノ
ー
バ
ー
草
案
三
○
六
条
な
ど
多
く
の
ラ
ン
ト
法
が
、
損
害
額
の
立
証
に
関
す
る
特

別
規
定
を
設
け
た
が
、
実
務
上
の
経
験
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
実
体
的
正
義
を

実
現
し
う
る
た
め
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
損
害
額
の
問
題
は
損
害
の
存
否
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
り
、
損
害
が
発
生
し
た
か
否

か
の
判
断
も
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
損
害
額
の
究
明
に
際
し
て
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た

自
由
な
地
位
は
殆
ん
ど
の
場
合
、
有
効
な
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
草
案
で
は
、
一
八
七
○
年
六
月
の
ラ
イ
ヒ
法

一
九
条
、
一
八
七
一
年
の
ラ
ィ
ヒ
法
六
条
、
七
条
、
北
ド
イ
ツ
草
案
四
五
七
条
、
第
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
会
議
の
決
議
等
と
同
じ
く
損

害
額
の
判
断
の
み
な
ら
ず
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
も
裁
判
官
の
自
由
な
裁
量
に
委
ね
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
Ｃ
Ｐ
Ｏ
二
六
○

｛よ
､

（
１
）
宛
。
⑫
の
ロ
ヮ
の
『
ぬ
１
，
．
盲
三
号
》
ロ
ロ
○
・
》
］
］
・
少
昌
・
》
の
．
］
Ｐ
の
」
Ｐ
｝
現
代
外
国
法
典
叢
書
⑩
独
逸
民
事
訴
訟
法
Ｉ
一
頁
以
下
参
照
。

（
２
）
四
四
豈
口
》
ロ
⑩
、
①
の
四
日
『
員
⑩
ロ
巨
凰
の
ユ
農
の
ロ
Ｎ
ｐ
『
○
勺
。
》
目
・
の
・
国
、
。

「
損
害
の
存
否
お
よ
び
損
害
ま
た
は
賠
償
す
べ
き
利
益
の
額
に
つ
き
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
事

情
を
斜
酌
し
自
由
な
心
証
に
よ
り
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
す
る
。
申
し
立
て
の
あ
っ
た
証
拠
調
べ
ま
た
は
職
権
に
よ
る
鑑
定
を
命
ず

る
か
否
か
お
よ
び
そ
の
限
度
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
挙
証
者
に
対
し
損
害
ま
た
は
利
益
を
宣
誓

に
よ
っ
て
評
価
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
同
時
に
挙
証
者
が
宣
誓
に
よ
り
評
価
し
う
る
限

度
額
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

評
価
宣
誓
に
関
す
る
規
定
は
廃
止
さ
れ
る
。
」

（
”
）

と
な
り
、
現
行
ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
誕
生
と
な
っ
た
。
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（９）口酵Ｈ因の『旨げの己『◎閏の⑩のＯＨＱロロロ函臣『△、⑩【α己、『の旨ロ出四目ロ◎弓の『．ごＯ曰、．］］・】＄○・ぐぃ】・因『⑪、．『。ご○。】，
、
“
三
日
四
ｐ
ｐ
ｍ
ご
Ｚ
の
Ｅ
Ｑ
Ｂ
Ｄ
丙
の
凰
国
行
［
ｏ
雨
の
⑩
切
巨
画
一
の
『
【
Ｏ
Ｓ
皀
戸
具
］
○
コ
の
ロ
］
・
ロ
ロ
・
叩
．
ｇ
、
国
・

（
、
）
ロ
の
勺
日
頃
の
か
。
『
⑨
自
己
、
営
曰
丘
胃
、
の
農
○
す
の
ロ
幻
の
。
言
、
⑩
芹
『
の
拝
何
戸
の
】
厨
口
蔑
『
Ｑ
ｍ
ｍ
ｏ
『
◎
か
彦
①
Ｒ
ｏ
ｍ
昏
巨
日
切
、
。
①
曰
く
○
口
］
忠
］

（
８
）
四
四
ゲ
ロ
ロ
、
。
‐
，
の
‐
弓
の

（
５
）
Ｆ
①
ゲ
ヨ
山
口
ロ
ロ
関
三
○
号
⑩
国
ｐ
ｇ
８
ｍ
ｍ
○
ず
蝉
（
雨
ロ
己
『
◎
田
の
冊
の
ｍ
ｐ
ｐ
Ｑ
回
貝
ご
已
臥
。
⑪
『
【
α
己
、
〕
・
の
畔
○
房
．
○
ご
】
Ｃ
８
園
の
浄
Ｃ
ａ
ロ
ロ
ロ
胸
・

伊
の
甘
凰
い
》
］
忠
、
．
な
お
、
五
十
部
・
前
掲
七
一
一
一
○
頁
注
（
一
一
一
）
参
照
。

（
６
）
○
日
山
：
厨
ロ
・
ロ
の
←
『
の
魚
の
ロ
ロ
ロ
四
ｍ
ぐ
の
『
荷
ケ
『
の
ロ
叶
口
の
○
ず
蟹
⑪
ロ
己
８
国
の
印
、
の
・
ぐ
。
ｐ
』
。
ご
○
汽
凰
Ｄ
Ｈ
・
Ｃ
ｐ
匝
団
ご
Ｐ
⑰
旨
ロ
因
ロ
ロ
園
巨
Ｃ
『
の
印
⑪
。
、
ご

曰
く
⑩
ｇ
、
口
昌
已
口
賄
の
ロ
旦
腸
、
の
○
す
の
（
の
ロ
】
ロ
ユ
、
荷
ロ
厳
煽
研
山
国
四
口
。
》
の
。
『
露
。

（
７
）
当
時
の
宣
誓
制
度
（
特
に
評
価
宣
誓
）
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
Ｆ
ご
烏
．
Ｆ
の
胃
９
９
。
①
の
Ｑ
の
ロ
防
呂
の
ロ
頤
の
ロ
】
の
旨
の
ロ

○ご言目召①⑪、の⑪．ｍ・缶皀邑．．」田、．ｍ・雪函蔑（ｍ・路『函）・》向己旦のロ国ロロ・ロ、⑪この巨蕨◎すの国菖］ｂ『。；のい『のｏ亘亭］②＄・

の
・
弓
②
魚
（
ｍ
・
巴
四
館
）
』
国
、
量
の
『
。
ご
○
耳
『
蝉
四
Ｗ
ば
げ
の
門
口
の
ロ
ロ
の
巨
豚
◎
ず
の
ロ
、
の
目
の
曰
の
ロ
。
『
。
①
口
菖
◎
す
の
ロ
○
】
ご
竺
己
８
園
の
ｍ
・
】
○
・
少
白
色
．
》

』
忠
Ｐ
の
．
、
湧
露
（
の
．
＠
］
⑰
魚
）
・
》
”
の
ロ
四
目
・
伊
の
冒
す
巨
呂
Ｑ
の
の
函
の
自
慰
。
①
ロ
ロ
の
ロ
豚
呂
の
ｐ
Ｑ
ぐ
旨
『
◎
８
顕
『
の
８
房
・
国
・
少
昌
。
。
］
②
『
四
・

ｍ・画①】魚（ｍ・一三域）・・》言①厨の戸⑫］⑩（①日○冊。ａの口昌。ｐのｐＱぐ号『。Ｒ溺印の⑩．四・シロコ・》〕召⑪》の．鵠・竃（ｍ・暗函露）。
な
お
、
証
明
責
任
と
当
時
の
宣
誓
制
度
と
の
関
係
に
つ
き
、
竜
崎
喜
助
「
挙
証
責
任
論
序
説
⑩
ｌ
ド
イ
ツ
証
明
責
任
論
に
お
け
る
行
為
責

