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本
件
は
､
被
告
yl
社
の
支
店
の
荷
さ
ば
き
場
で
､
被

告

>
n
の
運
転
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
業
務
委
託
会
社

の
従
業
員

Ⅹ

(原
告
)
に
衝
突
し
た
事
故
に
つ
い
て
､

i=
お
よ
び
使
用
者
で
あ
る
Yl社
な
ら
び
に
事
故
当
時
の

支
店
長
で
あ
る
被
告
領
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
し
､

加
え
て
､
同
支
店
の
構
内
に
お
い
て
､
前
記
領
が
首
謀

者
と
な
-
､
>.
社
の
被
告
従
業
員
>

Tも
加
担
し
て
､
原

告
が
所
属
す
る
会
社
と
は
別
の
業
務
委
託
会
社
の
従
業

員
が
Ⅹ
に
対
し
て
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
､
訴

外
M
､

N
は
直
接
の
加
害
者
と
し
て
､
i:)お
よ
び
>V
は

暴
行
事
件
に
加
担
し
た
と
し
て
､
ま
た
M
､

N
そ
れ
ぞ

れ
の
使
用
者
お
よ
び
>m
､
領
の
使
用
者
で
あ
る
Y
l社
に

対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
事
案
で
あ
る

(な
お
､

暴
行
事
件
の
直
接
の
加
害
者
で
あ

る
M
､
N
お
よ
び
そ

の
使
用
者
と
は
す
で
に
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
て
い

る
)｡
本
件
の
特
徴
は
､
Y
l社
の
使
用
者
と
し
て
の
責
任

に
加
え
て
､
事
故
当
時
出
勤
し
て
い
な
か

っ
た
yl社
の

支
店
長
で
あ

っ
た
i=
に
つ
い
て
も
現
場
管
理
監
督
者
と

し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
｡
従

来
､
会
社
従
業
員
が
事
業
執
行
中
に
他
人
に
損
害
を
与

え
た
場
合
に
使
用
者
で
あ
る
会
社
が
使
用
者
責
任

(氏

法
七

一
五
条

一
項
)
を
負
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､

使
用
者
に
資
力
が
な
い
と
き
､
企
業
経
営
の
中
核
的
地

位
に
あ
る
者

(た
と
え
ば
､
代
表
取
締
役
等
)
の
責
任

(-)

を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に

代
理
監
督
者
に
対
し
て
損

害
賠
償
請
求
す
る
事
案
が
見
受
け
ら
れ
た
が
､
本
件
は

そ
の
監
督
者
の
な
か
で
も
会
社
支
店
長
を
相
手
に
し
た

点
が
注
目
に
倍
す
る
｡
本
判
決
以
外
に
労
働
災
害
関
係

で
代
表
取
締
役
に
つ
き
代
理
監
督
者
責
任
を
追
及
し
た

事
例
と
し
て
､
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日
判

例
時
報
六

一
言
号
五
三
頁

(消
極
)
､福
岡
地
裁
小
倉
支

判
昭
和
五
五
年

一
月
二
九
日
判
例
時
報
九
六
三
号
七
六

頁

(積
極
)
､東
京
地
判
昭
和
五
六
年
三
月

一
九
日
判
例

時
報

一
〇
〇
九
号

二

一八
頁

(積
極
)
､水
戸
地
裁
昭
和

五
八
年
七
月
二
九
日
判
例
時
報

一
〇
九
三
号

一
二
三
頁

(積
極
)
が
あ
-
､
他
方
､
本
判
決
と
同
様
中
間
管
理

職
的
地
位

(現
場
工
事
事
務
所
所
長
)
に
つ
き
責
任
が

追
及
さ
れ
た
事
例
と
し
て
､
東
京
地
判
昭
和
四
四
年

一

〇
月
二
九
日
判
例
時
報
五
七
九
号
七
七
頁

(消
極
)
が

(り±

挙
げ
ら
れ
る
｡

以
上
の
裁
判
例
に
加
え
､
本
判
決
に
よ
-
再
び
代
理

監
督
者
責
任
の
問
題
点
の

三
朝
が
顕
れ
た
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
､
本
稿
で
は
､
本

件
支
店
長
で
あ
る
iH
の
責
任
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と

と
す
る
｡

-

1

こ

こ

事

実

の
概

要

LIT____I
被
告

yl
社
は
運
輸
事
業
を
主
体
と
し
て
手
広
-
事
業

を
営
む
東
京
証
券
取
引
所

一
部
上
場
会
社
で
あ
-
､
他

方
､
原
告
Ⅹ
は
訴
外
A
社
の
社
員
で
あ
-
､
本
件
車
両

事
故
お
よ
び
本
件
暴
行
事
件
の
被
害
者
で
あ
る
｡

A
社
は
､
被
告
Yl
社
の
H
支
店
か
ら
H
区
1
サ
テ
ラ

イ
ト
セ
ン
タ
ー
へ
の
荷
物
の
搬
送
を
行
な

っ
て
お
-
､

A
社
は
､
そ
の
業
務
を
Ⅹ
に
担
当
さ
せ
て
い
た
｡
Ⅹ
は

A
社
の
車
両
を
運
転
し
､
H
支
店
に
行
き
､
指
定
さ
れ

た
荷
物
を
車
に
運
び
込
み
､

H区
l
サ
テ
ラ
イ
ト
セ
ン

タ
ー
で
下
ろ
す
と
い
う
作
業
を

一
人
で
行
な

っ
て
い
た
｡

二
〇
〇

一

(平
成

一
三
)
年
七
月
三

一
日
午
前
六
時
過

ぎ
ご
ろ
､
Ⅹ
は
､
Y
l社
の
H
支
店

へ
行
き
､
荷
さ
ば
き

場
に
お
い
て
荷
物
の
積
み
込
み
作
業
に
従
事
し
て
い
た

と
こ
ろ
､
後
方
か
ら
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
Ⅹ
に
衝
突
し

た
.
当
該
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
は
被
告
領

が
運
転
し
､
バ

ッ
ク
進
行
の
ま
ま
Ⅹ
の
後
ろ
か
ら
衝
突
し
た

(本
件
車

両
事
故
)
｡
な
お
､
当
時
支
店
構
内
で
は
早
朝
の
荷
物
の

荷
さ
ば
き
作
業
を
す
る

山
国
-

玉
名
の
作
業
員
と
ボ
ッ

ク
ス
が
混
み
合
う
な
か
で
､
X
は
仕
訳
さ
れ
た
荷
物
の

ボ
ッ
ク
ス
を
引

っ
張
-
な
が
ら
自
分
の
-
ラ
ッ
ク
に
積

⑳
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み
込
む
作
業
に
当
た

っ
て
い
た
｡

一
方
､
領
は
自
ら
が

運
転
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
よ
-
作
業
に
従
事
し
て

い
た
｡
yl
社
で
は
､
早
朝
に
つ
い
て
､
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

