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損害賠償法における素因の位置 (3)

二

一
般
生
活
上
の
危
険
に
よ
る
免
責

冒
･2
2
】

B
G
H
l
九
七
六
年
二
月
六
日
判
決

(B
G
H
N
JW

1976.1
1
4

3
)
で
は
､
原
因
関
係
を
否
定
す
る
の
で
は
な
-
､
損
害

=
素
因

の
発
現
に
対
す
る
加
害
者
の
予
見
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
-
責
任
充
足
的
因
果
関
係
を
否
定
し
､
加
害
者
の
免
責
を
図

っ
た
の
に
対

(1
)

し
'
学
説
は
素
因
競
合
事
例
に
お
け
る
予
見
可
能
性
に
よ
る
加
害
者
の
責
任
制
限
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
っ
た

｡
そ
れ
で
は
､
学
説
が
批
判

す
る
よ
う
に
'
予
見
可
能
性
に
よ
る
免
責
が
積
極
的
意
義
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
､
素
因
競
合
事
例
に
お
い
て
は
加
害
行
為
と

損
害
と
の
間
に
原
因
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
､
競
合
し
た
素
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
加
害
者
は
全
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と

な
ろ
う
が
､
こ
の
結
論
が
妥
当
性
を
欠
-
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
予
見
可
能
性
に
代
わ
る
免
責
根
拠
が
求
め
ら

(2
)

れ
る
｡
そ
こ
で
判
例

･
学
説
で
は
､
予
見
可
能
性
に
代
え
て

(あ
る
い
は
併
用
し
て
)､

l
般
生
活
上
の
危

険

の
観
点
か
ら
の
免
責
が
導
入

さ
れ
て
い
る
｡

(

一)

一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化

裁
判
例
が

1
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
に
よ
り
加
害
者
の
免
責
を
図
る
場
合
､
加
害
行
為
に
よ
っ
て
法
律
が
保
護
を
目
的
と
す
る
危
険
が

(
3
)

実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
論
ず
る
｡
す
な
わ
ち
､
B
G
B
八
二
三
条
一
項

が
保
護
を
予
定
す
る
危
険
領
域
に
は
含
ま
れ
な
い
と
す

る
の
で
あ
る
｡
次
に
挙
げ
る

冒
･2
3
】

B
G
H
l
九
六
八
年
六
月
七
日
判
決
で
は
､
加
害
者
の
責
任
が
相
当
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
基
礎
づ

け
ら
れ
る
か
否
か
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
被
害
者
の
損
害
が
被
侵
害
規
範
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
｡

①

冒

-2
3
】

B
G
H
一
九
六
八
年
六
月
七
日
判
決

(B
G
H
I
Z
1969.
702)

1
九
六

1
年
四
月

二

日
､
勤
務
後
帰
宅
し
て
い
た
Ⅹ

(ド
イ
ツ
連
邦
鉄
道
の
踏
切
保
安
係
)
が
､
補
助
エ
ン
ジ
ン
付
き
自
転
車
で
優
先

通
行
道
路
を
走
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
､
Y
が
軽
オ
ー
ト
バ
イ
で
優
先
通
行
権
を
違
反
し
Ⅹ
の
走
行
し
て
い
た
道
路
へ
進
入
し
て
き
て
､
Ⅹ
と

北法63(1･105)105



説

衝
突
し
た
｡
Ⅹ
は
そ
の
際
前
頭
部
を
道
路
に
打
ち
付
け
た
o
X
は
､
同
月
二

1
日
ま
で
病
院
で
治
療
を
受
け
､
同
年
六
月
二
七
日
に
職
務
に

復
帰
し
た
が
'
そ
の
日
以
降
'
目
弦
､
頭
痛
が
す
る
よ
う
に
な
-
､

一
九
六
二
年

一
月
三
日
か
ら
同
年
二
月

二
二
日
ま
で
稼
働
不
能
と
な

っ

論

た
｡
ド
イ
ツ
連
邦
鉄
道
は
､
Ⅹ
の
長
期
稼
働
不
能
を
理
由
と
し
て
､

一
九
六
三
年
五
月

一
日
付
で
X
を
解
雇
し
た
｡
以
上
の
事
実
関
係
の
も

と
'
Ⅹ
ほ
､
本
件
事
故
に
よ
り
頭
部
に
挫
傷
を
負
い
､
脳
自
体
も
損
傷
を
受
け
'
そ
の
た
め
に
五
四
歳
で
早
期
に
退
職
す
る
こ
と
と
な

っ
た

と
し
て
､
1
九
六
三
年
五
月

一
日
以
降
の
年
金
及
び
公
務
員
と
し
て
の
総
支
給
額
の
賠
償
を
Y
に
対
し
て
請
求
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
Y
は
､

Ⅹ
の
退
職
が
早
め
ら
れ
た
の
は
､
Ⅹ
の
脳
の
血
管
が
事
故
以
前
か
ら
硬
化
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
事
故
に
起
因
す
る
も
の
で

は
な
い
と
主
張
し
た
｡

本
件
控
訴
審
は
'
事
故
と
は
無
関
係
の
Ⅹ
の
脳
動
脈
硬
化
症
は
､
事
故
に
よ
っ
て
'
事
故
が
な
か
っ
た
場
合
よ
り
早
-
発
見
さ
れ
'
そ
の

た
め
に

1
九
六
三
年
五
月

一
日
以
降
こ
の
運
命
的
な
病
気
の
た
め
に
退
職
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
､
Y
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
Ⅹ
の
請
求
を
認
容
し
た
が
'
本
件
B
G
H
は
､
こ
の
控
訴
審
の
判
断
は
法
的
に
は
是
認
さ
れ
な
い
と
し
て
､
Ⅹ
の
請

求
を
棄
却
し
た
｡
B
G
H
は
､
確
か
に
､
Y
の
不
法
行
為
と
Ⅹ
の
早
期
退
職
及
び
そ
れ
に
基
づ
-
損
害
と
に
は
条
件
関
係

(conditio
sin
e

quano
n
)
が
あ
り
､
Ⅹ
の
早
期
退
職
の
条
件

〔脳
動
脈
硬
化
症
〕
は
専
政
が
な
か

っ
た
場
合
よ
り
も
早
期
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
Y
の
賠
償
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
相
当
因
果
関
係
の
観
点

(4
)

は
､
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
､
公
正
な
責
任
制
限
の
問
題
を
適
切
な
方
法
で
解
決
す
る
の
に
適
当
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る

｡
そ
し
て
B

G
H
は
､
加
害
行
為
の
結
果
が
被
侵
害
法
規
の
保
護
範
囲
に
あ
る
か
否
か
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
保
護
範
囲
の
観
点
か
ら

責
任
制
限
を
論
ず
る
｡
こ
こ
で
B
G
H
は
､
エ
ッ
サ
ー

(I.
E
sser
)
の
主
張
す
る

｢違
法
性
連
関
｣
を
引
き
合
い
に
出
す
｡
す
な
わ
ち
､

行
為
者
に
は
､
規
範
の
命
令
及
び
禁
止
の
目
的
に
よ
り
阻
止
さ
れ
る
べ
き
結
果
の
み
が
帰
寮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
､
責
任
規
範
は
あ
ら
ゆ
る