任
と
結
果
責
任
の
交
錯
ｌ
」
法
学
協
会
雑
誌
九
一
一
巻
一
四
五
九
頁
以
下
参
照
．

（
３
）
回
国
琶
己
・
ロ
ロ
○
・
一
ｍ
・
国
司
．

（
４
）
国
冒
丙
》
【
」
の
す
の
『
曰
の
面
目
昌
三
甘
口
、
。
⑩
の
の
、
○
罫
の
『
国
巴
一
例
】
日
溥
目
：
切
厨
ｇ
ｇ
Ｑ
邑
頁
。
；
⑩
⑪
の
．
］
、
旦
・
．
］
、
９
．
，
．
忽
山
寓

（
、
。
、
①
①
局
）
。
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L
e
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０
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．
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．
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．
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i
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．
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．

(
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E
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S
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C
M
1
p
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N
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１
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．
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扇
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P
r
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k
o
n
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d
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K
o
m
m
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s
i
o
n
z
u
r
A
u
s
a
r
b
e
i
t
u
n
g
d
e
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E
n
t
w
u
r
f
S
e
i
n
e
r
C
i
v
i
l
p
r
o
z
e
s
s
o
r
⑪
u
n
g
f
i
i
r
d
i
e
S
t
a
a
t
e
n

d
e
s
n
o
r
d
d
e
u
t
s
c
h
e
n
B
u
n
d
e
s
,
1
8
6
8
,
S
6
8
2
f
f
.

(
鵠
）
P
m
t
o
k
o
U
.
，
Ｓ
6
8
6
．

(
田
）
ｕ
ｓ
睡
辿
Ｍ
,
’
P
r
o
t
o
k
o
l
,
Ｓ
・
１
Ｍ
7
-
1
0
5
0

（『⑪③「）噸鵠憾齢埋Ｋ膳
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一
一
一
、
Ｚ
Ｐ
ｏ
一
一
八
七
条
の
意
義

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
、
一
般
の
事
実
認
定
に
お
け
る
自
由
心
証
主
義
を
規
定
し
た
一
一
八
六
条
（
日
本
民
訴
法
一
八
五
条
に
相
当
）
に

対
し
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
お
よ
び
多
く
の
文
献
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
証
拠
調
べ
に
お
け
る
裁
判

（
１
）

官
の
裁
量
権
を
拡
大
し
て
い
る
点
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
下
で
は
原
則
と
し
て
証
明
責
任
が
問
題
に
な
ら
な
い
点
、
判
決
理
由
中
の

（
２
）

裁
判
官
の
証
拠
説
示
の
義
務
を
緩
和
し
て
い
る
点
な
ど
で
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
例
え
ば
裁
判
官
の
証
拠

（
３
）

評
価
の
自
由
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
裁
判
官
に
損
害
評
価
の
た
め
の
裁
量
権
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
説
明
す
る
が
、

（型）正式には、の①の①層・すの｛『①露ｇｅｑ四ｍご号のす⑩『『のＯ言目、。ｐ『鼻君の『房の己》』ｇ】苞ロヨ曲目》日巨⑩房呂⑰、声の目丙。『ｐｂＱの】Ｉ

｛
ご
ロ
の
ロ
ロ
ロ
ロ
。
【
回
目
罵
言
肘
◎
冑
の
ｐ
ご
『
の
『
丙
の
ロ
・
ぐ
○
日
』
］
・
の
。
］
の
『
□
。
ロ
ロ
ロ
○
冊
の
③
い
の
冨
匡
四
【
ロ
の
⑩
己
Ｃ
Ｈ
二
口
の
巨
一
⑫
◎
ず
の
ロ
、
ロ
ロ
。
①
の
。

］
召
Ｐ

（
妬
）
正
ざ

（
妬
）
正
式
に
は
、
○
の
⑪
の
蘭
》
す
の
宵
の
｛
薇
ロ
ロ
臼
⑪
ご
①
『
す
旨
屋
号
丙
の
芦
目
日
の
：
四
局
口
、
の
『
⑩
四
甘
蔑
円
陛
①
ロ
の
】
Ｑ
の
ロ
］
国
の
茸
の
す
の

ご◎ロ国切のロヴ昌己の口〉］ｗ①Ｈ丙蛍「の『丙のロロ・ロ①【ケの衝の観ずュの曰貝）ロ冒口、のロロロロ閂白『ロの【この『行冨ロロ園のご・ごＯＢ・『・①・

田
『
』
両
国
ロ
ロ
①
の
○
冊
の
盾
罵
言
・
」
の
『
］
・

（
配
）
ロ
ロ
冨
己
『
｛
①
甘
の
『
□
の
巨
砿
◎
声
の
ご
ｏ
】
く
ぼ
『
◎
園
の
⑩
、
Ｃ
ａ
目
ｐ
ｐ
ｍ
ロ
の
す
異
国
の
、
『
感
目
。
届
ロ
、
．
【
ロ
〕
一
段
且
怪
◎
ず
□
【
①
ロ
鈩
賦
◎
ず
の
ロ

］
巨
駕
旨
Ⅱ
豈
冒
已
切
行
の
『
冒
日
ご
Ｂ
Ｈ
す
①
芦
の
（
》
］
②
『
』
・

（
”
）
Ｃ
Ｐ
Ｏ
一
一
六
○
条
は
そ
の
後
、
民
法
典
の
施
行
（
一
九
○
○
年
）
に
伴
い
、
一
八
九
九
年
か
ら
現
在
の
よ
う
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
に
規
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
一
一
四
年
に
一
一
項
が
追
加
さ
れ
－
九
三
一
一
一
年
に
は
当
事
者
宣
誓
に
か
わ
る
当
事
者
尋
問
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
一

項
一
一
一
段
に
改
正
が
な
さ
れ
た
外
は
そ
の
大
筋
に
お
い
て
Ｃ
Ｐ
Ｏ
一
一
六
○
条
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

（
４
）

こ
れ
に
対
し
、
プ
レ
ル
ス
や
ク
ー
フ
ゥ
ザ
ー
、
ア
レ
ン
ス
等
の
文
献
は
こ
の
規
定
の
意
義
に
つ
き
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
論
者
の
多

く
は
、
こ
の
規
定
の
意
義
を
損
害
額
と
損
害
の
存
否
の
問
題
に
つ
き
共
通
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
説
も
あ
る
。

ま
ず
は
損
害
額
に
つ
い
て
諸
説
を
み
て
み
よ
う
。

１
損
害
額
に
関
す
る
ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義

次
の
三
説
に
分
類
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
㈹
二
八
七
条
は
単
に
証
拠
調
べ
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
権
を
拡
大
し
た
だ
け
で

な
く
、
一
一
八
六
条
と
は
異
な
る
権
限
、
つ
ま
り
損
害
額
を
裁
量
的
に
決
定
し
う
る
権
限
を
付
与
し
た
も
の
と
み
る
説
、
何
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
一
八
七
条
は
一
一
八
六
条
よ
り
も
証
明
度
を
軽
減
し
た
規
定
だ
と
す
る
税
、
円
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
は
二
八
六
条
と
同
様
自
由
心
証
の
規

定
で
あ
り
証
明
度
が
問
題
に
な
る
が
そ
れ
を
軽
減
し
た
も
の
で
な
く
、
単
に
証
拠
調
べ
の
手
続
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
権
を
拡
大

す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

（
５
）

⑪
ま
ず
川
説
を
主
張
す
る
の
は
プ
レ
ル
ス
等
で
あ
る
。
プ
レ
ル
ス
は
損
害
賠
償
訴
訟
で
は
、
そ
の
中
に
責
任
額
が
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
一
定
の
範
囲
は
明
ら
か
に
な
る
が
そ
れ
以
上
厳
密
に
額
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
単
に
損
害
額
の
不
特
定
性

の
み
を
理
由
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
意
義
が
あ
り
、
裁
判
官
は
当
事
者
に
よ
っ
て
明