ト
の
後
進
に
と
も
な

っ
て
鳴
る
バ
ッ
ク

｡
ブ
ザ
ー
が
近

隣
住
民
に
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
配
慮
し
､
鳴
ら
さ
な
い

よ
う
に
指
導
し
て
い
た
｡
yl
社
に
お
け
る
運
転
者
安
全

手
帳
中
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
安
全
作
業

マ
ニ
ュ
ア
ル
に

は
､
ボ
ッ
ク
ス
を
運
ぶ
時
は
原
則
と
し
て
バ
ッ
ク
運
転

で
安
全
を
確
認
し
な
が
ら
行
な
う
こ
と
､
後
方
の
障
害

物
の
有
無
､
他
の
作
業
者
の
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
行

な
う
こ
と
､
速
度
を
落
と
し
て
､
後
ろ
を
振
-
向
き
慎

重
に
走
行
す
る
こ
と
､
倉
庫
､
上
屋
､
屋
内
で
の
運
転

に
は
十
分
気
を
付
け
る
こ
と
､
必
ず
指
定
さ
れ
た
場
所

を
走
行

｡
作
業
す
る
こ
と
､
構
内
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

の
走
行
通
路
の
表
示

｡
標
識

｡
エ
リ
ア
を
厳
守
し
､
走

行
中
は
人
が
最
優
先
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
｡

な
お
､
本
件
事
故
当
時
支
店
長
S;nは
い
ま
だ
出
勤
し
て

い
な
か

っ
た
｡

さ
ら
に
二
〇
〇
二

(平
成

l
四
)
年

一
一
月

一
九
日
､

yl
社
の
H
支
店
構
内
に
お
い
て
､
他
の
業
務
委
託
会
社

訴
外

E
運
輸
お
よ
び
同

0
社
の
従
業
員
で
あ

っ
た
訴
外

M
お
よ
び
同

N
に
よ
る
か
ら
か
い
の
興
が
昂
じ
て
N
が

Ⅹ
を
羽
交

い
締
め
に
し
た
-
､

Ⅹ
に
近
づ
い
て
き
た

M

と

Ⅹ
が
も
み
合
い
と
な
り
､

Ⅹ
が

M
の
指
を
ね
じ
上
げ

る
行
為
に
対
し
て
M
が
痛
さ
に
逆
上
し
て
利
き
腕
の
左

拳
で
Ⅹ
の
顔
面
を

一
回
殴
打
す
る
暴
行
を
加
え
た

(杏

件
暴
行
)
｡
そ
れ
に
よ
-
､

Ⅹ
は
口
か
ら
出
血
し
､
救
急

車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
｡
診
断
の
結
果
､
外
傷
性
歯

牙
脱
臼

｡
歯
根
破
折
に
よ
-
二
週
間
程
度
の
安
静
を
要

す
る
と
さ
れ
､
そ
の
後
､
同
時
に
本
件
車
両
事
故
で
痛

め
た
右
足
に
つ
い
て
も
受
診
し
た
と
こ
ろ
､
変
形
性
足

関
節
症
と
診
断
さ
れ
た
｡
な
お
､

Ⅹ
は
そ
の
後
も
右
手

の
し
び
れ
感
､
右
足
部
痛
を
覚
え
､
数
度
外
来
治
療
を

受
け
て
い
た
が
､
こ
の
間
､
-
ラ
ッ
ク
運
転
中
に
乗
用

車
に
追
突
さ
れ
て
頚
椎
､
腰
椎
捻
挫
と
診
断
さ
れ
て
い

る
｡以

上
の
よ
う
な
事
実
経
緯
に
よ
-
､

Ⅹ
は
本
件
車
両

事
故
に
つ
き
加
害
者
で
あ
る
>m
お
よ
び
使
用
者
で
あ
る

y
l
社
な
ら
び
に
支
店
長
で
あ

っ
た
領
に
対
し
て
損
害
賠

償
を
､
そ
し
て
､

X
の
雇
用
主
で
あ

っ
た
yl
社
に
対
し

て
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
債
務
不
履
行
お
よ
び
不

法
行
為
を
理
由

に
前
記
関
係
者
と
連
帯
し
た
損
害
賠
償

を
求
め
た
｡
さ
ら
に
本
件
暴
行
事
件
に
つ
き
､
M
お
よ

び
N
を
暴
行
傷
害
の
直
接
の
加
害
者
と
し
て
､
被
告
i
H

は
同
事
件
の
実
質
的
首
謀
者
と
し
て
､
被
告

>V
は
同
事

件
の
加
担
者
と
し
て
､

E
運
輸
お
よ
び

o
社
お
よ
び
y
1

社
は
前
記
各
人
の
使
用
者
と
し
て
共
同
不
法
行
為
を
理

由
に
連
帯
し
た
損
害
賠
償
を
求
め
た
｡
た
だ
し
､
>
～
社

な
い
し
>V
以
外
の
者
と
は
本
件
各
事
件
に
つ
い
て
訴
訟

上
の
和
解
が
成
立
し
て
い
る
｡

な
お
､

Ⅹ
は
､
二
〇
〇
四

(平
成

一
六
)
年

一
一
月

二
六
日
付
の
本
件
車
両
事
故
に
よ
る
右
足
の
診
断
書
を

添
付
し
て
障
害
補
償

一
時
金
を
品
川
労
基
署
長
に
請
求

し
､
二
〇
〇
五

(平
成

一
七
)
年
六
月
二
九
日
に
傷
害

等
級
を
併
合

一
一
級
と
し
た

一
時
金
支
給
決
定
通
知
で

二
六
〇
万
七

一
九
三
円

(内
訳
は

一
時
金
二
三

一
万
七

l
九
三
円
､
定
額
特
別
支
給
金
二
九
万
円
)
を
受
け
て

お
-
､
障
害
補
償
給
付
支
給
の
申
請
を
受
け
た
品
川
労

基
署
長
は
､

Ⅹ
と
の
面
談
結
果
お
よ
び
地
方
労
災
医
員

の
障
害
認
定

に
関
す
る
意
見
を
参
考
に
後
遺
障
害
の
程

度
を

併
合

二

級
と
認
定
さ
れ
て
い
る
｡

L
鼻

緒

容
､

衰

却

1

番
停
車
両
事
故
に
よ
る
>m
､
>N
お
よ
び
yl
社
の

不
法
行
為
の
成
否

｢前
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
､
被
告
領
は
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ー
を
早
朝
の
荷
さ
ば
き
作
業
を
行
う
作
業
員
と
荷

物
の
満
載
さ
れ
た
ボ
ッ
ク
ス
が
混
在
す
る
P
ビ
ル
地
下

一
階
構
内
を
バ
ッ
ク

｡
ブ
ザ
ー
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
鳴

ら
さ
な
い
で
後
進
走
行
し
､
当
該
車
両
の
存
在
に
気
が

付
か
ず
に
自
分
の
ト
ラ
ッ
ク
に
積
む
た
め
の
ボ
ッ
ク
ス

を
後
ろ
向
き
に
引
こ
う
と
し
て
い
た

Ⅹ
の
背
後
に
衝
突

さ
せ
て
､
同
人
に
主
と
し
て
右
足
部
の
傷
害
を
負
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡
-
-
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
の
走
行
警
告
音
が
な
ら
な
い
こ
と
を
原
告
が
知

っ
て
い
た
と
し
て
も
被
告
>T.の
車
両
走
行
に
当
た

っ
て

の
注
意
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
事
故
の

あ

っ
た
構
内
で
ル
ー
ル
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
-
稼
働

中
は
作
業
員
の
仕
分
け
あ
る
い
は
荷
さ
ば
き
作
業
が
禁

止
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
､
人

と
荷
物
ボ
ッ
ク
ス
の
混
み
合
う
場
所
を
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

ト
の
運
転
手
で
あ
る
被
告
領
が
後
方
を
確
認
せ
ず
に
し

か
も
バ
ッ
ク

｡
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
さ
ず
に
走
行
し
た
の
に

は
､
前
記
認
定
事
実
に
照
ら
し
て
過
失
が
認
め
ら
れ
る

㊨
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も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
｣
る
｡

｢
そ
れ
ゆ
え
p
使
用
者
で
あ
る
被
告
yl
社
も
被
告
領

と
連
帯
し
て
､

Ⅹ
が
被

っ
た
怪
我
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
に
つ
い
て
連
帯
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
い
､
前
記

認
定
事
実
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
､
H
支
店
の
当
時
の

支
店
長
で
あ

っ
た
被
告
i=
は
構
内
現
場
の
管
理
監
督
者

と
し
て
の
責
任
を
同
様
に
被
告
領
と
連
帯
し
て
負
う
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
被
告
ら
は
､
事
故
当
時
に
被

告
領

が
未
だ
出
勤
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
p
安
全
教
育

を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
が
､
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
の
バ
ッ
ク

血
ブ
ザ
ー
に
つ
い
て
の
指
導

｡
管
理
､

構
内
に
お
け
る
作
業
員
の
荷
さ
ば
き
作
業
と
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
-
の
稼
働
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
の
指
導

･
管
理

な
ど
の
点
に
つ
い
て
硯
場
管
理
監
督
者
で
あ
る
被
告
領

の
指
導
の
不
徹
底
及
び
管
理
不
行
届
が
あ

っ
た
も
の
と

評
価
で
き
る
し
､
事
故
当
時
の
出
勤
い
か
ん
は
上
記
判

断

に

消
長
を
来
さ
な
い
｡
｣

･
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｢裁
判
所
は
､
-
-
双
方
か
ら
の
提
出
証
拠
及
び

Ⅹ

本
人
が
訴
え
て
い
る
症
状
を
も
勘
案
し
て

一
一
級
相
当

の
後
遺
障
害
が
本
件
車
両
事
故
に
よ
る
X
に
は
存
在
す

る
と
認
志
し
た
も
の
で
あ
る
｡

一
般
的
に
は
裁
判
所
は

行
政
機
関
で
あ
る
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
志
し
た
障

害
等
級
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
､
上
記
の
よ

う
な
調
査
嘱
託
結
果
や
申
請
に
当
た

っ
た
社
会
保
険
労

務
士
の
本
件
車
両
事
故
の
障
害
等
級
に
関
す
る
供
述
に

は
特
に
疑
問
な
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､

Ⅹ
の
診
療

に
あ
た

っ
た
医
師
の
各
診
断
書
や
各
カ
ル
テ
に
照
ら
し

て
も
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
こ
れ
に

従
う
の
が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
し
て
､
過
失

相
殺

一
割
と
認
定
し
て
､
合
計

一
五
二
〇
万
七
八

二

円
を
認
容
し
た
｡

･

∴
㌦
:･･:]､
...
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｢

Ⅹが
本
件
暴
行
事
件
の
共
謀
の
根
拠
と
し
て
い
る

事
情
は
､
い
ず
れ
も

Ⅹ
本
人
の
供
述
の
ほ
か
に
は
そ
れ

を
客
観
的
あ
る
い
は
第
三
者
の
供
述
に
よ

っ
て
裏
付
け

る
も
の
が
な
-
､
本
件
証
拠
上
積
極
的
な
認
定
を
す
る

に
は
不
十
分
で
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
｣
と

し
て
､
暴
行
事
件
に
つ
い
て
は
被
告
S
jお
よ
び
>
V
の
Ⅹ

に
対
す
る
不
法
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

た
｡

】

一
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巨
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本
件
は
､
yl
社
の
従
業
員
で
あ
る
SH
が
事
業
場
内
で