損
害
結
果
を
包
含
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
-
､
違
反
さ
れ
た
禁
止
に
よ
-
ど
の
程
度
が
無
視
さ
れ
た
の
か
の
み
を
予
定
し

北法63(1･106)106



損害賠償法における素因の位置 (3)

(5
)

て
い
る
と
す
る
見
解
で
あ

る

｡
そ
の
上
で
､
B
G
H
は
'
｢違
法
性
連
関
｣
そ
の
も
の
で
は
な
-
､
そ
の
趣
旨
か
ら
保
護
範
囲
に
つ
き
言
及
し
､

Y
の
免
責
を
図
る
｡

｢
-
‥
＼

主
張
さ
れ
た
損
害
が
被
侵
害
規
範
に
よ
-
防
止
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
､
被
侵
害
規
範
の
普

味
及
び
射
程
が
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
B
G
B
八
二
三
条

1
項
は
､
-
･･･'
こ
こ
で
顧
慮
さ
れ
る
部
分
に
お
い
て
は
､
身
体
及
び

健
康
の
不
可
侵
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
｡
同
規
定
は
､
法
益
を
他
者
が
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
､
及
び
､
身
体
及
び
健
康
に
対

す
る
有
責
な
侵
害
と
結
び
つ
い
た
賠
償
義
務
に
よ
り
､
法
益
侵
害
か
ら
生
じ
る
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
｣
'
｢本
件
Ⅹ

の
よ
う
に
､
あ
る
者
が
事
故
に
よ
-
侵
害
さ
れ
た
場
合
､
治
療
費
の
み
な
ら
ず
'
被
害
者
が
被

っ
た
収
入
減
損
の
賠
償
も
ま
た
'
被
害
者
は

事
故
の
傷
害
の
た
め
に
仕
事
ま
た
は
所
得
を
も
は
や
行
う
こ
と
が
で
き
な
-
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
B
G
B
八
二
三
条

1
項
が
奉
仕
す
る

保
護
目
的
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
｡
同
じ
こ
と
は
'
被
害
者
が
事
故
に
よ
り
被

っ
た
健
康
損
害
の
た
め
退
職
が
早
ま

っ
た

こ
と
に
よ
り
被

っ
た
不
利
益
の
補
償

(A

usgleich
)
に
妥
当
す
る
.
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
､
B
G
B
八
二
三
条

1
項
が
防
止
を
目
的
と
す

る
身
体
侵
害
の
結
果
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
身
体
侵
害
の
結
果
は
法
の
保
護
範
囲
に
あ
る
の
で
あ
る
｣
､
｢
し
か
し
､
Ⅹ
が
請
求
す
る
損
害

に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
る
｡
身
体
侵
害
の
禁
止
は
､
そ
の
時
点
ま
で
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
病
気
が
発
見
さ
れ
､
そ
の
後
年
金

つ
き

退
職
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
の
保
護
を
予
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
の
限
-
で
は
､
法
が
防
止
を
目
的
と
す
る
危
険
は
事
故
に
よ
-

現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
｡
病
気
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
､
人
に
い
つ
で
も
起
こ
り
う
る
運
命

(G
e
sch
ick
)
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

1

枚
生
活
上
の
危
険
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
B
G
B
八
二
三
条

1
項
が
保
護
を
目
的
と
す
る
危
険
領
域
に
は
な
い
｣
'
｢S
tV
G

(6
)

七

条

が
請
求
権
の
基
礎
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
限
り
､
同
じ
考
慮
が
妥
当
す
る
｡
本
件
に
お
い
て
も
､
Ⅹ
が
賠
償
を
請
求
す
る
事
実
の
結
果
は
､

(7
)

法
規
定
の
保
護
範
囲
に
は
な

い

｣
｡

本
判
決
は
､
素
因
が
介
在
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
､
も
は
や
相
当
因
果
関
係
に
よ
る
予
見
可
能
性
に
よ
っ
て
は
責
任
範
囲
を
確
定
す
る
こ
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説

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
言
し
､
そ
の
代
わ
り
と
し
て
､規
範
の
保
護
範
囲
に
よ
っ
て
責
任
制
限
を
図

っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
本
判
決
は
'

こ
れ
を

1
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
o
あ
る
損
害
が
規
範
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
き
､
本
判
決
で
は
､

一
般

論

論
と
し
て
､
被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
,
全
て
の
損
害
は
B
G
B
八
二
三
条

一
項
が
防
止
を
目
的
と
す
る
身
体
侵
害
の
結

果
で
あ
り
､
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
本
件
の
よ
う
な
被
害
者
が
加
害
行
為
時
以
前
か
ら
素
因
を
有
し
て
お
り
､
当
該

素
因
が

一
因
と
な
り
損
害
の
発
生
が
早
め
ら
れ
た
と
い
う
場
合
に
は
､
事
情
が
異
な
る
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
法
は
､
加
害
行
為
の
結
果
で

あ
る
身
体
侵
害
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
保
護
を
予
定
す
る
の
で
あ
る
が
､
加
害
行
為
の
結
果
､
被
害
者
の
素
因
が
顕
在
化
さ
れ
た
が

故
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
､
被
害
者
の
潜
在
的
疾
患
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は

一
般
生
活
上
の
危
険
の
顕
在
化
に
す
ぎ
な
い
た
め
､
B
G

B
八
二
三
条

一
項
の
保
護
の
対
象
と
な
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
､
潜
在
的
疾
患
の
顕
在
化
に
よ
-
退
職
が
早
め
ら
れ
た
こ
と
も
ま
た
'

1
般
生

活
上
の
危
険
の
顕
在
化
に
す
ぎ
な
い
の
で
損
害
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
本
判
決
に
よ
れ
ば
､
｢
い
つ
で
も
起

こ
り
う
る
運
命

(G
esch
ick
)｣
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
人
は
素
因
と
い
う
自
ら
の
権
利
領
域
内
の
出
来
事
に
対
し
て
は
自

(
8
)

ら
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ

う

｡
し
か
し
､本
判
決
で
は

一
般
生
活
上
の
危
険
の
指
標
と
し
て
､

ま
さ
に

｢運
命
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
故
に
'

1
般
生
活
上
の
危
険
と
特
別
の
危
険
と
の
境
界
'
す
な
わ
ち
加
害
者
の
責
任
制
限
の
限

(9
)

界
は
依
然
と
し
て
暖
味
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ

る

｡

②

冒
･2
4
3

K
G
一
九
八
五
年
五
月
二
日
判
決

(K
G
V
e
rs
R
198
7,105)
は
､
最
善
の
観
察
者
に
よ
る
予
見
可
能
性
と
共
に

一
般
生
活
上

の
危
険
を
併
用
し
て
最
終
的
に
加
害
者
逐
免
責
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
二
重
の
責
任
制
限
は
'
前
掲