（
６
）

ら
か
に
さ
れ
た
範
囲
内
で
自
由
に
裁
量
権
を
行
使
し
て
そ
の
損
害
を
評
価
し
額
を
決
定
で
き
る
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
裁
判
官
は
支
払
う
べ
き
賠
償
額
と
し
て
客
観
的
に
み
え
、
酌
合
の
と
れ
た
も
の
と
考
え
る
種
々
の
金
額
の
中
か
ら
衡
平
と

正
義
に
従
っ
て
（
貝
四
日
ロ
。
①
一
ヶ
・
ロ
。
）
、
自
ら
損
害
額
を
決
定
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
Ｚ
Ｐ
ｏ
一
一
八
七
条
に
よ
る
損
害
額
の
決

定
は
、
認
識
行
為
の
み
な
ら
ず
権
利
形
式
の
意
思
行
為
で
も
あ
る
と
す
一
致
・
従
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
は
一
一
八
六
条

と
等
し
く
「
自
由
な
心
証
（
由
３
局
ご
冨
目
の
層
石
口
、
）
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、
一
一
八
七
条
に
い
う
「
自
由
心
証
（
沖
の
一
の
ご
す
臼
恩
巨
，
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｛
８
－

ｍ
目
、
）
」
と
は
「
自
由
な
裁
量
（
辱
の
】
の
⑪
回
『
曰
の
の
印
の
ロ
）
」
以
外
の
何
も
の
も
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
理
由
書
の
説
明
が
、
損
害
額

〈
町
・
｝

の
判
断
は
裁
判
所
の
裁
量
（
向
『
『
ゴ
の
⑩
の
の
ど
９
の
⑩
（
】
の
［
一
ｓ
（
の
）
に
委
ね
る
と
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
点
か
ら
も
正
当
な
解
釈
で
あ
る
と
す
る
。

プ
レ
ル
ス
に
よ
れ
ば
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
権
は
、
数
額
を
特
定
し
な
い
訴
え
を
適
法
と
す
る
点
で
も
当
事
者
の
た
め
に
訴
訟

追
行
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
究
夢
・

一
、
｝

ハ
ィ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
は
裁
判
官
に
対
し
、
固
有
の
心
証
形
成
に
お
け
る
特
別
の
広
い
自

由
を
認
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
も
は
や
単
な
る
真
実
発
見
と
し
て
促
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
裁
量
の
余
地
を
伴
う

法
律
効
果
の
決
定
と
み
な
さ
れ
る
」
。

シ
ュ
ト
ル
も
プ
レ
ル
ス
の
見
解
と
同
様
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
権
利
形
成
的
規
定
と
み
る
。
彼
は
裁
量
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
、
原

則
と
し
て
、
正
当
な
請
求
権
が
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
場
合
に
は
、
事
案
に
応
じ
て
適
切
な
損
害
額
を
言
渡
す
こ
と
が
で

き
る
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
定
さ
れ
た
額
が
厳
密
に
損
害
と
一
致
す
る
と
い
う
場
合
で
な
く
て
も
、
も
ち
ろ
ん
裁
判

〈
吃
一

宮
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
心
証
を
形
成
し
て
な
く
と
み
Ｄ
同
様
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ア
レ
ン
ス
も
ま
た
、
損
害
額
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義
を
、
損
害
額
の
裁
量
的
決
定
擢
限
を
裁
判
官
に
付
与
し
た
点
に
あ
る
と
鰹
ず

（
凶
〉

る
。
彼
に
よ
る
と
、
損
害
額
の
正
確
な
算
定
は
で
き
な
い
が
、
評
価
の
た
め
の
手
が
か
り
が
少
し
で
よ
□
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁

判
官
は
評
価
に
よ
っ
て
損
害
額
を
決
定
し
う
る
。
そ
こ
に
裁
判
官
の
裁
量
権
行
使
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
程
度
に
正
当
で

｛
川
｝

あ
る
と
思
わ
れ
る
多
数
の
評
価
可
能
な
額
の
中
か
ら
適
当
に
選
択
Ｉ
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
一
八
七
条
は
衡
平

｛
旧
｝

の
視
点
か
ら
損
害
賠
償
請
求
を
承
認
す
る
た
肺
の
授
権
規
範
と
－
し
て
理
解
－
し
う
る
と
す
る
。

回
説
を
積
極
的
に
主
張
す
る
の
は
ク
ラ
ウ
ザ
ー
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
、
被
害
者
の
た
め
に
ま
ず
損
害
の

立
証
を
緩
和
す
る
と
い
う
点
で
役
に
立
つ
。
そ
の
基
本
的
な
損
害
賠
償
義
務
の
確
定
し
て
い
る
加
害
者
に
と
っ
て
損
害
確
定
の
際
に
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あ
ら
ゆ
る
事
情
が
解
明
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
有
利
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
損
害
は
お
そ
ら
く
仮
定
的
因
果
の

系
列
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
確
定
さ
れ
よ
う
が
、
そ
こ
で
は
も
は
や
厳
密
な
証
拠
を
人
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
そ
の

一
Ｍ
）

救
済
手
段
と
し
て
の
一
一
八
七
条
は
、
証
明
度
軽
減
の
規
定
と
い
え
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
の
下
で
は
損
害
額
に
関
し

裁
判
官
が
低
い
証
明
度
で
心
証
を
形
成
し
う
る
点
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
裁
判
官
に
裁
量
的
決
定
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な

｛
庇
｝

い
と
し
て
、
川
説
に
立
つ
プ
レ
ル
ス
を
批
判
す
る
。
ク
ー
フ
ウ
ザ
ー
は
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
意
義
を
無
価
値
た
ら
し
め
ま
い
と

〈
蛾
）

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
証
明
度
軽
減
は
損
害
評
価
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
も
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
特
筆
す
べ
き
こ

と
は
、
彼
が
、
そ
の
場
合
の
証
明
度
は
必
ず
し
も
一
律
で
あ
る
必
要
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
応
じ
て
考
慮
す
べ
き
と
主
張
す
る

（
卿
）

点
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
一
般
に
、
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
が
真
実
で
あ
る
と
の
証
明
が
、
虚
偽
で
あ
る
と
の
証
明
よ
り
も
わ
ず
か
に

｛鋤）

多
い
（
五
一
形
の
蓋
然
性
）
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
が
、
要
証
事
実
に
よ
っ
て
は
そ
の
程
度
の
立
証
で
も
よ
く
、
結
局
要
証

事
実
の
重
要
性
、
実
体
法
の
影
響
等
を
考
慮
に
入
れ
て
事
案
に
応
じ
た
証
明
度
の
軽
減
を
図
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
彼
は
実
務
は
す
で

一
ｍ
）

に
暗
黙
の
。
つ
ち
に
こ
の
よ
う
な
一
様
で
な
い
証
明
度
で
処
理
を
し
て
き
た
と
し
、
自
説
の
補
強
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
こ

の
見
解
に
対
し
て
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
彼
ら
は
種
々
の
証
明
度
を
利
用
す
る
こ
と
は
よ
り

一
理
｝

大
き
な
疑
惑
を
も
た
ら
す
か
重
り
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
因
み
に
彼
ら
は
教
科
書
第
一
○
版
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
に
よ
る
評

へ
、
〉

価
の
場
ム
ロ
に
は
完
全
な
心
証
形
成
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
く
、
よ
り
低
い
程
度
の
蓋
然
性
で
満
足
す
べ
き
だ
と
し
て
い
た
が
、
第

一
型
一

一
一
版
で
は
証
明
度
軽
減
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
保
留
し
て
い
る
。

円
説
、
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
ヘ
ラ
ー
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
二
八
六
条
と
同
じ
く
裁
判
官
の
「
自
由
な
心

証
（
冒
一
の
ロ
ワ
⑦
白
の
ロ
喧
冒
、
）
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
点
を
重
視
し
て
、
「
心
証
（
□
す
の
『
鈎
目
唄
苣
猪
）
」
と
「
裁
量
（
回
目
囲
め
の
ゴ
）
」
の