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
運
転
中
､
業
務
委
託
先
の
Ⅹ
と
誤

っ
て
衝
突
し
､
ケ
ガ
を
負
わ
せ
た
事
案
で
あ
る
｡
し
た

が

っ
て
､
領
に
つ
き
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
責
任
､

y
i
社
に
つ
い
て
民
法
七

一
五
条

一
項
の
使
用
者
責
任
が

問
題
と
な
る
｡
Y
～
社
の
使
用
者
責
任
の
前
提
と
し
て
､

従
業
員
で
あ
る
領
の
不
法
行
為
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る

{cJ〕

こ
と
が
必
要
と
な
る
｡
そ
こ
で
､
本
件
で
問
題
と
な

っ

た
の
は
領

の
過
失
の
有
無
で
あ
る
｡
被
告
某
社
お
よ
び

領
は
､
労
働
安
全
衛
生
規
則

一
五

一
条
の
三
に
も
と
づ

き
作
業
計
画
を
定
め
て
作
業
し
て
お
-
､
他
方
､
作
業

員
と
の
衝
突
防
止
等
､
事
故
防
止
の
た
め
黄
色
の
ペ
ィ

ン
ト
に
よ

っ
て
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
-
の
通
行
路
が
指
示
区

分
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

X
が
当
該
通
行
路

に
侵
入
し
て
生
じ
た
事
故
で
あ
る
と
し
て
過
失
は
な
い

と
主
張
し
た
｡

し
か
し
､
あ
-
ま
で
労
働
安
全
衛
生
規
則
は
作
業
計

画

一
般
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
鑑
み
れ
ば
､

当
該
作
業
計
画
に
従

っ
て
作
業
を
行
な

っ
て
い
た
と
し

て
も
､
そ
れ
に
よ

っ
て
も
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
無

過
失
に
よ
る
事
故
で
あ
る
と
直
接
に
は
考
え
ら
れ
ず
､

事
故
当
時
の
具
体
的
な
状
況
を
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
S=
の
過
失
が
認
定
さ
れ
れ
ば
､
つ
ぎ
に
民

法
七

一
五
条

一
項
の
使
用
者
責
任
を
yi
社
が
負
う
こ
と

に
な
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
｡
民
法
七

一
五
条

一
項
の

｢事
業
の
執
行
に
つ
い
て
｣
の
判
断
枠

組
み
に
つ
い
て
は
､
取
引
行
為
的
不
法
行
為
と
事
実
行

為
的
不
法
行
為
の
場
合
に
分
け
､
従
業
員
の
自
動
車
事

故
の
よ
う
な
事
実
行
為
に
よ
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
､

被
害
者
保
護
を
図
-
つ
つ
､
選
任

｡
監
督
上
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
え
な
い
場
合
に
ま
で
責
任
を
負
わ
せ

る
の
は
使
用
者
責
任
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
理

由
に
､
使
用
者
の
支
配
領
域
内
の
危
険
に
由
来
す
る
か

r̀‖i)i

否
か
で
判
断
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
､
本
件
で
は
運
輸
会
社
の
支
店
構
内
に
お
け
る
､

そ
れ
も
積
荷
運
搬
等
を
目
的
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
-

を
運
転
し
て
い
る
な
か
で
発
生
し
た
事
故
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
､
容
易
に

｢事
業
の
執
行
に
つ
い
て
｣
が

◎
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認
め
ら
れ
､
本
判
決
も
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
も
の
と
い

え
､
妥
当
な
結
論
で
あ
る
と

考

え
ら
れ
る
｡

な
お
､
本
件

で
は
Ⅹ
が
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
稼
働
領

域

爪黄
色
の
枠
線
で
因
ま
れ
た
場
所
)
に
侵
入
し
た
-
p

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
走
行
警
告
音
が
鳴
ら
な
い
こ
と
を

知

っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
領

に
過
失
は
な
い
と
主
張

さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
､

ま
ず
事
実
認
定
と
し
て
黄
色
の
枠
線
内
に
侵
入
し
て
い

た
か
ど
う
か
が
走
か
で
は
な
く
､
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の

走
行
警
告
音
が
鳴
ら
な
い
こ
と
を

Ⅹ
が
知

っ
て
い
た
と

し
て
も
領
の
注
意
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

と
判
示
し
て
い
る
｡
も
し
､
実
際
に
X
が
稼
働
領
域
に

侵
入
し
て
い
た
場
合
に
は
い
わ
ゆ
る
交
通
事
故
に
お
け

る
信
頼
の
原
則
が
適
用
し
う
る
か
､
と
い
う
問
題
が
あ

る
が
､
通
常
の
交
通
事
故
の
事
案
で
赤
信
号
で
横
断
し

て
き
た
歩
行
者
を
は
ね
た
場
合
に
は
適
用
を
認
め
な
か

っ
た
事
例

(大
阪
地
判
昭
和
五
三
年
九
月

一
八
日
交
通

∵
‥....
..
･
･.･･∵
∴

･
''
...

.

..I

.

･
∴

-
､
ま
た
､
対
歩
行
者
に
お
い
て
は
事
実
上
､
信
頼
の

原
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
も

二r-I)

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
後
方
確
認
を
怠

っ
た
点
に
つ

い
て
信
頼
の
原
則
を
適
用
し
て
無
過
失
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
こ

の
部
分
に
つ
い
て
も
妥
当
な
結
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る

｡
･

!
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･
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..=･.

_.

･:
:
.
._

-

,
I..∵

_

.I
I
.
..∴
･.･.7.I;

本

件

に

お

け
る
最
大
の
特
徴
は
､
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

を
運
転
し
て
い
た
>=
お
よ
び
そ
の
使
用
者
で
あ
る
yj
社

以
外
に
p
支
店
長
領
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
を
肯

定
し
た
点
で
あ
る
｡
本
件
で
は
､
適
用
法
条
が
判
決
文

中
に
現
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
た
め
､
支
店
長
i
lの
責
任

は
民
法
七

一
五
条
二
項
の
代
理
監
督
者
責
任
で
あ
る
の

か
は

っ
き
-
し
な
い
｡
判
決
文
に
お
い
て
は

｢前
記
認

定
事
実
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
､
H
支
店
の
当
時
の
支

店
長
で
あ

っ
た
被
告

SH
は
構
内
現
場
の
管
理
監
督
者
と

し
て
の
責
任
を
同
様
に
被
告

S=
と
連
帯
し
て
負
う
も
の

と

い
う
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
す
る
の
み
で
あ
る
｡
こ
こ
で

裁
判
所
が
認
定
し
た

｢前
記
認
定
事
実
｣
を
見
る
に
､

軌
は
本
件
事
故
当
時
p
被
告
yl
社
の
H
支
店

の
支
店
長

を
し
て
い
た
､
と
い
う
こ
と
と
､
被
告
5日
は
支
店
長
で

あ

っ
た
被
告
坑

の
も
と
で
ビ
ル
構
内
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

-
運
転
な
ど
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
旨
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
｡

た
し
か
に
､
こ
れ
だ
け
で
は
断
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
､
こ
こ
で
は
あ
-
ま
で
i
:)が
支
店
長
で
構
内
現

場
の
管
理
監
督
者
の
地
位
で
あ

っ
た
こ
と
､
そ
し
て
､

そ
の
も
と
で
被
告
坑

が
フ
ォ
ー
リ
フ
ト
作
業
に
従
事
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
民
法
七

lE
五
条

二
項
に
お
け
る

｢使
用
者
に
代
わ

っ
て
事
業
を
監
督
す

る
者
｣
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡

民
法
七

一
五
条
二
項
は
p
い
わ
ゆ
る

｢代
理
監
督
者

責
任
｣
と
呼
ば
れ
p
使
用
者
責
任
の

一
種
で
あ
る
｡
民

法
七

一
五
条
二
項
は

｢使
用
者
に
代
わ

っ
て
事
業
を
監

督
す
る
者
も
､
前
項
の
責
任
を
負
う
｡｣
と
規
定
す
る
が
､

本
項
で
も

っ
と
も
問
題
に
な
る
の
が

｢使
用
者
に
代
わ

っ
て
事

業
を
監
督
す
る
者
｣
の
意
義
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､

以
下
か
ら
は
代
理
監
督
者
責
任
に
関
す
る
従
来
の
解
釈

と
そ
の
間
選
点
を
紹
介
し
､
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
本
判

決
を
検
討
し
た
い
｡

佃

｢
代

理
監
督
者
｣
の
意
義
に
関
す
る
裁
判
例
､
学
説
碍

変
数ま

ず
､
起
草
者
が
考
え
る
代
理
監
督
者
責
任
と
は
具

体
的
に
は
な
ん
だ

っ
た
の
か
を
確
認
し
た
い
｡
梅
謙
二

郎
博
士
は
､
代
理
監
督
者
責
任
に
つ
い
て

｢主
人
力
番

頭
ヲ
置
ケ
ル
場
合

二
於
テ
其
番
頭
力
丁
稚
ノ
監
督
ヲ
怠

り
タ
ル
為
メ
其
丁
推
力
不
法
行
為
ヲ
為
ス
こ
至
り
タ
ル

ト
キ

ハ
其
番
頭
モ
亦
責
任

ヲ
負

ハ
サ
ル
コ
ー
ヲ
得
ス
｣

こ′)