冒
･23】
B
G
H
一
九
六
八
年
六
月

七
日
判
決
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
相
当
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
の
責
任
制
限
の
み
で
は
､
加
害
者
の
責
任
限
定
の
根
拠
づ
け
は
不
十

分
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
生
ず
る
｡
で
は
､.
本
判
決
が
二
重
の
責
任
制
限
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
の
か
'
考
察
し
よ
う
｡
本

件
の
事
案
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
自
動
車
教
習
所
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
Ⅹ
は
､

1
九
八
二
年
四
月

1
日
に
Y
の
教
習
の
際
､
Y
と
口
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損害賠償法における素因の位置 (3)

論
と
な
り
､
そ
の
後
心
筋
梗
塞
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
る
健
康
損
害
に
つ
き
､
Y
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
｡
原
審
は
Ⅹ
の
請
求
を

棄
却
.
X
が
上
訴
､
上
訴
棄
却
｡
K
G

(ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
)
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
､
Ⅹ
の
心
筋
梗
塞
の
発
症
を

1
般
生
活
上
の
危

険
の
影
響
で
あ
る
と
し
て
､
加
害
者
の
帰
寮
性
を
否
定
す
る
｡

｢
Ⅹ
の
主
張
す
る

1
九
八
二
年
四
月

1
日
の
口
論
の
際
の
出
来
事
に
よ
る
と
､
Ⅹ
に
生
じ
た
興
奮
が
心
筋
梗
塞
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
な
か

っ
た
｡
Y
も
最
善
の
観
察
者
も
､
そ
の
よ
う
な
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
ま
た
､
そ
の

結
果
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
｡
Ⅹ
の
心
筋
梗
塞
の
健
康
侵
害
と
Y
に
よ
る
強
要
(n
6
tig
u
n
g
)
そ
の
も
の
と
の
結
び
つ
き
(A
n
k
n
d
p
fun
g
)

は
偶
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
Ⅹ
は
､
Ⅹ
を
興
奮
さ
せ
結
果
と
し
て
心
筋
梗
塞
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
と
な

っ
た
Ⅹ
に
対
す
る
強
要
で
あ

っ
た

の
は
､
オ
ー
-
バ
イ
の
妨
害
と
腕
力
に
よ
る
脅
し
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
森
林
の
駐
車
場
で
の
運
転
教
習
の
不
履
行
で
あ

っ
た
の
だ
と

主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
Ⅹ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

Y
の

〝乱
暴
な
振
舞
い
ク
と
そ
れ
に
よ
-
表
さ
れ
る
軽
蔑

(M
is

sachtun
g
)
及
び
軽
視

(G
e
rin
g
sch
atzun
g
)
が
Ⅹ
に
怒
り
と
恐
怖
の
感
情
を
抱
か
せ
'
こ
の
精
神
状
態
が
Ⅹ
に
心
筋
梗
塞
を
引
き

起
こ
す
こ
と
と
な

っ
た
の
だ
と
｡
そ
の
限
-
に
お
い
て
Ⅹ
は
､
一
九
八
二
年
四
月

1
日
の
出
来
事
の
際
の
Y
の
全
行
為
に
､
と
-
わ
け
Y
の
ク乱

暴
な
″
態
度
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
-
､
Y
の
態
度
そ
れ
自
体
並
び
に
強
要
は
B
G
B
八
二
三
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
保
護
法
規
違
反
の

内
容
を
持

つ
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
出
来
事
に
よ
り
Ⅹ
に
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
興
奮
は
'
実
際
の
強
要
が
な
け
れ
ば
､
適
切
な
方
法
で

よ
り
小
さ
-
な

っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
か
つ
､
心
筋
梗
塞
を
惹
き
起
こ
さ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
｣
､
｢
Y
が
オ
ー
ー
バ
イ
の
前
に
立

っ
た
-
暴
力
を
振
る
っ
た
-
し
た
の
で
は
な
-
､
森
林
の
駐
車
場
で
､
強
-

〝乱
暴
な
″

言
葉
で
運
転

教
習
を
非
難
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
し
て
も
､
X
の
興
奮
は
全
-
取
る
に
足
り
な
い
も
の
は
で
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
､
事
物
の

経
過
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡
当
事
者
間
の
領
域
で
激
し
い
口
論
が
生
じ
る
こ
と
は
､
稀
で
は
な
く
'
ま
た
お
そ
ら
く
､
既
存
の
相
違
す

る
利
益
及
び
観
念
と
そ
れ
ら
の
貫
徹
の
た
め
の
社
会
生
活
と
結
び
つ
い
て
い
る
｡
そ
の
際
に
は
､
ま
た
､
そ
う
す
る
こ
と
で
個
々
の
当
事
者
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説

に
後
ま
で
尾
を
引
-
興
奮
状
態
と
な
る
こ
と
は
'
異
常
で
は
な
い
｡
し
か
し
こ
の
こ
と
は
'

1
般
的
に
､
そ
の
こ
と
に
基
づ
き
例
え
ば
結
果

と
し
て
生
じ
る
心
筋
梗
塞
が
理
由
で
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
得
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
そ
の
よ

論

う
な
健
康
損
害
は
､
こ
う
し
た
事
情
の
下
で
は
通
常
､
責
任
法
上
の
意
味
に
お
け
る
帰
寮
可
能
性

(Zurechnenbark
eit)
が
原
則
と
し
て

(10)

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
生
活
上
の
危
険
の
影
響
と
異
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｣
.

本
件
で
は
､
Ⅹ
は
Y
の
行
為
に
対
し
て
興
奮
L
t
そ
の
興
奮
の
た
め
Ⅹ
が
も
と
も
と
有
し
て
い
た
心
臓
病
が
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
が
'

最
善
の
観
察
者
に
よ
っ
て
も
､
こ
う
し
た
事
態
は
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
ず
､
予
見
す
る
必
要
も
な
い
と
す
る
｡
し
か
し
'
予
見
す
る
必
要

が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
Y
が
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
Y
の
行
為
に
よ
る
Ⅹ
の
興
奮
は
全
-
取
る
に
足
-
な
い
も
の
で
は
な

-
､
興
奮
状
態
が
後
々
ま
で
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
､
異
常
な
事
態
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と

一
見
､
Y
は
責
任

を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
､
本
件
K
G
は
､
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
､
Y
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
､

Y
の
責
任
を
否
定
す
る
｡
本
件
K
G
は
､
こ
れ
を

1
枚
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
結
論
を
導
-
｡
す
な
わ
ち
'
Ⅹ
が
興
奮
し
そ
の
た
め
に

心
筋
梗
塞
を
発
症
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
事
態
は
､

一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
本
件
に
お
け
る
Y
の

損
害

(心
筋
梗
塞
に
よ
る
健
康
損
害
)
は
､
い
わ
ゆ
る
後
続
損
害
で
あ
る
が
､
本
件
で
は
Ⅹ
が
素
因
を
有
し
て
い
た
が
故
に
生
じ
た
後
続
損

害
で
あ
る
｡
本
判
決
で
は
､
当
該
後
続
損
害
の
帰
責
の
当
否
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
れ
を