〈
海
｝

差
異
を
明
ら
か
に
し
、
立
華
躯
の
出
発
点
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
前
者
は
要
証
事
実
の
真
実
性
に
つ
き
裁
判
官
に
確
信
を
抱
か
し
め
る
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こ
と
で
あ
っ
て
当
然
証
明
度
が
問
題
に
な
る
が
、
後
者
は
、
裁
量
権
を
行
使
す
る
人
が
判
断
に
関
し
て
一
定
の
権
限
を
有
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
決
定
の
余
地
（
回
ロ
蕨
・
房
ａ
目
鴇
叩
ご
』
の
一
目
日
）
を
意
味
す
る
。
裁
量
的
判
断
の
方
法
は
選
択
の
可
能
性
の
存
す
る
と

こ
ろ
で
妥
当
し
、
真
実
の
発
見
と
は
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
証
（
ｓ
５
２
眉
品
）
と
裁
屋
（
日
日
の
⑭
⑪
の
ロ
）
と
を
同

｛
師
）

義
に
は
解
し
え
な
い
と
し
、
川
説
を
批
判
す
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
が
二
八
六
条
と
同
様
「
自
由
な
心
証
（
坤
の
】
の
ロ
ケ
の
『
薗
の
ロ
「

唱
呂
）
」
と
規
定
し
て
い
る
以
上
、
「
裁
量
（
向
日
の
の
の
８
）
」
と
解
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
こ
の
点
は
一
八
五
一
年
バ
ー
デ
ン

（
”
）

｛
齢
）

民
訴
法
五
九
五
条
や
一
八
六
六
年
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
草
案
一
一
一
○
七
条
等
が
明
確
に
「
裁
量
（
向
「
日
の
め
い
の
ロ
）
」
と
表
現
し
て
い
た
の
と
異

（
”
｝

な
る
。
ま
た
裁
判
官
が
損
害
額
に
つ
き
十
分
な
心
証
を
形
成
し
て
い
な
い
場
合
に
評
価
を
強
制
し
惨
つ
る
と
す
れ
ば
無
理
な
心
証
形

｛弧）

成
と
な
り
、
（
自
由
心
証
主
義
を
採
用
し
た
）
民
事
訴
訟
法
と
相
容
れ
な
い
。
従
っ
て
損
害
額
の
決
定
は
、
説
の
主
張
す
る
よ
う
に

一
列
一

権
利
形
成
の
意
思
行
為
で
も
な
け
れ
ば
、
特
別
の
裁
量
の
余
地
を
伴
う
法
律
効
果
の
決
定
で
も
な
い
。
ま
た
㈲
説
に
対
し
て
は
、
な

一
塊
｝

る
ほ
ど
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
は
心
証
（
ご
冨
門
国
自
彊
目
、
）
と
規
定
し
て
い
る
の
で
心
証
形
成
の
際
の
証
明
度
が
問
題
に
な
る
が
、

（
鋤
一

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
と
同
一
の
文
一
一
一
一
口
で
あ
る
以
上
、
そ
の
証
明
度
は
両
方
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
事
実
認
定
の
際
に

疑
問
が
あ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
場
合
に
も
一
一
八
六
条
と
同
様
、
裁
判
官
は
実
生
活
上
利
用
で
き
る
程
度
の
確
信
、
つ
ま
り
疑

一
郷
）

惑
を
一
元
全
に
排
除
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
沈
黙
さ
せ
る
程
度
の
確
信
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。
そ

し
て
彼
の
見
解
で
は
、
二
八
七
条
は
そ
の
第
一
項
第
一
一
段
第
三
段
で
証
拠
調
べ
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
権
を
一
一
八
六
条
よ
り
も

拡
大
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
特
色
が
あ
る
。
つ
ま
り
損
害
額
の
裁
判
に
関
す
る
一
一
八
七
条
の
意
義
は
、
裁
判
官
が
拡
大
さ
れ
た
証
拠

手
続
上
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
鰹
酌
し
て
、
自
己
の
心
証
に
よ
れ
ば
実
際
に
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
損
害
額
と
最
も
近
い

一
掬
一

金
額
を
認
定
で
き
る
点
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
規
定
は
当
事
者
の
た
め
に
数
額
を
特
定
し
な
い
訴
巨
元
を
適
法
と
認
め
る
点
に

〈
郷
｝

利
点
が
あ
る
と
い
う
。
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因
果
関
係
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
範
囲

Ⅲ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
額
の
み
な
ら
ず
損
害
の
存
否
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
文
言
上
明
白
で
あ
り
、
理
由
書
の
説
明

｛
源
一

に
よ
れ
ば
、
損
害
の
存
否
に
は
違
法
な
行
為
と
発
生
し
た
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
一
八
八
一
一

年
一
一
月
に
ラ
ィ
ヒ
裁
判
所
が
「
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
か
否
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
が
発
生
し
た
か
に
つ
き
た
い
て

い
の
場
合
厳
格
で
完
全
な
立
証
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
完
全
な
立
証
を
要
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
全
く
是
認
さ
れ
な
い
方

法
で
不
法
行
為
者
を
助
成
し
被
害
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
立
法
者
は
考
慮
し
て
、
裁
判
官
に
よ
り
大
き
な

自
由
を
与
え
た
。
従
っ
て
厳
密
な
究
明
が
こ
れ
以
上
で
き
な
い
と
い
う
と
き
は
、
違
法
な
行
為
か
ら
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ

く
郷
）

き
、
裁
判
官
は
一
般
的
に
心
証
を
》
つ
る
だ
け
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
決
し
て
以
来
、
初
期
の
判
例
は
広
く
因
果
関
係
へ
Ｚ

Ｐ
Ｏ
一
六
七
条
の
適
用
を
認
め
た
が
後
に
次
第
に
因
果
関
係
の
一
部
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
す
る
理
論
が
判
例
上
確
定
す
る
に
至
っ

た
。
現
在
の
判
例
及
び
通
説
は
、
因
果
関
係
を
い
わ
ゆ
る
責
任
根
拠
因
果
関
係
（
冨
津
目
弼
冨
、
忌
日
９
号
【
目
の
四
一
一
量
）
と

（
洲
）

い
わ
ゆ
る
責
任
充
足
因
果
関
係
（
ず
農
目
、
の
目
切
蔑
一
一
の
ａ
の
【
四
目
囚
一
風
（
）
に
分
け
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
具
体
的
な
責
任
根
拠
と

し
て
の
加
害
行
為
自
体
、
お
よ
び
そ
の
行
為
と
被
害
者
の
側
に
生
じ
た
法
益
侵
窒
呈
」
の
間
の
い
わ
ゆ
る
責
任
根
拠
因
果
関
係
は
Ｚ
Ｐ

Ｏ
一
一
八
六
条
に
従
っ
て
完
全
に
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
法
益
侵
害
の
結
果
か
ら
損
害
が
発
生
し
た
か
否
か
の
い
わ
ゆ
る

責
任
充
足
因
果
関
係
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
が
適
用
さ
れ
、
当
事
者
の
立
証
軽
減
が
な
さ
れ
る
」
。
こ
の
理
論
の
リ
ー
ー
ア
イ
ン
グ
ケ
ー

（
弧
）

ス
と
な
っ
た
の
は
一
九
五
一
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
損
害
賠
償
義
務
（
の
有
無
）
は
、
実

際
に
特
定
の
事
件
が
賠
償
請
求
者
を
侵
害
し
（
房
：
篇
ロ
ゴ
ｇ
の
ご
）
、
そ
こ
か
ら
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
。

こ
の
種
の
事
件
が
賠
償
請
求
者
を
侵
害
し
た
か
否
か
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
に
従
っ
て
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

事
件
が
一
定
の
損
害
を
惹
起
し
た
か
否
か
、
つ
ま
り
侵
害
事
件
と
損
奎
足
の
間
の
因
果
関
係
は
、
確
定
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
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条
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
。
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
特
定
の
歴
史
的
な
事
件
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
種
々
の
意
思
決
定
や
行
為
や
事
件