と
し
､
起
草
者
の
考
え
に
従
え
ば
､
本
件
の
よ
う
な
場

合
に
つ
い
て
は
支
店
長
は
代
理
監
督
者
責
任
を
負
わ

さ

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ぎ
に
､
初
期
の
裁
判
例
を
見
て
い
-
が
､
大
正
後

期
ま
で
代
理
監
督
者
責
任
に
関
す
る
問
題
が
表
面
に
現

れ
て
こ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き

･J-

た
い
｡
こ
れ
は
従
来
か
ら
代
理
監
督
者
責
任
に
つ
い
て

も

っ
と
も
問
題
と
な

っ
て
い
た
の
は
会
社
の
代
表
権
の

あ
る
取
締
役
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
と
､
大
正
後
期
ま

で
の
民
法
七

一
五
条

一
項
の
使
用
者
責
任
の
解
釈
に
関

係
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
代
理
監
督
者
責
任
が
問
題
と

な
る
大
正
後
期
以
前
に
お
い
て
は
､
取
締
役

(現
在
の

代
表
取
締
役
に
当
た
る
)
が
民
法
七

l
五
条

一
項
の
使

用
者
と
し
て
責
任
を
負

い
､
民
法
四
四
条

一
項
に
よ

っ

【qこ

て
法
人
自
体
の
不
法
行
為
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡

な
ぜ
､
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
採
用
し
て
い
た
の
か

㊨
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と
い
う
と
､
法
人
自
体
が
選
任

｡
監
督
と
い
う
行
為
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
解
が
あ

っ
た
か
ら
だ

(川
)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
大
正
時
代
に
入
る
と
､

少
し
ず

つ
変
遷
を
遂
げ
'
民
法
七

一
五
条

一
項
の
使
用

者
は
会
社
と
い
う
法
人
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に

〓

な
る
｡
す
る
と
､
会
社
形
態
で
事
業
を
行
な

っ
て
い
る

場
合
､
そ
の
従
業
員
が
事
業
の
執
行
中
に
第
三
者
に
損

害
を
与
え
た
と
き
は
､
会
社
が
民
法
七

一
五
条

一
項
責

任
､
従
業
員
は
民
法
七
〇
九
条
責
任
を
負

い
､
場
合
に

よ

っ
て
は
そ
の
他
の
者
が
民
法
七

一
五
条
二
項
の
代
理

ド

監
督
者
責
任
を
負
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
に
裁
判
例
は
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
が
､
今
度
は
民

法
七

一
五
条
二
項
の
代
理
監
督
者
と
は
誰
を
指
す
の
か

が
問
題
と
な

っ
た
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
大
審
院
は
法

人
の
代
表
機
関
に
代
理
監
督
者
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う

[{3
)

に
な
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
大
判
大
正

一
〇
年
六

月
七
日
は

｢民
法
七
百
十
五
条
二
項
二
所
謂
使
用
者

二

代
リ
テ
事
業
ヲ
監
督
ス
ル
者
ト
ハ
所
論
ノ
如
ク
契
約

二

因
リ
テ
使
用
者
ノ
為
メ
こ
事
業
監
督
ノ
任

二
当
ル
者
ノ

ミ
ナ
ラ
ス
使
用
者
力
法
人
ナ
ル
場
合

二
於
テ
ハ
理
事
其

他
ノ
代
表
機
関
ニ
シ
テ
事
業
ノ
監
督
ヲ
為
ス
者
ヲ
モ
包

含
ス
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ー
ス
｣
と
し
た
う
え
で
､
そ
の

理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
法
人
の
理
事
な
ど
の

代
表
機
関
が
事
業
の
監
督
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を
し

な
か

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
､
法
人
の
被
用
者
に
事
業
の

執
行
に
つ
い
て
他
人
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
､

一
面

に
お
い
て
は
法
人
に
そ
の
損
害
を
賠
償
さ
せ
､
同
時
に

理
事
な
ど
の
代
表
機
関
が
自
ら
独
立
の
人
格
者
と
し
て

別
に
同

一
の
賠
償
責
任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
う
で
な
け
れ
ば
､
理
事
な
ど
の
代
表
機
関
は
法
人
の

一
部
と
し
て
そ
の
観
念
の
な
か
に
埋
没
し
て
ま

っ
た
-

そ
の
存
在
を
喪
失
し
て
し
ま
う
不
当
の
結
果
と
な
る
｡

そ
し
て
､
被
害
者
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
も
法
人
自
体

に
よ
る
賠
償
に
加
え
て
代
表
機
関
に
よ
る
賠
償
が
あ
れ

ば
な
お
良
い
か
ら
と
説
明
す
る
o
そ
し
て
､

一
般
に
学

説
も
法
人
の
代
表
機
関
が
被
用
者
の
選
任
監
督
を
直
接

担
当
し
て
い
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
､
代
表
機
関
に

代
理
監
督
者
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
つ
い
て

〓

賛
意
を
示
す
も
の
も
少
な
く
な
か

っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
き
た
裁
判
例
が

昭
和
三
〇
年
代
に
至
る
と
再
び
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
｡

す
な
わ
ち
､
下
級
審
裁
判
例
の
な
か
に

｢代
表
機
関
=

代
理
監
督
者
｣
と
解
す
る
の
で
は
な
-
､
｢現
実
に
｣
被

用
者

(従
業
員
)
の
監
督
を
担
当
し
て
い
た
場
合
に
の

み
､
代
表
機
関
を
代
理
監
督
者
と
解
す
る
よ
う
に
な
る

(15
)

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
最
判
昭
和
三
五
年
四
月

一
四
日

最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集

一
四
巻
五
号
八
六
三
頁

･
最

判
昭
和
三
八
年
六
月
二
八
日
判
例
時
報
三
四
四
号
三
六

頁

｡
最
判
昭
和
四
二
年
五
月
三
〇
日
最
高
裁
判
所
民
事

判
例
集
二

一
巻
四
号
九
六

一
頁
と
い
う

一
連
の
最
高
裁

判
決
に
お
い
て
､
代
理
監
督
者
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡
最
高
裁
は
代
理
監
督
者
の
意
義
に
つ
い
て
､

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
民
法
七
一

五

条

二

項

に

い

う

『使
用
者

二
代
リ
テ
事
業
ヲ
監
督
ス

ル

者

』

と
は
､

客
観
的
に
見
て
､
使
用
者
に
代
-
現
実
に
事
業
を
監
督

す
る
地
位
に
あ
る
者
を
指
称
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
｣

で
あ
る
と
｡
結
局
､
代
表
取
締
役
等
法
人
の
代
表
者
で

あ
る
こ
と
だ
け
を
も

っ
て
代
理
監
督
者
と
さ
れ
る
の
で

は
な
-
､
現
実
に
不
法
行
為
を
し
た
被
用
者
(従
業
員
)

を
監
督
し
て
い
た
と
き
に
限
-
代
理
監
督
者
責
任
を
負

う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
最
高
裁
は
代

理
監
督
者
責
任
の
意
義
を
述
べ
た
が
､
そ
の
よ
う
に
解

す
る
根
拠
を
述
べ
て
い
な
い
｡
た
だ
､
こ
の
よ
う
に
解

す
る
理
由
と
し
て
､
最
判
昭
和
四
二
年
五
月
三

〇
日
の

原
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
判
昭
和
三
八
年

一
一
月
二
七

日
高
等
裁
判
所
民
事
判
例
集

一
六
巻
八
号
七
三
四
頁
が

参
考
に
な
る
だ
ろ
う
｡
同
判
決
は

｢若
し
反
対
に
､
民

法
第
七

一
五
条
二
項
に
謂
う
監
督
者
の
中
に
は
当
然
に

法
人
の
代
表
者
を
包
含
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
､
法
人

が
同
条

一
項
に
よ
っ
て
責
任
を
負
担
す
る
場
合
は
､
そ

の
代
表
者
は
具
体
的
に
選
任
監
督
に
当

っ
て
い
る
と
否

と
を
論
ぜ
ず
同
条
二
項
に
よ
っ
て
責
任
を
負
担
す
る
結

果
と
な
-
､
斯
-
て
は
個
人
た
る
代
表
者
の
責
任
を
著

し
-
加
重
し
､
不
法
行
為
に
因
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ

い
て
民
法
の
硯
に
立
脚
す
る
有
責
主
義
の
原
則
と
離
れ

過
ぎ
る
の
み
な
ら
ず
､
職
務

去
月
任
の
分
化
す
る
法
人

機
構
の
実
際
に
も
著
し
-
合
致
し
な
い
結
果
と
な
る
で

あ
ろ
う
｣
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
大
審
院
の
解
釈
を
変

更
し
た
理
由
と
し
て
､

一
般
に
加
藤

一
郎
教
授
に
よ
る

lー6
＼T

影
響
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
昭
和
四
二
年
判
決
以
降
､
代
理
監
督
者
の