1
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら

否
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

③
前
掲

冒
T2
4
3

K
G
l
九
八
五
年
五
月
二
日
判
決
は
､
予
見
可
能
性
と
共
に

一
般
生
活
上
の
危
険
の
併
用
に
よ
り
加
害
者
の
責
任
限
定
を

行

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､次
の
冒
･2
53
0
L
G
K
arlsruhe
一
九
九
二
年
三
月

二

一日
判
決
(O
L
G
K
arlsruhe
M
D
R

t993,29)も
ま
た
､

こ
の
枠
組
み
を
踏
襲
す
る
｡
本
件
の
事
案
の
詳
細
は
末
掲
載
で
あ
る
が
､
判
決
文
に
よ
る
と
､
心
臓
に
疾
患
を
抱
え
て
い
た
X
の
飼
犬
と
Y

の
飼
犬
が
け
ん
か
と
な

っ
た
た
め
､
飼
犬
を
引
き
離
そ
う
と
し
た
Ⅹ
が
興
奮
し
､
後
に
心
筋
梗
塞
を
発
病
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
､
Ⅹ
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損害賠償法における素因の位置 (3)

が
Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
｡

本
件
に
つ
き
'
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
等
裁
判
所
は
､
Ⅹ
が
飼
犬
を
引
き
離
そ
う
と
し
た
際
に
興
奮
し
た
こ
と
が
､
Ⅹ
の
心
筋
梗
塞
の
原
因

で
あ
る
と
し
'
こ
う
し
た
興
奮
状
態
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
動
物
の
危
険
の
現
実
化
は
法
的
に
帰
寮
可
能
な
場
合
が
あ
る
と
す
る
が
､
本
件

で
は
､
事
情
が
異
な
る
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
､
Y
の
責
任
を
否
定
し
た
｡

｢確
か
に
､
あ
る
人
が
犬
の
行
為
に
基
づ
い
て
恐
怖
と
驚
将
に
陥
り
､
そ
の
た
め
に
損
害
と
な
る
か
､
そ
れ
と
も
､
本
件
の
よ
う
に
､
犬

の
け
ん
か
を
見
て
全
て
の
自
分
自
身
に
関
す
る
実
際
の
危
険
や
予
想
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
危
険
も
な
-
興
奮
状
態
に
陥
り
､
こ
れ
が
心
筋
梗

塞
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
犬
の
行
為
と
同
時
に
Y
の
犬
の
行
為
と
が
'
自
然
科
学
上
の
意

味
で
も
論
理
学
上
の
意
味
に
お
い
て
も
健
康
損
害
に
対
す
る
前
提
条
件
で
あ
る
と
し
て
も
'
し
か
し
､
犬
及
び
Y
の
犬
の
行
為
と
X
の
心
筋

梗
塞
と
の
因
果
関
係
は
相
当
性
を
欠
-
と
い
う
理
由
か
ら
否
定
さ
れ
う
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
本
件
に
お
い
て
出
来
事
が
現
実
化
し
た
が
ゆ
え

に
､
特
別
か
つ
特
異
で
予
見
不
可
能
な
'
異
常
な
事
件
経
過
に
よ
る
と
考
慮
さ
れ
な
い
事
情
の
下
で
の
み
予
期
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
た
が
っ
て
､
や
は
-
同
様
の
事
例
の
判
例
に
お
い
て

(脳
出
血
あ
る
い
は
､
口
論
な
い
し
侮
辱
と
暴
力
行
為
に
基
づ
-
興
奮
に
よ
り
引
き

起
こ
さ
れ
た
心
筋
梗
塞
I

B
G
H

aaO;
K
G
}
V
e
rsR
19
8
7
.
10
5
〔前
掲

冒
-2
盆
〕
)
､
帰
寮
関
係
は
否
定
さ
れ
て
い
る
.
本
件
の
場
合
'
こ

旺卿
粥

こ
か
ら
逸
脱
す
る
評
価
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
別
事
情
は
存
在
し
な
い
｡｣

本
判
決
は
､
前
掲

冒
-2
4
3
K
G
一
九
八
五
年
五
月
二
日
判
決
を
引
用
L
t
そ
の
判
断
構
造
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
､

一
般
生
活
上
の
危

険
の
実
現
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
Y
の
責
任
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
る
｡
本
件
は
､
犬
が
襲

っ
て
-
る
こ
と
に
対
し
て
恐
怖
感
を
抱
い
た
の
で

は
な
-
､
犬
を
引
き
離
そ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
興
奮
で
あ
り
､
前
者
の
場
合
で
あ
る
と
動
物
の
危
険
の
現
実
化
と
し
て
責
任
を
問
う
こ
と

も
あ
り
う
る
が
､
本
件
の
よ
う
な
後
者
の
場
合
､
犬
に
対
し
て
恐
怖
を
抱
い
た
の
で
は
な
-
､
た
だ
単
に
引
き
離
そ
う
と
興
奮
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
O
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
､
日
常
生
活
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
事
態
で
あ
る
た
め
､
Ⅹ
の
興
奮
に
よ
る
素
因
の
発
現
は

1
枚
生
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説

活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
ら
れ
､
Y
の
責
任
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
素
因
保
有
者
の

一
般
生
活
上
の
危
険
で
あ
-
､
健
康
な

者
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
点
と
し
て
示
唆
さ
れ
よ
う
｡

論

④

冒
T2
6

】
O
L
G
B
ra
u
n
s
ch
w
eig

一
九
九
六
年
二
月

一
九
日
判
決

(O
L
G
B
rau
n
sch
w
eig
V
e
rsR
L996.7)5)
で
は
､

1
枚
生
活
上

の
危
険
を
媒
介
と
し
た
保
護
範
囲
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
責
任
を
判
断
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
本
件
の
事
案
の
概
要
は
､
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
｡
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
を
患

っ
て
い
た
A

(お
そ
ら
-
公
務
員
)
が
､
Y
の
惹
起
し
た
な
ん
ら
か
の
事
故
に
よ
り
入
院
治

せ
んも
う

療
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
と
こ
ろ
'
入
院
期
間
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
を
禁
じ
ら
れ
た
た
め
､
A
は

語

妄

症
状
を
呈
し
､
そ
の
た
め
に

長
期
間
入
院
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
Ⅹ

(ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ヴ
ア
イ
ク
市
)
は
､
Y
に
対
し
て
､
A
の
治
療
費
の
補
償
及
び
A
に
支
給
し
た
俸

給
の
補
償
を
請
求
し
た
｡
当
該
請
求
に
対
し
て
､
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ヴ
ア
イ
ク
高
等
裁
判
所
は
､
Ⅹ
の
Y
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
存
在

す
る
が
､
請
求
額
の
全
額
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

｢確
か
に
､
そ
の
限
り
で
は
､相
当
な
事
故
の
結
果
が
問
題
と
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
､病
院
の
規
則
で
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
を
禁
じ
た
と
き
に
､

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
者
が
入
院
期
間
中
に
禁
断
症
状
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
は
､
あ
ら
ゆ
る
人
生
経
験
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
再
度