か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
意
思
決
定
や
行
為
、
事
件
は
法
律
に
照
ら
せ
ば
一
括
し
て
具
体
的
な
責
任
根
拠
を
構
成
す
る
。

損
害
賠
償
義
務
が
発
生
す
る
た
め
に
は
具
体
的
な
責
任
根
拠
を
構
成
す
る
意
思
決
定
や
行
為
や
事
件
の
間
に
法
的
な
意
味
に
お
け
る

因
果
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
更
に
こ
の
具
体
的
な
責
任
根
拠
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
な
責
任
根
拠
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
に
の
み
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
人
が
特
定
の
事
件
ま
た

は
別
の
事
件
に
よ
り
侵
害
さ
れ
（
房
：
静
。
恩
曰
）
た
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
ど
の
事
件
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
の
か
は
、

ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
で
は
判
断
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
二
八
六
条
の
下
で
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
八
六
条
は
具
体
的
な
責
任

根
拠
の
確
定
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
」
。

②
以
上
の
通
説
、
判
例
に
対
し
、
プ
レ
ル
ス
だ
け
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
因
果
関
係
へ
の
適
用
を
否
定
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば

裁
判
官
の
評
価
の
権
限
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
一
一
八
七
条
の
立
証
軽
減
は
、
訴
訟
経
済
上
の
理
由
か
ら
損
害
額
の
み
に
関
係
し
、

加
害
者
の
違
法
な
あ
る
い
は
義
務
違
反
の
行
為
の
存
在
、
こ
の
行
為
ル
璽
故
と
の
間
の
因
果
闇
係
の
存
在
並
び
に
過
責
等
の
責
任
要
件
は

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
六
条
に
従
っ
て
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
量
的
不
明
確
性
の
除
去
の
問
題
で
は
な
い
か

（
祖
）

ら
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
は
損
害
の
「
存
否
（
◎
ワ
）
」
に
つ
い
て
も
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
損
害
額
が
ゼ
ロ
に
等
し
い

｛
姥
｝

の
か
そ
れ
以
上
か
と
い
う
限
界
事
例
で
問
題
と
な
る
も
の
で
い
ず
れ
に
せ
よ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
損
害
額
の
み
に
関
す
る
。
先
に
み

た
よ
う
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
文
言
も
ま
た
事
故
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
包
括
し
て
い
な
い
。
あ
る
事
故
と
あ
る
損
害
と
の

間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
は
発
生
し
た
損
害
を
ど
の
程
度
に
評
価
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
と
は
無
関
係
で

｛
⑬
）

あ
る
。
彼
は
・
す
と
い
う
文
言
か
ら
は
必
ず
し
も
因
果
関
係
の
存
否
の
問
題
ま
で
は
で
て
こ
な
い
、
理
由
書
で
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る

｛
仏
一

の
は
立
法
者
の
誤
解
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
プ
レ
ル
ス
に
よ
れ
ば
通
説
、
判
例
に
は
実
体
法
上
の
疑
問
も
あ
る
。
実
体
法
は
因
果
関
係
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（
別
｝

判
例
を
支
持
す
る
。

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル

の
存
在
に
つ
き
蓋
然
性
の
あ
る
判
決
を
要
求
し
て
い
る
が
、
も
し
相
当
な
生
活
経
験
に
照
し
て
そ
れ
に
つ
き
暇
疵
が
あ
れ
ば
裁
判

官
は
実
体
法
上
因
果
関
係
の
存
在
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
自
由
な
証
拠
評
価
は
実
体
法
に
よ
っ
て
因
果
関
係

の
存
否
に
つ
ど
な
さ
れ
た
要
求
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

③
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
責
任
充
足
因
果
関
係
へ
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
の
プ
レ
ル
ス
の
所
説
を
除
け
ば
疑
わ
れ
て

い
な
い
。
む
し
ろ
、
近
時
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
の
適
用
さ
れ
る
因
果
関
係
の
範
囲
と
一
一
八
七
条
の
適
用
範
囲
と
の
限
界
づ
け
の
基
準

に
つ
い
て
、
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

ア
レ
ン
ス
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
実
体
法
上
の
根
拠
毎
に
判
例
を
分
析
し
、
判
例
理
論
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
六
条
の
適
用
さ
れ
る
責

｛
媚
｝

任
根
拠
を
画
す
る
た
め
に
採
用
し
た
要
件
は
、
実
は
一
律
の
基
準
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。

ハ
ナ
ゥ
や
シ
ュ
ト
ル
も
損
害
賠
償
請
求
権
の
実
体
法
上
の
要
件
か
ら
判
例
理
論
を
分
析
す
る
。
ハ
ナ
ウ
は
責
任
充
定
因
果
関
係
の

（
妬
｝

（
源
一

範
囲
を
広
げ
よ
。
つ
と
し
、
シ
ュ
ト
ル
は
厳
格
な
態
度
を
と
る
。

（
妃
）

ク
ー
フ
ゥ
ザ
ー
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
適
用
さ
れ
る
因
果
関
係
の
範
囲
を
更
に
広
げ
よ
う
と
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
を
批
判
す
る
。

そ
れ
は
、
原
告
の
刑
務
所
で
の
結
核
感
染
は
、
担
当
医
師
が
結
核
患
者
の
隔
離
を
遅
滞
し
た
こ
と
に
よ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め

｛
柵
〉

た
事
件
で
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
は
、
そ
の
結
核
患
者
と
同
室
で
あ
っ
た
た
め
に
原
告
が
感
染
し
た
の
か
否
か
の
問
題
は
、
一
一
八
六

条
に
従
っ
て
証
明
す
べ
き
具
体
的
な
責
任
根
拠
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
医
師
の
職
務
違
反
（
患
者
の
隔
離

が
遅
れ
た
こ
と
）
に
よ
り
す
で
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
原
告
は
、
彼
が
蓼
の
結
核
患
者
と
同
室
で
な
か
っ
た
ら
健
康
を
維
持
で
き
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
い
か
に
立
証
す
れ
ば
い
い
の
か
と
批
判
し
、
類
似
の
事
案
に
つ
き
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
を
適
用
し
て
請
求
を
認
容
し
た

（
剴
一

ル
ク
Ⅱ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
健
康
侵
害
事
件
に
お
け
る
判
例
理
論
を
批
判
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
身
体
傷
害
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か
ら
被
害
者
に
更
に
財
産
的
損
害
を
も
た
ら
す
別
の
健
康
侵
害
が
発
生
し
た
（
い
わ
ゆ
る
一
一
次
的
侵
害
）
場
合
は
二
八
七

｛
斑
一

条
の
適
用
は
な
い
と
す
べ
き
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
一
連
の
判
決
は
解
釈
を
広
げ
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル

ク
Ⅱ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
説
は
こ
の
点
で
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

３
損
害
の
存
否
お
よ
び
因
果
関
係
の
立
証
に
関
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
。

損
害
額
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
意
義
づ
け
に
お
い
て
ｍ
説
に
立
っ
た
プ
レ
ル
ス
は
因
果
関
係
へ
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い

の
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
や
ヘ
ラ
ー
は
損
害
の
額
お
よ
び
存
否
の
立
証
に
関
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義
づ
け
を
共

（
副
）

通
に
行
う
。
従
っ
て
、
ク
ー
フ
ウ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
低
い
証
明
度
で
責
任
充
足
因
果
関
係
を
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
ヘ
ー
フ
ー
に
よ
れ

ば
、
証
拠
手
続
上
の
拡
大
さ
れ
た
裁
量
権
を
行
使
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
で
要
求
さ
れ
る
の
と
同
程
度
の
蓋
然
性
で
因
果
関
係
の

｛
斜
｝

存
否
に
つ
き
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

ア
レ
ン
ス
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義
つ
け
を
損
害
の
額
の
問
題
と
存
否
の
判
断
と
で
区
別
し
て
論
ず
る
。
彼
は
自
説
の
根
拠
と
し
て
、