意
義
に
つ
い
て
､
多
数
の
裁
判
例
は

｢客
観
的
に
見
て
､

使
用
者
に
代
-
現
実
に
事
業
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
る

者
｣
と

す

る
昭
和
四
二
年
判
決
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
､

代
理

監

督

者
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
よ
う
で

(17
J

あ
る
｡

⑳
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督
す
る
地
位
に
あ
る
者
｣
と
す
る
最
高
裁
判
決
に
対
す
る

学
説
の
反
応
と
そ
の
後
の
裁
判
例

お
そ
ら
-
通
説
的
見
解
は
前
記
昭
利
四
二
年
判
決
と

同
様
､
代
理
監
督
者
と
は

｢客
観
的
に
見
て
､
使
用
者

に
代
-
現
実
に
事
業
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
｣
と

f･_

解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
現
実
に
監
督
す
る
か
ら
こ

そ
加
害
行
為
に
よ
る
損
害
発
生
の
危
険
を
予
見
し
回
避

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
｡

こ
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
､
民
法
七

一
五
条
二
項
の
代

理
監
督
者
責
任
は
監
督
者
の
自
己
責
任
で
あ

っ
て
p

一

{柑
〕

般
不
法
行
為
に
近
づ
-
こ
と
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
｡

他
方
､
第
二
の
見
解
と
し
て
､
前
記
昭
和
四
二
年
判

決
に
従
い
つ
つ
も
､
よ
-
客
観
的
に
代
理
監
督
者
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢客
観

的
に
見
て
｣
と
い
う
点
を
重
視
し
､
よ
り

一
歩
進
め
て

｢現
実
に
事
業
を
監
督
す
べ
き
あ

っ
た
者
｣
を
代
理
監

ft2
)

督
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
実
際
に
は
現
実

に
事
業
を
監
督
す
べ
き
地
位
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
､
事
業
を
監
督
し
て
い
な
か

っ
た
場
合
に
､
代
理
監

督
者
で
は
な
い
と
の
理
由
で
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
不
当

で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
｡

ま
た
､
第
三
の
見
解
と
し
て
､
や
は
-
代
理
監
督
者

に
つ
い
て
前
記
昭
和
四
二
年
判
決
を
支
持
し
っ
つ
も
､

会
社
内
に
お
い
て
職
制

｡
業
務
分
掌
等
に
よ
-
下
位
の

監
督
者
に
対
し
て
被
用
者

(従
業
員
)
の
選
任

｡
監
督

の
権
限
を
委
譲
す
る
ケ
ー
ス
が
多

い
こ
と
に
鑑
み
､
こ

の
よ
う
に
重

畳
的
な
監
督
関
係
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に

つ
い
て
は
､
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
下
位
監
督
者
の

故
意

｡
過
失
を
上
位
代
理
監
督
者
の
故
意

｡
過
失
と
同

I.〟

視
す
る
見
解
も
あ
る
｡
こ
の
見
解
に
よ
る
と
､
部
長

｡

工
場
長

｡
現
場
主
任
等
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
選
任

｡

監
督
の
権
限
を
有
し
､
被
用
者

(従
業
員
)
の
日
常
業

務
執
行
を
指
揮

･
監
督
す
る
地
位
に
あ
れ
ば
代
理
監
督

者
と
言
え
る
が
､
実
質
的

｡
基
本
的
に
は
よ
り
上
位
の

代
理
監
督
者
の
補
助
代
行
者
に
と
ど
ま
る
と
き
は
､
独

立
の
代
理
監
督
者
に
値
せ
ず
､
上
位
代
理
監
督
者
の
み

【2
]

が
責
任
を
負
う
と
す
る
｡

一
方
で
､
以
上
の
学
説
と
は
異
な
-
､
前
記
昭
和
四

二
年
判
決
と
は
ま

っ
た
-
別
の
基
準
を
用
い
る
学
説
も

あ
る
｡

一
つ
は
､
現
実
に
被
用
者
を
選
任

｡
監
督
し
て

い
た
か
否
か
で
判
断
せ
ず
､
選
任

｡
監
督
の
責
を
負
わ

す
べ
き
関
係
に
あ

っ
た
者
を
代
理
監
督
者
と
す
る
説
で

(2
)

あ
る
｡
こ
れ
は
､
会
社
が
無
資
力
の
場
合
や
､
損
害
が

強
制
保
険
金
額
を
は
る
か
に
超
え
た
場
合
な
ど
､
代
表

機
関
が
有
資
力
で
あ
る
の
に
､
現
実
に
選
任

･
監
督
を

担
当
し
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
免
責
さ

れ
る
と
､
現
実
に
選
任

･
監
督
を
な
し
て
い
た
者
が
有

資
力
で
な
い
限
-
､
被
害
者
保
護
に
欠
け
､
不
公
平
で

一2
)

あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
｡

つ
ぎ
に
､
代
理
監
督
者
と
は
法
人
の
実
質
的
利
益
の

(25
〕

帰
属
者
を
指
す
と
す
る
説
で
あ
る
｡
こ
の
見
解
は
､
代

理
監
督
者
を
現
実
に
事
業
を
監
督
す
る
者
で
あ
る
と
す

る
前
記
昭
和
四
二
年
判
決
や
そ
れ
を
支
持
す
る
学
説
に

お
い
て
は
､
下
位
の
被
用
者

(従
業
員
)
に
責
任
を
負

わ
せ
る
可
能
性
が
高
-
な
-
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
問

題
意
識
を
出
発
点
と
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
見
解
は
民

法
七

一
五
条

一
項
と
二
項
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
し
､
利
益
を
享
受
し
て
い
な
い
下
位
の
監
督

者
が
よ
り
下
位
の
被
用
者
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
責
任

を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
す
る
｡
こ
の
見
解

は
使
用
者
責
任
が
報
償
責
任
に
根
拠
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
を
前
提
に
､
代
理
監
督
者
責
任
に
つ
い
て
も
報
償

責
任
に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
前
記
昭
和
四
二
年
判
決
後
も
学
説
に
お

い
て

｢代
理
監
督
者
｣
の
意
義
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
き

た
が
､
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
前
記
昭
和

四
二
年
判
決
の
よ
う
に
代
理
監
督
者
を

｢客
観
的
に
見

て
､
使
用
者
に
代
-
現
実
に
事
業
を
監
督
す
る
者
｣
と

解
す
る
と
p
下
位
の
監
督
者
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
～

逆
に
言
え
ば
､
不
法
行
為
を
し
た
従
業
員
に
近
づ
け
ば

近
づ
-
ほ
ど
､
代
理
監
督
者
責
任
が
問
わ
れ
や
す
く
な

.-=!
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

前
述
し
た
第

一
の
見
解
の
よ
う
に
､
硯
実
に
監
督
す

る
か
ら
こ
そ
加
害
行
為
に
よ
る
損
害
発
生
の
危
険
を
予

見
し
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
､

監
督
に
現
実
性
を
要
求
す
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な
結
論
に

至
る
こ
と
に
な
る
｡
た
と
え
ば
､
裁
判
例
に
お
い
て
も
､

最
判
昭
和
三
八
年
六
月
二
八
日
判
例
時
報
三
四
四
号
三

六
頁
は
木
材
会
社
の
営
業
所
の
事
業
を
監
督
す
べ
き
地

位
に
あ
る
者

(営
業
所
長
)
が
､
経
理
業
務
に
従
事
す

る
従
業
員
に
自
分
の
認
印
を
預
け
､
営
業
取
引
上
の
預

金
の
出
し
入
れ
等
を
任
せ
て
い
た
場
合
､
当
該
従
業
員

が
そ
の
認
印
等
を
冒
用
し
て
手
形
を
偽
造
し
た
行
為
に

つ
い
て
､
そ
の
営
業
所
長
は
当
該
手
形
偽
造
に
よ
る
不

法
行
為
に
つ
き
代
理
監
督
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
し

た
事
案
､
所
属
営
業
担
当
従
業
員
を
直
接
監
督
す
べ
き

㊨
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立
場
に
あ

っ
た

｢貴
金
属
延
べ
勘
定
取
引
｣
を
行
な
う

会
社
の
支
店
長
は
､
代
理
監
督
者
と
し
て
､
そ
の
従
業

員
の
違
法
な
勧
誘
行
為
に
よ

っ
て
勧
誘
さ
れ
た
者
が
被

っ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
と
し
た
札
幌
地
判

昭
和
五
九
年
五
月
二
四
日
判
例
時
報

一
二
二
七
号

一

三

五
頁
､
そ
し
て
､
学
習
塾
を
経
営
す
る
会
社
の
担

当

者

が
違
法
な
勧
誘
行
為
を
行
な

っ
た
事
件
で
､
当
該
会
社

の
支
店
長
は
､
当
該
担
当
者
の
上
司
と
し
て
､
使
用
者

で
あ
る
会
社
に
代
わ

っ
て
現
実
に
そ
の
事
業
の
執
行
を

監
督
す
る
地
位
に
あ

っ
た
と
し
て
､
担
当
者
と
右
会
社

と
連
帯
し
て
加
盟
店
が
被

っ
た
損
害
の
賠
償
義
務
を
負

う
と
さ
れ
た
福
岡
地
判
平
成
六
年
二
月

一
人
目
判
例
時

報

一
五
二
五
号

一
二
八
頁
が
あ
る
｡

回
佃
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
､
代
理
監
督
者
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
も