病
院
に
入
院
さ
せ
る
こ
と
は
､
相
当
因
果
関
係
的
に
､
事
故
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
賠
償
義
務
は
免

除
さ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
相
当
性
の
審
理
と
な
ら
ん
で
､
次
の
こ
と
も
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
賠
償
に
対
し
て
要
求

さ
れ
る
行
為
結
果
が
被
侵
害
規
範
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
る
｡
こ
の
問
い
は
､
第

一
審
で
否
定
さ
れ
て
い
る
.
X
の
法
的
見

解
に
反
し
､
そ
の
点
に
関
し
､
以
前
に
肯
定
さ
れ
た
相
当
原
因
を
理
由
と
す
る
異
議
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
相
当
性
の
審
理
及
び
保
護
範
囲

の
審
理
は
､
相
関
的
に
排
除
し
あ
う
の
で
は
な
-
､
独
立
の
審
理
点
で
あ
る
｣
､
｢規
範
の
保
護
範
囲
の
確
定
は
'
具
体
的
賠
償
請
求
権
を
基

礎
づ
け
る
規
定
の
目
的
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
｡
被
害
者
は
､
そ
の
た
め
に
規
範
が
生
み
出
さ
れ
た
危
険
領
域
に
陥

っ
た
損
害
の
賠
償
の
み
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
際
に
は
､
最
終
的
に
､
請
求
規
範
の
目
的
論
的
解
釈
が
重
要
で
あ
る
｣
､
｢
こ
こ
で
決
定
的
な
B
G
B
八
二
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損害賠償法における素因の位置 (3)

三
条

一
項
の
規
定
は
､
と
り
わ
け
身
体
及
び
健
康
が
無
傷
で
あ
る
こ
と
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
｡
同
規
定
は
､
こ
の
法
益
の
他
者
に
よ
る

侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と
'
及
び
'
身
体
及
び
健
康
に
対
す
る
有
責
な
侵
害
と
結
び

つ
-
賠
償

(w

iederg
u
tm
ach
t
ung)義
務
を
課
す
こ

と
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ら
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
危
険
か
ら
保
護
す
べ
き
も
の
と
す
る
｡
こ
う
し
た
危
険
に
属
す
る
の
は
､
治

療
費
及
び
侵
害
に
よ
る
稼
働
不
能
に
基
づ
-
損
失

(E
inbuss)
の
た
め
に
為
し
た
被
害
者
の
支
出
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
｡
こ
れ
に

反
し
て
､
身
体
侵
害
の
禁
止
は
､
被
害
者
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
た
め
に
治
療
が
困
難
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
保
護
し
ょ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
｣
､
｢例
え
ば
血
友
病
の
た
め
に
治
療
が
困
難
な
も
の
と
な
る
こ
と
の
他
に
､
A
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
た
め
の
合
併
症
は
､

事
故
に
よ
る
不
可
避
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
｡
断
酒
は
､
事
故
に
よ
-
生
じ
た
傷
害
の
治
療
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
ほ
ど
必
須
の
こ
と
で

は
な
か
っ
た
｡
断
酒
に
よ
-
生
じ
た
譜
妄
症
状
は
､
上
位
の
理
由
か
ら
指
示
さ
れ
る
禁
酒
の
結
果
で
あ

っ
た
｡
病
院
に
て
行
わ
れ
た
禁
酒
を

顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
'
A
に
と

っ
て
は
典
型
的
な
事
故
の
危
険
で
は
な
-
'
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
の

一
般
生

(12
)

活
上
の
危
険
の
実
現
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
1
枚
生
活
上
の
危
険
は
､
B
G
B
八
二
三
条

1
項
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
危
険
領
域
に
は
な
い
｣
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
被
害
者
の
素
因
が
介
在
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
､
相
当
因
果
関
係
理
論
に
よ
る
予
見
可
能
性
基
準
で
は
'
加
害
者

の
責
任
の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
経
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
加
害
行
為
に
よ
る
因
果
経
過
は
蓋
然
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
む
し
ろ
相
当
因
果
関
係
理
論
の
問
題
で
あ
る
が
､
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
蓋
然
性
が
及
ぶ
以
上
､
素
因
競
合
の
事
例

に
つ
い
て
も
､
予
見
可
能
性
基
準
は
有
効
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
そ
の
た
め
､
裁
判
所
は
､

一
般
生
活
上
の
危
険
と
い
う
タ
ー

ム
を
用
い
て
､
実
質
的
に
は
､
被
害
者
の
損
害
が
規
範
の
保
護
範
囲
に
あ
る
か
否
か
に
よ

っ
て
加
害
者
の
責
任
の
当
否
を
判
断
す
る
の
で
あ

る
｡
本
件
で
は
､
被
害
者
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ

っ
た
た
め
､
断
酒
は
被
害
者
固
有
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
｡
こ
の
場
合
､
被
害
者

が
自
ら
の
固
有
の
危
険
を
犯
し
た
結
果
発
現
し
た
損
害
は
､
他
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
本
判
決
は
こ
の
点
を
明
示
し
て
､
｢
ア

ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
の

1
枚
生
活
上
の
危
険
の
実
現
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
完
全
に
自
ら
の
支
配
統
制
が
お
よ
ぶ
固
有
の
危
険
は
､
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説

自
ら
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
当
然
で
あ
ろ
う
｡
B
G
B
八
二
三
条

1
項
は
､
こ
う
し
た
完
全
な
個
人
的
領
域
か
ら
生
ず

る
損
害
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

論

(

二)

B
G
竺

九
八
九
年
六
月
六
日
判
決

冒
･2
4
3

K
G
一
九
八
五
年
五
月
二
日
判
決
及
び
そ
れ
を
踏
襲
す
る

冒
･2
5
3

0
L
G
K
a
rts

ruhel
九
九
二
年
三
月

〓

1日
判
決
は
'
予

見
可
能
性
の
観
点
か
ら
も
加
害
者
の
責
任
限
定
に
つ
き
言
及
し
､
さ
ら
に

冒
･2
63
0
L
G

B
raunschwe
ig

一
九
九
六
年
二
月

1
九
日
判

決
で
は
､
相
当
因
果
関
係
が
成
立
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
､

1
股
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
責
任
制
限
し
う
る
と
い
う
も
の
で

あ

っ
た
｡
他
方
､
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

冒
T2
7
3

B
G
H
l
九
八
九
年
六
月
六
日
判
決

(B
G
H
Z

1
0
7
.
3
59
)
は
'
予
見
可
能
性
に
よ
る
基

礎
づ
け
を
明
示
的
に
否
定
し
､
保
護
範
囲
の
観
点
か
ら

t
般
生
活
上
の
危
険
に
つ
い
て
言
及
す
る
｡
そ
の
際
に
は
､
B
G
B
八
二
三
条
だ
け

で
な
く
､
ド
イ
ツ
刑
法
典
及
び
道
路
交
通
法
の
保
護
目
的
の
観
点
か
ら
保
護
範
囲
が
判
断
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡

本
判
決
は
､
素
因
が
競
合
し
た
場
合
に
つ
い
て
､
最
善
の
観
察
者
の
予
見
可
能
性
に
よ
っ
て
は
､
加
害
者
の
責
任
の
当
否
を
決
す
る
こ
と

は
で
き
ず
､
む
し
ろ
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
｡
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡
高
血
圧
症

を
患
う
X
は
､
A
の
運
転
す
る
自
動
車
と
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
｡
事
故
後
Ⅹ
と
A
と
そ
の
同
伴
者
(以
下
､
A
ら
と
す
る
)
は
口
論
と
な
り
､

A
ら
は
Ⅹ
に
対
し
て
侮
蔑
的
な
態
度
を
と

っ
た
｡
ま
た
､
Ⅹ
ほ
､
警
察
に
よ
る
事
故
調
査
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
が
､
そ
の
際
､
A

ら
は
､
Ⅹ
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
る
と
虚
偽
の
告
発
を
し
た
｡
Ⅹ
は
'
事
故
調
査
後
'
卒
中
発
作
を
引
き
起
こ
し
た
o
X
は
t

I
命

は
取
り
留
め
た
が
､
そ
の
た
め
稼
働
不
能
と
な
-
､
定
期
金
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
お
い
て
､
Ⅹ
は
､

Y

(A
の
責
任
保
険
者
)
に
対
し
て
'
所
得
減
損
の
賠
償
､
Y
の
将
来
的
賠
償
義
務
の
確
認
及
び
慰
謝
料
を
請
求
し
た
｡
X
は
次
の
よ
う
に

主
張
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
本
件
事
故
後
の
警
察
に
よ
る
事
故
調
査
に
お
い
て
､
A
の
自
動
車
の
同
乗
者
が
Ⅹ
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ

る
と
嘘
の
主
張
を
し
た
た
め
'
Ⅹ
は
ア
ル
コ
ー
ル
テ
ス
ト
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
､
Ⅹ
は
そ
の
こ
と
に
興
奮
し
た
た
め
卒
中
発
作
を
引
き
起
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損害賠償法における素因の位置 (3)

こ
し
た
の
で
あ
る
と
｡
第

一
審
は
Ⅹ
の
請
求
を
棄
却
｡
原
審
も
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
Ⅹ
の
請
求
を
棄
却
し
た
｡
①
Ⅹ
が
賠
償
を
請
求
し

(13
)

た
損
害
は
､
A
の
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
'
p
払
V
G
三

条

に
基
づ
-
Y
に
対
す
る
直
接
請
求
を
基
礎
づ
け
ら

(14
)

れ
な
い
､
②
ま
た
'
同
じ
理
由
か
ら
､
s
tV
G
七
条
及
び

一
八

条

に
基
づ
く
責
任
が
除
外
さ
れ
る
'
③
B
G
B
八
二
三
条

1
項
に
基
づ
-
捕

償
義
務

(E
in
stan
dspflicht)
で
は
A
の
過
責

(V
e
rsch
u
ld
en
)
が
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
成
立
し
な
い
､
④
B
G
B
八
二
三
条
二
項

に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
は
､
保
護
法

(S
tG
B

l
六
臥

鮮

及
び

完

翫

新

二

人
工
雛

)
違
反
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
,
最
善
の
観
察

者
で
あ

っ
て
も
､
Ⅹ
に
損
害
結
果
と
し
て
卒
中
発
作
が
発
生
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
認
め
ら
れ
な
い
｡
以
上
の
原
審

の
判
断
に
対
し
て
'
Ⅹ
が
上
告
､
上
告
棄
却
｡
本
件
上
告
に
対
し
て
､
B
G
H
は
､
Ⅹ
の
後
続
損
害

(卒
中
発
作
と
そ
れ
に
よ
る
稼
働
能
力

の
喪
失
)
に
つ
き
'

一
般
論
と
し
て
Y
の
責
任
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
t
Y
が
最
終
的
に
責
任
を
負
担
す
べ
き
か
否
か
は
規
範
の

保
護
目
的
と
し
て
'
本
件
で
は
道
交
法
上
の
責
任
規
範
か
ら

一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
Y
の
責
任
を
否
定
す
る
｡

｢
-
‥
＼

原
審
の
見
解
に
反
し
て
t
A
に
は
認
識
不
可
能
で
あ
っ
た
が
Ⅹ
が
高
血
圧
症
を
患

っ
て
い
た
た
め
Ⅹ
の
健
康
損
害
が
あ
る
い
は

生
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
損
害
法
上
の
A
の
責
任
範
囲
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
確
定
判
決

に
よ
る
と
､
加
害
者
に
は
加
害
者
自
ら
の
違
反
行
為
に
よ
る
影
響
の
責
任
を
も
負
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
影
響
と
は
､

被
害
者
は
す
で
に
身
体
的
損
害
な
い
し
そ
の
よ
う
な
体
質
的
脆
弱
性
を
有
し
て
い
た
た
め
に
初
め
て
〔結
果
と
し
て
〕
生
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

優
先
通
行
権
を
違
反
さ
れ
た
道
路
使
用
者
が
高
血
圧
の
人
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
'
加
害
者
は
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
被

害
者
が
そ
う
い
っ
た
理
由
で
事
故
に
つ
い
て
の
興
奮
か
ら
健
康
損
害
を
被
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
加
害
者
に
と

っ
て
は
全
-
チ

見
可
能
性
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
｡
〔し
か
し
〕
詳
細
な
事
件
経
過
及
び
加
害
者
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
危
険
が
最
終
的
に
傷
害
と
い

う
結
果
で
ど
の
よ
う
に
現
実
化
し
た
か
へ
と
､
予
見
可
能
性
は
延
長
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

Ⅹ
の
健
康
損
害
と
A
に
よ
る
優
先
通
行
権
違
反
と
の
責
任
法
上
の
結
合
は
､
し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
損
害
が
実
際
に
は
事
故
後
の
A
及
び
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説

そ
の
同
行
者
の
行
為
並
び
に
警
察
の
事
故
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
t
A
が
違

(18
)

反
し
た
S
tV
O
八

条

の
交
通
法
規
は
､
本
交
通
法
規
の
無
視
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
事
故
が
､
Ⅹ
の
主
張
す
る
よ
う
に
'
被
害
者
が
実
際
に

論

は
事
故
調
査
と
の
関
係
に
お
け
る
興
奮
に
よ
っ
て
初
め
て
受
け
る
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
卒
中
発
作
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
保
護

を
与
え
る
こ
と
を
望
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

確
定
判
決
に
よ
る
と
t
B
G
B
八
二
三
条
か
ら
導
か
れ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
､
損
害
賠
償
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
行
為
結
果

が
法
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
､
し
た
が
っ
て
'
侵
害
さ
れ
た
行
為
規
範
が
防
止
す
る
で
あ
ろ
う
､
そ
の

〔行
為
結
果
の
〕
危
険

と
い
う
形
で
現
実
化
し
た
の
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
が
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣

｢結
論
と
し
て
､
原
審
は
正
当
に
も

P
fV
G
三
条

言
号
に
従

っ
て
Y
の
責
任
と
な

っ
て
い
る
S
tV
G
七
条

一
項
及
び

1
人
条

1
項
に
基
づ

く
Ⅹ
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
も
否
定
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
請
求
権
は
､
s
tV
G
二

が

に
基
づ
く
と
､
い
ず
れ
に
し
て
も
財
産
的
損
害

の
賠
償
請
求
に
し
か
向
け
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
､
Ⅹ
の
健
康
の
侵
害
は
A
の
運
転
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
､

及
び
Ⅹ
の
主
張
す
る
損
害
は
こ
の
運
行
に
由
来
す
る
危
険
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
｡
原
審
の
見
解
に
反
し
て
､

確
か
に
､
第

1
の
要
件
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
第
二
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
な
い
｡

損
害
が
自
動
車
の

〝運
行
に
よ
っ
て
″
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
､
自
動
車
自
体
に
由
来
す
る
危
険
が
損
害
の
進
展
に
影
響
を

も
た
ら
し
た
場
合
で
あ
-
､
し
た
が
っ
て
損
害
の
経
過
が
こ
の
よ
う
に
し
て
自
動
車
に
よ
っ
て
影
響
を
与
え
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
｡
そ
の
限

り
に
お
い
て
必
要
な
評
価
を
考
察
す
る
と
､
民
事
部
の
判
決
に
よ
る
と
､
ク運
行
に
際
し
て
″
の
責
任
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
､
s
tV
G
七
条

1
項
の
広
い
保
護
目
的
に
応
じ
て
､
原
則
と
し
て
は
広
-
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
.

本
件
で
は
確
か
に
､
B
針
B
八
二
三
条
に
基
づ
く
責
任
に
関
し
て
上
述
の
ご
と
く
詳
述
さ
れ
た
よ
う
に
,
A
の
交
通
違
反
の
走
行
方
法
に

ょ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
事
故
は
､
高
血
圧
症
を
患
う

Ⅹ
の
精
神
状
態
に
A
が
ス
ト
レ
ス
を
与
え
た
こ
と
に
よ
り
卒
中
発
作
に
寄
与
し
た
の
で
あ
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損害賠償法における素因の位置 (3)

り
'
そ
の
結
果
と
し
て
､
身
体
の
完
壁
さ
に
対
す
る
侵
害
は
t
A
が
運
転
し
て
い
た
自
動
車
の

ク運
行
に
よ
っ
て
″

生
じ
た
の
で
あ
る
｡
し

か
し
､
不
法
行
為
責
任
と
同
様
に
t
s
tV
G
七
条
及
び

1
人
条
に
基
づ
き
Ⅹ
が
主
張
す
る
損
害
に
対
す
る
A
の
補
償
義
務
も
ま
た
､
こ
の
損

害
が
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
法
規
の
保
護
目
的
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ら
の
損
害
に
対
す
る
A
が
操
縦
し

て
い
た
自
動
車
の
運
転
の
危
険
の
帰
寮
性
は
､
A
に
よ
る
S
tV
O
八
条
の
有
責
な
違
反
と
の
責
任
法
上
の
結
合
と
同
じ
理
由
か
ら
否
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
s
tv
G
七
条
に
基
づ
-
責
任
は
､
い
わ
ば
道
路
交
通
上
認
め
ら
れ
た
方
法
で
の
自
動
車
の
利
用
に
よ
っ

て
危
険
原
因
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
対
す
る
対
価
を
意
味
す
る
の
で
､
そ
の
こ
と
に
基
づ
-
保
有
者
と
運
行
供
用
者
の
責
任
範
囲
は
､
ま
さ
に

自
動
車
自
体
に
由
来
す
る
危
険
が
現
実
化
し
た
損
害
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
た
め
に
必
要
な
運
転
の
危
険
と
損
害
と

の
内
的
関
連
は
､
Ⅹ
の
卒
中
発
作
及
び
卒
中
発
作
か
ら
生
じ
た
損
害
結
果
に
つ
い
て
問
題
に
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
､
道
路
交
通

法
上
の
危
険
責
任
に
対
し
て
も
'
道
交
法
上
の
責
任
基
準
に
よ
る
と

一
般
生
活
上
の
危
険
に
属
す
る
独
自
の
危
険
領
域
が
実
現
さ
れ
た
の
で

(20
)

あ

る

｡｣

本
判
決
の
述
べ
る
結
論
に
従
え
ば
､
あ
ら
ゆ
る
交
通
参
加
者
は
､
交
通
事
故
に
対
し
て
責
任
を
負
う
加
害
者
が
そ
の
者

(交
通
参
加
者
)

を
警
察
の
前
で
本
当
の
罪
人
で
あ
る
と
見
せ
か
け
よ
う
と
し
､
そ
の
者
が
ア
ル
コ
ー
ル
テ
ス
ト
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
､

(21
)

交
通
参
加
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険
と
し
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
本
判
決
の
述
べ
る

1
般
生
活
上
の
危
険
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
シ
ー
マ
ン
が
､
事
故
の
惹
起
自
体
は
Ⅹ
の
卒
中
発
作
の
危
険
を
惹
起
者
へ
転
嫁
す
る
起

点

(Sch
w
eiLe
)
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
B
G
H
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
が
､
卒
中
発
作
も
ま
た
保
護
範
囲
に
十

分
含
ま
れ
う
る
た
め
t
Y
ら
の
罵
言
雑
言
及
び
虚
偽
告
訴
は
保
護
法
違
反
と
な
り
う
る
と
し
て
本
判
決
の
判
断
に
対
し
否
定
的
な
見
解
を
示

(22
)

す
よ
う
に
､学
説
か
ら
は
異
論
が
多
い
｡
そ
れ
で
は
､本
判
決
に
対
し
て
学
説
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､

そ
こ
で
は
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
連
性
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
以
下
､
検
討
し
て
み
た
い
｡
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説
三とゝ

白岡

(≡)

B
G
H
l
九
八
九
年
六
月
六
日
判
決
の
学
説
に
よ
る
評
価

①

エ
メ
リ
ッ
ヒ
の
見
解

(23
)

エ
メ
リ
ッ
ヒ

(V
.
E
m
m
e
rich
)
は
､
本
判
決
の
理
論
構
成
を
基
本
的
に
支
持
す
る
見
解
を
示

す

｡
彼
は
､
本
件
に
お
い
て
も
次
の
よ
う

に
述
べ
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
安
当
す
る
こ
､と
を
認
め
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
Ⅹ
が
高
血
圧
症
で
あ

っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
Y
の
行
為
が
実

際
に
生
じ
た
非
常
に
重
大
な
結
果
を
惹
起
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
､
因
果
関
係
を
承
認
す
る
妨
げ
と
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
行
為
者
は
ま

(,I)

さ
に
極
め
て
健
康
な
犠
牲
者
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る

｣
｡
こ
う
し
て
彼
は
､
特
別
に
脆
弱
な
者
も
不

法
行
為
法
の
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
'
本
判
決
に
お
い
て
相
当
因
果
関
係
理
論
に
基
づ
-
予
見
可
能
性
基
準
に
よ