（｛抑｝

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
を
は
じ
め
て
因
果
関
係
へ
適
用
し
た
一
フ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
を
引
用
す
る
。
そ
の
判
決
が
理
由
と
し
た
、
完
全
な
立

証
の
要
求
は
是
認
さ
れ
な
い
方
法
で
加
害
者
を
助
成
し
、
被
害
者
に
不
利
益
を
与
え
る
と
の
基
準
は
今
日
で
も
こ
の
規
定
の
意
義
を

（
師
）

考
察
す
る
う
え
で
鍵
に
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
因
果
関
係
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
意
義
は
、
責
任
充
足
因
果
関
係
認
定
の

際
の
証
明
度
の
軽
減
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
損
害
額
に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
裁
量
権
行
使
に
よ
る
評
価
決
定
が
考
え
ら
れ
る

が
、
責
任
充
足
因
果
関
係
に
関
し
て
は
、
評
価
（
の
。
鼠
一
目
品
）
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の

問
題
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
適
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
程
度
の
確
信
が
あ
れ
ば
裁
判
官
が
因
果
関
係
を
認
定
で
き
る
か

と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
・
彼
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
下
で
の
証
明
度
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
六
条
適
用
の
場
合
よ
り
も
低
い
と
Ｌ
紮
伊
一
員
具
体
的

（
諒
一

な
基
準
を
設
定
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
従
来
、
学
説
、
判
例
と
も
に
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
、
問
題
提
起
を
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し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
判
例
に
お
い
て
裁
判
官
は
、
確
か
に
低
い
証
明
度
で
よ
い
と
し
な
が
ら
そ
の
基
準
を
設
定
せ
ず
、

多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
時
々
の
偶
然
の
事
情
に
応
じ
て
決
定
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
客
観
的
基
準
を
提
示
す
る
の
は
困
難
だ
と
し
て

（
鴎
）

こ
の
点
で
、
事
案
に
応
じ
た
証
明
度
の
軽
減
を
主
張
し
た
ク
ラ
ウ
ザ
ー
に
賛
成
す
る
。

（
１
）
幻
の
｝
田
一
画
段
》
］
副
》
＄
迫
巴
》
召
》
』
＄
〕
暖
①
］
］
畠
．
』
『
》
口
の
函
［
』
三
三
『
・
哩
目
字
呂
『
》
面
。
国
富
□
幻
】
＠
ｍ
一
．

四
ｓ
『
巴
扇
ｚ
】
三
］
①
。
Ｐ
縄
①
》
口
シ
○
三
』
三
］
召
⑬
》
］
色
『
・
戸
、
．
宛
８
①
ロ
ワ
の
『
、
－
⑪
◎
す
三
号
．
、
口
○
・
・
巨
・
シ
貝
一
・
・
⑩
．
＄
②
］

ごｍ一・冒顧・←】）『目豈Ｃ目ｐｍＩｍ毒昇ＮＣご画・シロ『一・一シロヨ幽すいロ》函ヨコミ】の、願。『の天藝シロロ】・ロロ、的口》山田》の。ゴロの己の『》
国
の
ご
颪
切
目
旦
国
の
三
の
國
島
己
碕
目
、
》
い
」
百
色
・
》
の
．
ｇ
》
Ｐ
四
・
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
判
例
、
通
説
の
立
場
に
批
判
的
で
あ
る
。
次
の
よ

う
に
い
う
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
し
ば
し
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七
条
の
下
で
は
証
明
責
任
は
、
裁
判
所
が
自
己
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
の
自
由
に
も
拘
ら
ず

裁
判
を
な
し
え
な
い
場
合
に
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
が
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
証
明
責
任
に
つ
い
て
何
物
を
も
変
更

し
な
い
。
田
目
、
の
『
》
冨
画
督
○
可
厨
】
←
巨
己
口
。
『
の
目
①
『
一
○
頁
の
『
庁
夛
の
⑫
。
ｇ
こ
の
。
⑩
、
○
す
野
悶
ｐ
ｐ
ｍ
（
》
圏
『
Ｎ
国
〕
）
》
］
い
］
①
畠
．
】
３
雷

（
］
＄
）
・
温
一
・
曰
や
全
）
．
ア
レ
ン
ス
も
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
同
意
見
で
あ
る
。
』
【
の
。
の
》
、
、
○
・
・
ｍ
・
壁
Ｉ
韻
．

（
２
）
丙
○
Ｎ
］
②
Ｐ
］
易
（
巨
函
竃
）
》
］
』
『
・
置
』
（
』
田
）
一
両
⑦
］
ミ
ヨ
》
四
ｓ
。
］
国
．
①
置
一
鵠
》
国
『
ｓ
》
国
○
四
国
○
・
ｓ
Ⅱ
ｚ
］
三
田
．

④
「
の
Ⅱ
］
河
田
》
］
局
》
ぐ
の
『
烏
臼
合
割
ロ
シ
○
三
〕
ご
「
＆
『
巴
ロ
ー
ロ
ロ
＄
・
呂
欝
ロ
・
口
，
ご
ｍ
｝
・
勺
ａ
ｌ
ｍ
の
》
］
ｗ
の
箸
の
厨
①
『
行
旨
亘
⑪
【
巨
息
ｇ

】ョの○ず、□のロの①『印囚５「ＯＮのや》⑫．』②［巨頽］一ｍ）・回・のＣゴロの】この『》四四○・・の．、⑪‐

（
３
）
ぐ
ぬ
』
・
厄
『
⑥
一
⑩
切
已
四
四
○
・
》
の
．
」
『
旨
●
額
・
】
←
②
）
．

（
４
）
【
一
目
⑪
の
『
》
四
四
○
・
・
ｍ
・
扇
⑭
『
（
勺
ａ
］
の
、
》
四
四
○
・
》
の
．
念
国
．
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
四
五
一
頁
参
照
。

（
５
）
勺
３
房
切
・
四
四
○
．
⑪
・
念
函
．
な
お
、
プ
レ
ル
ス
の
見
解
に
つ
い
て
、
柏
木
・
前
掲
一
一
一
○
頁
参
照
。
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（
巧
）
シ
『
の
ロ
の
》
四
口
○
・
》
の
．
缶
・

（
肥
）
田
山
房
の
『
》
四
四
○
・
・
の
。
］
雪
・

（
Ⅳ
）
富
四
局
の
『
》
四
口
。
。
〉
の
。
届
『
）
の
．
］
＄
・

（
肥
）
曰
四
口
印
の
『
．
ｍ
四
○
・
一
ｍ
・
』
＄
・

彼
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
仮
定
的
因
果
関
係
の
検
証
の
場
合
の
よ
う
に
争
い
の
あ
る
事
例
で
は
、
損
害
そ
れ
自
体
と
損
害
を
理
由
づ
け
る
事
情
と
を

完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
損
害
額
は
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
諸
事
情
に
よ
っ
て
の
み
証
明
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
損
害
発
生
の
正
確
な

（
⑫
）
曾
呂

（
過
）
シ
局
員

（
皿
）
■
す
苞
．

（
６
）
勺
『
○
一
脇
》
四
口
○
・
。
、
．
←
①

１
Ｊ

（
７
）
［
耳
＠
．
彼
に
よ
れ
ば
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
ま
た
評
価
に
基
づ
く
“
損
害
額
の
決
定
α
た
こ
認
め
て
い
る
。
プ
レ
ル
ス
・
前
掲
注
、
参
照
。

ｒ
Ｌ

（
８
）
勺
『
○
庁
⑪
）
四
回
○
・
一
の
．
←
②
．

（
９
）
昏
国
・
》
ぐ
ぬ
一
・
白
か
．
］
田
）
．
そ
の
こ
と
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
第
一
項
一
一
段
に
よ
り
証
拠
調
べ
を
命
す
る
こ
と
が
裁
判
所
の
裁
量
に
任

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
当
然
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
彼
は
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
の
草
案
一
一
四
五
条
を
引
用
す
る
が
一
一
五
○
条
の