っ
と
も
問
題
と
な

っ

て
い
た
の
は
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
よ
う
な
最
上

位
の
監
督
者
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
昭
和
四
二
年

判
決
が
提
示
す
る
代
理
監
督
者
の
意
義
は
､
上
位
監
督

者
で
あ
る
代
表
取
締
役
な
ど
の
責
任
を
免
責
さ
せ
や
す

-
す
る

一
方
で
､
下
位
監
督
者
で
あ
る
中
間
管
理
職
的

な
地
位
に
立

つ
者
に
責
任
を
負
わ
せ
や
す
く
す
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
は
､
前
記
昭
利
四
二
年

判
決
を
支
持
す
る
見
解
の
な
か
で
も
､
前
述
の
と
お
り

下
位
監
督
者
の
故
意

｡
過
失
を
上
位
監
督
者
の
故
意

｡

過
失
と
同
視
し
､
下
位
監
督
者
が
実
質
的

｡
基
本
的
に

は
上
位
監
督
者
の
補
助
代
行
者
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
場

合
に
は
､
独
立
の
代
理
監
督
者
と
せ
ず
に
､
上
位
監
督

者
の
み
が
代
理
監
督
者
責
任
を
負
う
と
し
た
-
､
他
方

で
p
民
法
七

一
五
条

一
項
但
書
に
よ
る
免
責
を
代
理
監

智
者
責
任
に
つ
い
て
は
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
-

し
て
､
下
位
監
督
者
に
責
任
を
負
わ
せ
な
い
よ
う
に
解

∴

し
て

き
た
｡

･.･

･

･T=::I:I;:
:TT
J:I
-..:I

本
判
決
は
､
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
中
間
管
理
職
的

な
下
位
監
督
者
で
あ
る
支
店
長
が
構
内
現
場
の
管
理
監

督
者
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
､
肯
定
さ
れ
た
事
例
で
あ

っ
て
､
従
来
か
ら
学
説
が
問
題
視
し
て
い
た
よ
う
な
事

例
で
あ
る
｡
前
記
昭
和
四
二
年
判
決
の
枠
組
み
に
よ
る

な
ら
ば
､
領

は
事
故
発
生
場
所
の
管
理
者
で
あ
る
支
店

長
と
し
て
現
実
に
事
業
を
監
督
す
る
者
と
な
る
の
で
あ

-
､
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
も
お
か
し
-
は
な
い
｡
ま
た
､

先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
も
､
代
理
監
督

者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
根
拠
に
つ
い
て
､
小
規
模
な

支
店

･
営
業
所
で
あ
-
担
当
従
業
員
が
少
人
数
で
あ

っ

た
と
か
､
不
法
行
為
を
な
し
た
従
業
員
の
直
接
の
上
司

で
あ

っ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
｡
す
る
と
､
本
判
決
の
よ
う
に
単
純
に

｢
H
支
店

の
当
時
の
支
店
長
で
あ

っ
た
被
告

i
lは
構
内
現
場
の
管

理
監
督
者
と
し
て
｣
責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
こ
と
自

体
は
決
し
て
目
新
し
い
こ
と
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
た
だ
､
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
>m
の
代
理
監
督
者
性

を
認
め
た
の
は
､
被
告

領
が
代
理
監
督
者
に
当
た
る
か

否
か
に
つ
い
て
明
示
的
に
争
わ
ず
､
も

っ
ぱ
ら
>m
の
過

失
の
有
無
お
よ
び
領

の
選
任
監
督
に
つ
い
て
の
注
意
義

務
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
争

っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡

つ
ま
-
､
SH
に
過
失
が
な
い
と
さ
れ
れ
ば
､

基
本
的
に
使
用
者
責
任

や

代
理
監
督
者
責
任
を
負

う

こ

と
は
な

い
と
さ
れ
る
か
ら
p
そ
の
根
本
の
>=
の
過
失
を

争

い
､
加
え
て
民
法
七

一
五
条

l
項
但
書
の
免
責
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
主
張
立
証
に
係
る
経

緯
に
よ

っ
て
p
範
の
代
理
監
督
者
性
に
つ
い
て
は
と
-

に
理
由
も
な
-
､
｢構
内
現
場
の
管
理
監
督
者
と
し
て
｣

責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
｡ま

た
p
民
法
七

一
五
条

一
項
但
書
に
い
う
免
責
要
件
､

す
な
わ
ち
'
選
任
監
督
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を
し
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
､

S:}は
｢
『
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
安
全

作
業

マ
ニ
ュ
ア
ル
』
に
準
拠
し
､
安
全
教
育
を
実
施
し

て
い
た
｣
と
主
張
す
る
の
み
で
､
よ
-
具
体
的
な
選
任

監
督
に
つ
い
て
相
当
な
注
意
を
な
し
た
と
主
張
し
て
い

な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
て
､

裁
判
所
は

｢
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
バ
ッ
ク

｡
ブ
ザ
ー
に

つ
い
て
の
指
導

｡
管
理
､
構
内
に
お
け
る
作
業
員
の
荷

さ
ば
き
作
業
と

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
稼
働
の
棲
み
分
け

に
つ
い
て
の
指
導

｡
管
理
な
ど
の
点
に
つ
い
て
現
場
管

理
監
督
者
で
あ
る
被
害

領
の
指
導
の
不
徹
底
及
び
管
理

不
行
届
が
あ

っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
｣
と
す
る
だ
け

で
責
任
を
肯
定
し
た
｡

た
し
か
に
､

S:1の
主
張
立
証
に
若
干
の
問
題
も
あ

っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
､
そ
も
そ
も
代
理
監
督
者
責

任
と
.い
う

の
は
被
害
者
保
護
の
た
め
の
政
策
的
責
任
と

:J･…

解
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
本
判
決
の

よ
う
に
yl
社

(使
用
者
)
が
東
京
証
券
取
引
所

一
部
上

場
会
社
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
､
被
害
者
保
護
の
観
点

か
ら
使
用
者
お
よ
び
加
害
者
以
外
に
責
任
を
肯
定
す
る

意
味
が
ど
こ
ま
で
あ
る
の
か
､
疑
問
の
余
地
な
し
と
し

◎
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な

い

｡

す
る
と
､
使
用
者
で
あ
る
yl
社
お
よ
び
加
害
従

業

員

の
S
;以
外
の
者
に
つ
い
て
､
共
同
不
法
行
為

(氏

法
七

一
九
条
)
等
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば

格
別
､
本
件
の
よ
う
に
､
そ
う
で
は
な
い
､
そ
れ
も
支

店
長
の
よ
う
な
中
間
管
理
職
的
が
責
任
追
及
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
代
理
監
督
者
責
任
を
肯
定
す
る
た
め
に
は

(S]/

よ
-
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
告

で

紹
介
し
た
労
働
災
害
の
場
合
に
代
理
監
督
者
責
任
を
追

及
さ
れ
た
事
案
を
み
て
も
､
東
京
地
裁
昭
和
四
四
年

一

〇
月
二
九
日
を
除
き
､
ほ
と
ん
ど
が
代
表
取
締
役
の
責

任
が
追
及
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
基
本

的
に
本
判
決
の
被
告
S
lの
よ
う
に
中
間
管
理
職
的
地
位

に
あ
る
者
の
代
理
監
督
者
責
任
は
､
同
族
会
社
に
お
け

る
代
表
取
締
役
と
は
違
い
､
よ
り
慎
重
な
判
断
を
必
要

と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
学
説
も
､
前
述
し
た
よ
う
に

前
記
昭
和
四
二
年
判
決
に
従
い
つ
つ
も
､
下
位
の
監
督

者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
な
ん
ら
か
の
方
法
に
よ

っ
て
回
避
し
ょ
う
と
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
使
用
者
責
任

が
報
償
責
任
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
｡
民
法
七

一
五
条

一
項
の
使
用
者
責
任
に
つ

い
て
､
報
償
責
任
の
観
点
か
ら
無
過
失
責
任
的
に
広
-

解
釈
す
る

一
方
で
､
従
業
員
の
不
法
行
為
責
任
を
容
易

に
肯
定
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
対
し
て
､
同
三
項

の
求
償
権
の
範
囲
を
制
限
し
て
従
業
員
の
不
法
行
為
責

任
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
-
､
他
方
で
単
純
に
法
人
自

体
に
つ
い
て
も
民
法
七
〇
九
条
に
よ

っ
て
責
任
を

負
わ

せ
よ
う
と
し
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
p
民
法
七

一
五
条

二

項
の
代
理
監
督
者
責
任
と
い
う
場
面
に
な
る
と
､
損
害

発
生
の
回
避
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
他
の
従
業
員
で

あ
る
代
理
監
督
者
に
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
る
と
し
て
き

た
が
､
こ
れ
で
は
使
用
者
責
任
を
報
償
責
任
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
て
い
る
同

一
項
責
任
の
議
論
と

忘
貝
性
が
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

し
た
が

っ
て
､
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
て
本

判
決
を
検
討
す
る
に
､
基
本
的
に
支
店
長
で
あ
る
領

の

責
任
に
つ
い
て
単
純
に
支
店
長

(構
内
現
場
の
管
理
監

督
者
)
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
由
に
肯
定
し
た
点
に
問
題

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
も
し
､
肯
定
す
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
､
よ
-
詳
細
に
､
少
な
-
と
も
ど
の
よ
う
な

管
理
監
督
を
行
な

っ
て
い
た
の
か
､
安
全
教
育
を
ど
の

よ
う
に
行
な

っ
て
い
た
の
か
､
そ
も
そ
も
S
lは
ど
の
よ

う
な
権
限
を
有
し
て
い
た
の
か
を
認
定
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

と
こ
ろ
で
､
本
判
決
に
お
い
て
は
領
は
い
ま
だ
出
勤

し
て
お
ら
ず
責
任
は
負
わ
な
い
旨
を
主
張
し
た
が
､
裁

判
所
は
事
故
当
時
の
出
勤
い
か
ん
は
関
係
な
い
旨
を
判

示
し
て
い
る
｡
臼

で
紹
介
し
た
事
案
の
う
ち
､
代
表
取

締
役
に
つ
き
代
理
監
督
者
責
任
を
追
及
さ
れ
た
事
案
で

あ
る
が
､
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日
は
南
氷

洋
に
お
け
る
捕
鯨
作
業
中
に
作
業
員
が
転
落
死
し
た
事

散
に
つ
い
て
日
本
に
い
た
代
表
取
締
役
の
代
理
監
督
者

責
任
を
否
定
し
て
い
る
｡
し
か
し

一
方
で
､
福
岡
地
裁

小
倉
支
判
昭
和
五
五
年

一
月
二
九
日
は
船
舶
乗
船
中
の

従
業
員
が
喧
嘩
抗
争
に
よ
-
傷
害
を
負

っ
た
事
案
で
､

代
表
取
締
役
の
代
理
監
督
者
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
｡

前
記
昭
和
四
二
年
判
決
の
い
う

｢現
実
に
｣
と
い
う
点

で
判
断
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の

｢現
実
に
｣

は
実
際
に
不
法
行
為
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て

〔別
}

い
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
そ
の

点
で
本
判
決
に
お
い
て
SH
の
出
勤
い
か
ん
は
関
係
が
な

い
と
判
示
し
た
こ
と
は
理
解
し
う
る
｡

最
後
に
､
本
件
に
お
い
て
i
jの
責
任
を
追
及
す
る
実

益
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
代
理
監
督
者
責
任

は
､
た
と
え
ば
使
用
者
で
あ
る
会
社
が
小
規
模
な
会
社

で
そ
も
そ
も
無
資
力
の
よ
う
な
場
合
に
､
被
害
者
保
護

の
観
点
か
ら
使
用
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
責
任
を

認
め
う
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
場
合
以
外
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
代
理
監
督
者
責
任
を
問
う
こ
と
は
､

使
用
者
責
任
が
報
償
責
任
に
も
と
づ
-
責
任
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
､
や
は
-
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
｡
代
理
監
督
者
責
任
を
追
及
す
る
に
し
て
も
､

小
規
模
会
社
の
代
表
取
締
役
等
､
報
償
責
任
等
の
観
点

か
ら
あ
る
程
度
正
当
化
し
う
る
よ
う
な
立
場
に
あ
る
者

に
対
し
て
追
及
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
ま
だ
疑
問
の
余

地
は
少
な
い
が
､
本
件
の
よ
う
に
>
N
の
よ
う
な

一
介
の

支
店
長
に
対
し
て
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
基
本
的
に

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

(-
)
神
田
孝
夫

｢不
法
行
為
責
任

の
研
究
｣
二
粒
社
､
一
九

八
八
年
)

一
六
七
頁
｡

(2
)
な
お
､
代
理
監
督
者
責
任
で
は
な
-
民
法
七
〇
九
条
に

よ
っ
て
代
表
取
締
役
の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
事
例
と
し
て

横
浜
地
裁
小
田
原
支
判
平
成
六
年
九
月
二
七
日
判
例
タ
イ

ム
ズ
八
九
五
号

二

lL五
頁

(積
極
)
が
あ
る
｡
こ
の
判
決

は
､
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
原
木
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
み

作
業
中
の
者
が
､
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
解
け
て
落
下
し
た
原

㊨

労働法律旬報

判例研究/ヤマト運輸事件 ･東京地裁判決



木
が
頚
部
に
当
た

っ
て
負
傷
し
た
事
故
に
つ
い
て
､
勤
務

会
社
と
代
表
取
締
役

の
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
損
害

賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
の
よ
う
で
あ
る
が
､
裁
判

所
は
本
件
代
表
取
締
役
は
原
木
の
積
み
込
み
作
業

の
指
揮

監
督
を
行
な

っ
て
い
た
者
と
し
て
､
被
告
会
社
に
安
全
配

慮
義
務
を
尽
-
さ
せ
る
よ
う
注
意
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と

し
て
､
そ
の
注
意
義
務
違
反
に
よ

っ
て
責
任
を
肯
定
し
た

も

の
で
あ
る
｡
こ
の
判
決
に
つ
い
て
､
井
上
正
範

｢使
用

者

の
代
表
者
の
責
任
｣
林
豊
-
山
川
隆

一
編

『新

･
裁
判

実
務
大
系
第

一
七
巻

労
働
関
係
訴
訟
法
Ⅱ
』
(青
林
書
院
､

二
〇
〇

7
年
)
三
六
五
頁
は
民
法
七

山
五
条
二
項
責
任
と

は
言
い
難
い
と
評
す
る
｡

(3
)
内
田
貫

『民
法
Ⅲ

(第
二
版
)
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

二
〇
〇
七
年
)
四
六
八
頁
｡

(
4

)

加

藤

一

郎

『不
法
行
為

(増
補
版
)』
(有
斐
閣
､

一
九

七
四
年
)
一

八
二
頁
､
内
田

こ
別
掲

註

(3
)
四
六
五
頁
｡

(5
)
片
岡
聴

『改
訂
増
補
過
失
の
認
定
』
(東
京
法
令
出
版
株

式

会
社

､
一
九
九

〇
年
)

t
七
六
頁
参
照
o
な
お
､
対
歩

行
者
に
つ
い
て
も
信
頼
の
原
則
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て

触
れ
る
も

の
と
し
て
､
篠
田
省
二

｢信
頼
の
原
則
｣
吉
田

秀
文
-
篠
崎
勤

『裁
判
実
務
大
系
第
八
巻

民
事
交
通

･

労
働
災
害
訴
訟
法
』
(青
林
書
院
､

一
九
八
五
年
)

二
二
九

頁
｡

(6
)
塩
田
親
文
-
吉
川
義
春

｢
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法

(ll
)｣
(有
斐
閣
､

1
九
六
七
年
)
三
四
三
貫
以
下
､
神
田

｡

前
掲
註

(-
)

一
四
三
百
以
下
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
0

本
稿
も
そ
れ
ら
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
｡

(
7
)
梅

謙

二

郎

『

民
法
要
義
巻
ノ
三
』
(明
法
堂
､

一
八
九

八

年
)
八
八
三
頁

｡

(8
)
神
田

･
前
掲
註

(
-
)

一
四
四
頁
｡

(9
)
大
判
明
治
三
四
年

lt
二
月
二
〇
日

(刑
録
七
輯

二

巻

一
〇
五
頁
)
､
大
判
大
正

二
年

一
月

一
五
日

(新
開
九
二

l

号
二
六
貫
)
な
ど
｡

(10
)
神
田

こ
別
掲
註

(
-
)