誤
ま
り
で
あ
ろ
う
か
。

（
、
）
勺
＆
汀
⑭
》
ｍ
ｍ
ｏ
：
の
・
色
・

（
ｕ
）
エ
巴
ロ
日
辱
皀
の
『
□
の
［
シ
コ
の
◎
す
の
旨
の
す
の
竃
の
窃
巨
ロ
○
ｓ
の
蜀
画
ロ
『
一
肝
⑩
侭
房
の
再
】
ロ
〕
ず
①
員
侭
の
ロ
ロ
の
巨
厨
ｏ
苣
の
口
⑪
Ｃ
豈
凹
Ｑ
の
。
⑪
の
【
⑩
四
百
－

■

ロ
円
◎
悶
の
ゆ
や
の
．
』
一
つ
。

留
呂
》
ｍ
四
○
・
・
ｍ
．
］
⑭
一
・

シ
『
の
ロ
⑩
》
四
四
つ
ｊ
の
・
碑
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日
付
、
外
国
の
通
貨
の
価
値
等
に
つ
き
判
例
も
二
八
七
条
の
下
で
評
価
し
て
き
た
。

（
四
）
巴
目
⑩
Ｒ
》
：
○
・
》
、
．
］
『
Ｐ

（
加
）
例
え
ば
推
定
の
生
存
期
間
お
よ
び
推
定
稼
働
期
間
等
は
全
く
五
○
％
の
蓋
然
性
の
み
で
確
定
さ
れ
る
が
、
特
別
に
高
い
逸
失
利
益
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
一
五
一
一
条
）
等
特
別
事
情
を
主
張
す
る
場
合
に
は
証
明
度
を
ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
に
一
致
さ
せ
て
も
よ
い
と
す
る
。
穴
百
口
い
の
『
一
四
ｍ
ｏ
ｌ
の
。

（
皿
）
弓
一
（
］
・

（
犯
）
幻
８
の
ご
す
の
『
ｍ
Ｉ
ｍ
Ｏ
ゴ
ミ
画
す
》
口
四
○
・
》
］
】
。
シ
ご
色
・
・
の
．
＄
９
百
Ｐ
←
）
・

（
銅
）
”
（
研
の
回
す
③
［
ぬ
Ｉ
⑫
◎
す
三
画
ご
皀
凹
四
○
・
雪
〕
。
．
シ
貝
一
・
》
の
．
□
『
Ｃ
旨
顧
・
』
）
・

（
型
）
幻
○
の
①
ロ
ワ
①
愚
１
の
ロ
ゴ
急
■
す
》
四
回
○
・
》
］
］
・
少
貝
一
・
》
ｍ
・
望
①
．
旨
嗣
．
←
）
・

（
妬
）
因
島
の
『
》
四
四
○
・
『
印
．
＄
露
。

（
顕
）
■
の
臣
の
『
一
・
四
四
○
・
・
ｍ
・
己

（
町
）
か
、
湯
」
の
『
勺
『
◎
園
の
か
Ｃ
ａ
ｐ
ｐ
ｐ
ｍ
冒
す
胃
、
の
島
。
宮
の
ご
宛
円
冨
の
（
『
の
量
聴
丙
の
一
厨
ゴ
盛
『
号
筋
。
『
○
頭
声
の
『
い
○
噴
宮
白
目
、
囚
』
の
。
ご
○
ロ

］
垣
臼
・
迄
。
…
・
…
・
厨
（
…
…
…
」
の
『
、
⑦
戸
【
画
砲
已
の
⑪
、
。
ゴ
ロ
ユ
の
ロ
の
…
…
…
、
の
旨
の
日
向
［
弓
馬
め
ゆ
の
ゴ
感
ず
の
「
一
殿
閉
の
ロ
・
…
…
…

■

（
記
）
四
一
ハ
○
頁
～
四
一
ハ
ー
頁
参
照
。

（
豹
）
国
匹
行
『
四
四
○
⑫
程

■
■
■
ロ

（
釦
）
因
の
］
行
『
》
四
四
○
・
》
の
・
・
］
’

（
、
）
国
の
焉
叫
［
一
四
口
○
・
》
の
．
＆
『
ｍ
・
皀
・

（
犯
）
匝
の
］
行
『
蕾
四
四
○
・
・
ｍ
・
雷
．

帯「ＣＱ
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（
記
）
因
巴
行
『

（
妬
）
忌
己

（
詔
）
出
巴
行
『
．
、
四
○
‐
・
の
．
］
ｓ

（
鍋
）
ぐ
頤
一
・
頃
・
Ｐ
幻
○
Ｎ
●
四
囲
（
韻
「
）
》
内
ｏ
Ｎ
Ｐ
←
］
①
（
』
」
②
）
聿
幻
○
国
］
Ｐ
量
（
の
①
）
》
幻
○
Ｎ
］
Ｐ
金
山
（
畠
の
）
一
応
。
Ｎ
①
⑰
〉

ご
単
（
］
Ｃ
←
）
｝
幻
○
田
①
⑭
》
、
の
（
＄
）
可
用
○
ｍ
］
図
、
や
］
巴
（
］
□
←
）
》
宛
○
国
」
田
や
単
『
（
＄
）
｝
幻
○
Ｎ
］
中
②
ご
画
臼
（
圏
①
）
エ
カ
○
Ｎ

］
臼
．
］
』
（
篭
）
｝
幻
○
い
」
＄
・
合
（
畠
）
〕
宛
○
午
白
Ｐ
巴
函
（
］
忠
》
」
①
『
）
Ⅱ
ｚ
】
ご
く
紐
．
ご
芦
Ｉ
Ｆ
三
牢
呂
『
ｚ
円
．
、
Ⅱ
因
○
四
Ｆ
冨

一
圏
『
ｚ
閂
．
⑭
Ⅱ
Ｚ
］
ご
「
臼
・
色
⑰
Ⅱ
国
○
国
Ｎ
］
］
・
闇
『
Ⅱ
ｚ
］
三
豊
・
『
］
ｍ
ｚ
Ｈ
・
Ｓ
Ｉ
ｚ
］
三
田
》
』
田
垣
二
Ｚ
『
」
］
・
Ｚ
『
・
」
Ｐ

ｚ
『
。
］
鰐
ｚ
『
・
］
、
｝
二
口
⑪
⑪
の
『
ロ
〕
の
望
の
『
・
ロ
の
『
□
『
】
ロ
】
画
訂
○
行
国
の
君
の
肘
ロ
ロ
ロ
＆
の
ワ
①
口
、
。
す
ず
四
『
庁
。
両
『
印
●
ず
の
ヨ
ロ
ロ
、
の
。
ｍ
・
己
聿

詞
○
印
の
。
ｐ
の
『
ぬ
Ｉ
の
：
冒
す
》
、
口
ｐ
」
」
シ
ロ
ロ
．
．
、
。
＄
①
壹
忠
『
・
巨
且
］
画
浅
口
色
．
．
ｍ
・
詔
」
一
Ｈ
ｐ
ｏ
Ｂ
ｍ
⑭
－
℃
ロ
筒
。
》
、
、
○
・
・
率
呂
『
》
シ
コ
ロ
〕
『

一
。
）
－
，
回
巨
曰
庁
国
ｂ
ゴ
ー
［
世
員
の
『
ず
：
ゴ
ー
少
］
ワ
の
『
の
Ｉ
餌
、
『
｛
臼
口
ご
づ
ゃ
国
勺
○
・
》
題
．
シ
巨
亘
・
》
》
国
、
ヨ
ン
ロ
日
・
国
）
、
）
■
・
画
・
く
ぬ
一
・
エ
の
一
一
の
『
．

、
四
○
｜
、
．
］
四
コ
．
［
巨
諒
・
圏
一
）
剴
勺
３
－
⑩
⑪
．
ｍ
・
起
昏
ア
・
］
ｓ
）
口
・
］
臼
）
．
な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
因
果
関
係
の
説
明
に
つ
き
、