.t
四
四
頁
o

(
11
)
大
判
大
正
二
年
二
月
五
目
民
録

一
九
時

五
七
百
､
大
判

大
正
九
年
六
月
二
四
日
民
録
二
六
輯

一
〇
八
三
頁
､
大
判

大
正

一
〇
年
六
月
七
日
刑
録
二
七
輯
五
〇
六
貫
な
ど
O

(
12
)
神
田

･
前
掲
註

(-
)

l
四
四
頁
､
塩
田
=
吉
川

･
前

掲
註

(6
)
三
五
二
頁
｡
た
だ
し
､
こ
の
よ
う
な
理
論
構

成
に
対
し
て
批
判
す
る
も
の
と
し
て
倉
樺
康

心
郎

｢東
京

地
判

昭
和
三
三
年

二

月

一
三
日
判

批
｣
法
学
研
究
三
四

巻
三

号
二

九
六

一
年
)
六
九
頁
｡

(
13
)
大
判
大
正

一
〇
年
六
月
七
日
刑
録
二
七
輯
五
〇
六
頁

(有

限
責
任
販
売
組
合
農
業
倉
庫

(法
人
)
の
理
事

が
代
理
監

督
者
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
案
)
0

(14
)
鳩
山
秀
夫

『
日
本
債
権
各
論
F
巻
』
(岩
波
書
店
､

l
九

二
四
年
)
九

二
〇
頁
｡

(
15
)
東
京
地
判
昭
利
三
四
年
九
月
八
目
下
級
裁
判
所
民
事
裁

判

例

集

t
i

O
巻
九
号

一
八
九
五
頁
､
東
京
高
判
昭
和
三
八

年
一

一

月
二
七
日
高
等
裁
判
所
民
事
判
例
集

.t
六
巻
八
号

七
三
四
頁
｡
前
者
の
裁
判
例
は
代
理
監
督
者
責
任
を
追
及

す
る
た
め
に
は
､
単
に
使
用
者
た
る
法
人
の
代
表
者
で
あ

る
こ
と
だ
け
で
は
足
り
ず
､
さ
ら
に
被
用
者
の
事
業
の
執

行
を
監
督
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
､

後
者
の
裁
判
例
は
代
表
者
が
具
体
的
に
事
業
の
監
督
を
な

し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と

す
る
｡

(16
)
神
田

･
前
掲
註

(-
)

一
四
六
頁
､
塩
田
-
吉

川

｡
前

掲
註

(6
)
三
五
七

頁

｡
加
藤
教
授

は

｢
理

事
が
法
人
の

機
関
と
し
て
当
然
に

責

任

を

負

う

の
で
は
な
-
､
具

体

的

に
被
用
者
の
選
任

･監
督

を

担
当
し
て
い
る
か
ぎ
-
に
お

い
て
､
代
理
監
督

者

と

し

て

責
任
を
負
う
も

の
で
あ
る
｣

と
述
べ
る

(加
藤

一
郎

『
不

法

行
為
』
(有
斐
閣
､

一
九

五

七
年
)

l
<
人

質

)
0

(
17
)
た
と
え
ば
､
大
阪
地
判
平
成

一
〇
年

一
一
月
三
〇
日
交

通
事
故
民
事
裁
判
例
集
三

一
巻
六
号

.
i

七
八

九

頁
､
福
岡

高
判
平
成
八
年
九
月
二
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
二

八

号

一

七
三
頁
､
大
阪
地
判
平
成
七
年

一
〇
月

一
三

日

先

物

取

引

裁

判

例

集

1

九
号
六
八
貫
､
神
戸
地
判
平
成
六
年
二

月

二
九
日
交
通

事

故
民
事
裁
判
例
集
二
七
巻
六
号

一
七
六
八

頁
'
大
阪
地
判
平
成
六
年
八
月
二
四
日
交
通
事
故
民
事
裁

判
例
集
二
七
巻
四
号

一
〇
七
六
頁
､
大
阪
高
判
平
成
四
年

六
月

二

四

日

判

例

時

報

一
四

五

言
す
一
一
六
頁
な
ど
O

(18
)
加
藤

･
前
掲

註
(16
)

一
八

八

頁

､

四
宮
和
夫

『
不
法

行
為
』
(青
林
書

院

､

l

L
九

八
五

年

)
七
〇
七
頁
､
平
井
宜

雄

『債
権
各

論

E

3

慧

弘

文

堂

､

一
九

九

二
年

)

二

四

一
頁
｡

(19
)
平
井

･
前
掲

註

(
18

)

二

四

一
貫
o

(20
)
沢
井
裕

｢最
判
昭
和
三
五
年
四
月

一
四
日
判
批
｣
民

商

法
雑
誌
四
三
巻
四
号

(
一
九
六

一
年
)
六

〇
七
頁
､
横

山

長

｢最
判
昭
利
四
二
年
五
月
三
〇
日
判
批
｣
法
曹

時

報

l

九
巻
九
号

二

九
六
七
年
)
一
七
三
頁
､
淡
路
剛
久

｢最

判
昭
和

四
二
年
五
月
三
〇
日
刊
批
｣
法
学
協
会
雑
誌
八

五

巻
五
号

(
一
九
六
八
年
)

〓

小五
貫
O

(21
)
三
善
勝
栽

｢代
理
監
督
者
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ

二
六
八
号

二

九
七
一
年
)
九
七
頁
｡

(22
)
三
善

･
前
掲
註

(
21
)
九
八
頁
｡

(23
)
谷
口
知
平

｢最
判
昭
和
四
二
年
五
月
三
〇
日
判
批
｣
民

⑳
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商
法
雑
誌
五
七

巻

六
号

二

九
六
八
年
)
九
六
二
頁
｡

(2
)
谷
口

･
前
掲

註

(

23

)

九

六

一

貫

-
九
六
二
頁
｡

(

25

)

神

田

こ

別
掲
註

(-
)
一
六
〇
頁
､
森
島
昭
夫

｢使
用

者

責

任

｣

ジ

エ
リ
ス
-
九

一
八
号

二

九
八

八

年

)

八
九

頁
､
原

田
卓

｢
い
わ
ゆ
る
下
位
監

督

者

の
代

理

監

督

者

責

任
｣
東
京
三
弁
護
士
会
交
通
事
故
処
理
委
員
会
編

『
交

通

事
故
訴
訟

の

理

論

と

展

望
慧
ぎ
ょ
う
せ

い
､

一
九
九
三
年
)

一
五
二
頁
o

(26
)
原
田

･前
掲

註

(25
)
一
五
二
頁
｡

(27
)
四
宮

･
前
掲
註
(18
)
七
〇
七

頁

､

平
井

こ
別
掲
註
(18
)

二
四

lL
頁
､
吉
相
良

一
『不
法
行
為
法

(∴第
三
版
)』
(有

斐
閣
､
二
〇
〇
五
年
)
二
〇
四
頁
｡
な
お
､
協
同
組
合

の

経
理
担
当
者
が
手
形
を
偽
造
し
た
事
案

に
つ
き
､
協
同
組

合
の

代

表

理
事
に
つ
い

て
代

理
監
督
者
と
せ
ず
､
経
理
担

当

者

を

選

任

･
監
督
し

て

い
た
協

同
組
合

の
専
務
理
事
を

代
理
監
督
者

と

認

定

す
る
も
､
選

任
･監

督
に
つ
い
て
注

意
を
払

っ
て
い
た
と
し
て
免
責
を
認
め
た
事
例
と
し
て
東

京
地
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
五
日
判
例
時
報

一
〇

一
六
号

八

一
頁
が
あ
る
｡

(28
)
山
田
博

｢代
理
監
督
者
責
任
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
二

二

一

号

二

九
六
七
年
)
七
六
頁
｡

(29
)
新
川
晴
美

『労
働
災
害
の
法
律
実
務
誓
中
央
経
済
社
､

一
九
七
九
年
)
二
〇
七
頁
o
新
川
弁
護
士
は
､
代
理
監
督

者
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
､
①
取
締
役

や
そ
れ
に
準
ず
る
実
権
を
有
す
る
者
で
､
事
業

の
大
部
分

ま
た
は
重
要
部
分
に

つ
い

て

専
権
的
な
実
権
を
有
し
､
②

当
該
実
権
が
担

当
事
業
に

必

要

な
人
的
､
物
的
措
置
を
自

ら
の
権
限
で
措
置
し
う
る
程
度

の
内
容
を
有
し
､
③
加
害

の
原
因
と
な

っ
た
労
働
者
と
､
そ
の
労
働
者

の
行
な
う
作

業
を
実
際
に
指
揮
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
者
と

い
う
要
件

を
提
唱
す
る
｡
こ
れ
ら
の
要
件
に
つ
い
て
好
意
的
に
評
価

す
る
も

の
と
し
て
､
古
久
保
正
人

｢代
理
監
督
者

の
責
任
｣

吉
田
秀
文
-
塩
崎
勤
編

『裁
判
実
務
大
系
第
八
巻

民
事

交
通

･
労
働

災
害
訴
訟
法
警
青
林
書
院
､

一
九
八
五
年
)-

四
七
四
頁
｡

(30
)
交
通
事
故
訴
訟
に
お

い
て
代
理
監
督
者
責
任

が

問

題

と

な

っ
た
事
案
で
は
､
交
通
事
故
時
に
同
乗
し
て
い
な
か

っ

た
と
し
て
も
代
理
監
督
者
責
任
を
負
わ

さ
れ
た
事
例
は

枚

挙
に
い
と
ま
が
な

い
｡

(み
な
み

け
ん
ご
)
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