柏
木
・
前
掲
一
一
二
頁
注
（
２
）
参
照
。

（
蛆
）
因
○
四
Ｎ
一
一
縄
寓
（
］
温
ら
『
）
・

（
、
）
勺
３
万
⑩
》
陣
卸
。
．
》
の
．
、
単
・

（
⑫
）
勺
３
－
⑩
⑩
》
四
口
○
・
》
の
。
＄
・
望
．

（
銘
）
宛
〔
閏

（
訂
）
四
六
四
頁
参
照
。

（
型
）
田
の
臣
の
『
］
ロ
四
○
・
，
⑫
，
国

。
‐
②
留
電

四
四
○
．
ど
の
・
画
一
か
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（
蛆
）
祠
３
㎡
の
》
四
四
○
・
》
ｍ
・
認
・

（
必
）
勺
３
房
の
》
、
四
○
・
章
印
・
田
・

（蝿）シ『のロの》四四○，》の・巴》の・胃，

（妬）函ｍｐｍｐＣ－の【四口の昌一陣勺勇◎ず冨武『】Ｃ彦戸の】戸】の．』圏エゴ日・』、の。
（
幻
）
印
ｓ
二
四
ｍ
ｐ
》
⑭
』
駅
・

（
妃
）
臼
四
房
の
『
》
四
口
○
・
・
ｍ
。
】
ｓ
・

（
蛆
）
ぐ
の
日
記
＆
・
巴
・

（
卯
）
団
（
獣
串
田
【
」
＄
・

（
団
）
幻
・
印
の
コ
ケ
の
『
ぬ
－
の
Ｏ
宮
ご
ｇ
》
四
四
○
・
．
］
］
・
シ
ロ
室
Ｊ
Ｐ
ｇ
．
こ
の
点
に
つ
き
柏
木
・
前
掲
一
一
一
一
頁
参
照
。

（砲）国の四・Ｆ三Ｚ円・巴Ｎｐ》⑭鴎（鈩凹）’［シ』ｚ『・］Ｃ間口『》圏『》□○国。『の『⑩宛］垣選》⑭置印］＠段》」＆．ごｍ一・
宛
。
②
の
ロ
ヮ
の
ｐ
ｍ
ｌ
の
。
冒
国
ワ
マ
ロ
ロ
。
。
》
］
］
・
鈩
巨
酉
・
国
⑪
．
、
召
・

（
岡
）
【
百
月
の
『
》
四
ｍ
。
．
）
、
．
］
＄
・

（
“
）
出
呂
の
「
一
四
ｍ
○
・
・
⑫
．
⑭
ｇ
魚
・

（
妬
）
幻
○
Ｎ
Ｐ
韻
①
国
・
四
七
一
一
頁
参
照
。

（錨）シ〔の。⑪己四四○・》の・国・

（
町
）
シ
『
①
己
⑪
】
四
四
○
・
・
の
・
山
》
、
獣
・

（
肥
）
シ
円
の
ロ
、
一
ｍ
ｍ
○
・
・
⑫
．
囹
・
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酉
ま
と
め

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
制
立
過
程
を
た
ど
り
、
そ
の
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
の
法
定
証
拠
主
義
は
、
損

害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
大
き
な
弊
害
を
露
呈
し
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
損
害
賠
償
訴
訟
の
状
況
と
は
き
わ
め
て
対
照
的

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
ド
イ
ツ
で
は
損
害
額
立
証
の
特
殊
性
が
早
く
か
ら
自
覚
さ
れ
、
損
害
額
の
決
定
を
裁
判
官
の
裁

量
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
実
務
上
の
経
験
か
ら
損
害
の
存
否
に
つ
い
て
も
特
別
扱
い
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
損
害
の
存
否

及
び
額
の
認
定
を
共
に
裁
判
官
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
理
由
書
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
損
害
の
「
存
否
」

は
因
果
関
係
の
問
題
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
現
在
の
ド
イ
ツ
の
通
説
判
例
も
、
二
八
七
条
は
損
害
額
の
み
な
ら
ず
因
果
関
係
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
。
但

し
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
そ
の
一
部
に
限
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
責
任
充
足
因
果
関
係
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
確
立

し
た
判
例
理
論
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
き
通
説
も
異
論
が
な
い
が
、
近
時
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
六
条
の
適
用
さ
れ
る
因
果
関
係
の
範
囲
と

二
八
七
条
の
適
用
範
囲
と
の
限
界
づ
け
の
基
準
に
つ
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
証
明
度
軽
減
規
定
か
否
か
に
つ
き
争
い
が
あ
り
、
判
例
お
ょ

よ
び
学
説
の
立
場
は
明
確
で
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
規
定
に
つ
き
明
確
な
意
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る
の
は
プ
レ
ル
ス
、
ア
レ

ン
ス
、
ヘ
ラ
ー
等
で
あ
る
。

プ
レ
ル
ス
は
訴
訟
経
済
上
の
理
由
か
ら
、
損
害
額
の
立
証
の
負
担
を
軽
減
す
る
の
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
目
的
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
八
七
条
は
評
価
の
手
が
か
り
が
あ
れ
ば
裁
判
官
が
裁
量
的
に
額
を
決
定
し
う
る
権
限
を
付
与
し
た
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で

一
一
八
六
条
と
は
異
な
る
権
限
を
付
与
す
る
と
い
う
。
ま
た
彼
は
唯
一
人
、
通
説
判
例
に
反
し
て
因
果
関
係
へ
の
こ
の
規
定
の
適
用
を

否
定
す
る
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
が
証
明
度
軽
減
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
み
と
め
、
損
害
額
お
よ
び
損
害
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の
存
否
の
判
断
に
つ
き
裁
判
官
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
六
条
の
場
合
よ
り
は
低
い
証
明
度
で
心
証
を
形
成
し
う
る
と
す
る
。
更
に
彼
は
損

害
評
価
の
た
め
の
基
礎
事
実
に
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
を
認
め
、
証
明
度
軽
減
の
効
果
を
広
く
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。
ヘ
ラ
ー
は
、

「
心
証
」
と
「
裁
量
」
の
概
念
的
区
別
お
よ
び
二
八
六
条
と
二
八
七
条
が
共
に
「
自
由
な
心
証
」
の
規
定
で
あ
る
点
か
ら
立
論
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
一
一
八
六
条
と
比
較
し
て
そ
の
第
一
項
第
一
一
段
第
三
段
で
証
拠
調
べ
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
権
を

拡
大
し
た
点
に
特
色
が
あ
り
、
証
明
度
を
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
ア
レ
ン
ス
は
、
損
害
額
と
損
害
の
存
否
と
で
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
八
七

条
の
意
義
づ
け
を
区
別
す
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
、
裁
判
官
に
対
し
一
方
に
お
い
て
損
害
額
を
裁
量
的
に
決
定
で
き
る
権
限
を
付

与
し
、
他
方
に
お
い
て
損
害
の
存
否
の
判
断
に
関
し
て
は
二
八
六
条
適
用
の
場
合
よ
り
も
低
い
証
明
度
で
心
証
を
形
成
し
う
る
こ
と

を
認
め
た
規
定
だ
と
解
す
る
。
ア
レ
ン
ス
は
証
明
度
軽
減
の
基
準
に
つ
い
て
は
明
示
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
今
後
の
課
題
だ
と
す
る
。

以
上
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
制
定
史
と
そ
の
意
義
づ
け
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
若
干
の
学
説
を
中
心
に
み
て
き
た
。
筆
者
の
能
力
の

不
足
に
よ
り
不
十
分
な
紹
介
に
終
わ
り
は
し
な
か
っ
た
か
と
恐
れ
る
が
、
本
稿
が
わ
が
国
の
損
害
賠
償
訴
訟
の
今
後
の
あ
り
方
を
考

え
る
う
え
で
い
さ
さ
か
で
も
参
考
に
な
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。