る
判
断
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
､
予
見
可
能
性
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
た
と
し
て
も
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
'

(25
)

｢本
件
の
よ
う
な
因
果
経
過
は
全
-
蓋
然
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｣
か
ら
で
あ

る

｡

彼
は
こ
の
よ
う
に
､
相
当
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
､
本
件
に
お
い
て
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
本
判
決
が
最
終
的

に
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
､
保
護
範
囲
の
観
点
か
ら
説
明
を
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
､
｢損
害

が
規
範
の
保
護
目
的
に
含
ま
れ
る
限
界
は
ど
の
程
度
で
あ
り
'
当
該
損
害
は
賠
償
さ
れ
る
か
､
及
び
'
ど
の
損
害
が
規
範
の
保
護
目
的
か
ら

(26)

脱
落
し
､
当
該
損
害
は
も
は
や
賠
償
さ
れ
な
い
か
｣
が
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る

｡
彼
は
､
こ
の
観
点
か
ら
､
本
件
で
損
害
が

保
護
範
囲
に
あ
る
か
否
か
は
､
s
tV
O
八
条
の
保
護
目
的
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
彼
は
､
s
tV
O
八
条
は
､
事
故
の

危
険
の
み
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
事
故
の
経
過
に
よ
る
被
害
者
の
精
神
的
負
担
の
保
護
を
目
的
と
し
て
お
ら

(27
)

ず
､
そ
れ
ゆ
え
､
Ⅹ
の
卒
中
発
作
は
Y
の
行
為
の
責
任
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
す
る
本
判
決
の
判
旨
に
従

う

｡
ま
た
'
本
判
決

で
検
討
さ
れ
た
S
tV
G
七
条
及
び

一
八
条
に
関
し
て
も
.'
構
成
要
件
自
体
は
充
足
さ
れ
る
が
'
両
規
定
の
保
護
範
囲
は
本
判
決
の
と
お
り
で

あ
る
と
し
て
､
Ⅹ
の
卒
中
発
作
は
素
因
を
有
し
て
い
た
が
故
の

1
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
に
す
ぎ
ず
､
Y
の
免
責
を
認
め
る
の
で
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(28
)

あ

る

｡

②
ド
ウ
ン
ツ
の
見
解

ド

ウ

ン

ツ

(W
.D
unz)
は
'
本
判
決
の
Ⅹ
に
つ
き
､
Ⅹ
は
交
通
事
故
の
際
に

｢
一
般
的
な
興
奮
｣
状
態
に
な
っ
た
に
す
ぎ
ず
､
こ
れ
は

人
間
の
生
理
的
反
応
で
あ
る
と
解
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
生
理
的
反
応
の
危
険
は
原
則
と
し
て
被
害
者
自
身
が
負
担
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
彼
は
こ
の
よ
う
な
生
理
的
反
応
は
被
害
者
が
自
制
す
る
こ
と
に
よ
-
回
避
し
う
る
危
険
で
あ
り
､

一
般
生
活

上
の
危
険
に
他
な
ら
な
い
と
解
す
る
か
ら
で
あ
り
､
そ
の
際
に
は
､
被
害
者
が
高
血
圧
症
患
者
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い

(29
)

と
す

る

｡

他
方
で
､
Ⅹ
が
事
故
に
よ

っ
て

(Y
ら
に
よ
る
虚
偽
告
発
及
び
侮
辱
等
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
)
興
奮
し
た
こ
と
が
､
脳
の
血
管
の
損
傷

に
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
彼
は
'
こ
の
場
合
に
は
個
別
的
な
予
見
可
能
性
が
な
-
と
も
こ
の
こ

と
は
事
故
の
結
果
と
し
て
帰
責
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
場
合
に
も
'
事
故
の
際
に
Ⅹ
が
高
血
圧
症
患
者
で

(30
)

あ

っ
た
こ
と
は
問
題
と
な
ら
ず
､
純
粋
な
危
険
責
任
の
観
点
か
ら

｢最
善
の
観
察
者
｣
に
と

っ
て
の
予
見
可
能
性
が
重
要
で
あ
る
と
す

る

｡

以
上
の
こ
と
か
ら
､
彼
は
､
Ⅹ
が
事
故
の
際
に
興
奮
し
た
こ
と
は
純
粋
な
生
理
的
反
応
で
あ
り
'
こ
れ
は
そ
の
後
の
因
果
関
係
の
要
素
か
ら

(31
)

は
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
と
し
て
'
本
判
決
を
正
当
化
す
る
の
で
あ

る
｡

③
フ
ォ
ン

･
バ
ー
ル
の
見
解

(32
)

フ
ォ
ン

･
バ
ー
ル

(
C

.

v
o
n
B
a
r
)
は
､
本
判
決
の

一
般
生
活
上
の
危
険
の
判
断
要
素
を
厳
し
-
批
判
す
る
.
彼
は
､
本
件
の
X
の
損

害
を
精
神
性
の
健
康
損
害

(P
sy
c
h
isch
v
erm
ittelte
G
esu
ndheitschad
en)で
あ
る
と
し
て
'
こ
の
場
合
の
被
侵
害
規
範
は
B
G
B
八

二
三
条

1
項
の
み
で
あ
る
の
で
､
Y
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
Ⅹ
の
卒
中
発
作
は
他
の
関
連
規
範
を
援
用
す
る
こ
と
で
は
排
除
さ
れ
な
い
と

(33
)

(34
)

す

る

.
し
た
が
っ
て
､
Y
を
免
責
す
る
に
は
､
社
会
的
に
相
当
な
正
当
化
根
拠
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
､
s
tv
o
l
条

は
道
路
交
通
の
参
加
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説

者
す
べ
て
に
他
者

へ
の
迷
惑
行
為
を
回
避
'
配
慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
､
Y
の
行
為
は
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
｡
ま
た
'

Y
の
行

っ
た
告
発
及
び
脅
迫
は
無
害
で
は
な
-
､
伝
統
的
に
も
許
容
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
'
な
お
さ
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

論

い
と
す
る
｡
本
件
で
は
､
例
外
的
な
規
則
も
な
い
の
で
,
脅
迫
は
構
成
要
件
を
充
た
し
Y
は
違
法
か
つ
有
責
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
Ⅹ
は

(35
)

B
G
B
八
二
三
条

一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
し
て
､
本
判
決
に
反
対
の
見
解
を
示
す
の
で
あ

る

｡
な
お
､
彼
は
､
本
判

(36
)

決
の
示
す

一
般
生
活
上
の
危
険
に
よ
る
評
価
は
'
法
政
策
的
判
断
と
異
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
い

る

｡

④
ベ
ル
ガ
ー
ス
の
見
解

(37
)

ベ
ル
ガ

ー
ス

(M
.
B
6
rg
e
rs
)
も
ま
た
､
フ
ォ
ン
･バ
ー
ル
と
同
様
に
､
s
tV
O

一
条
の
観
点
か
ら
本
判
決
を
非
難
す

る

o
彼
に
よ
れ
ば
､

本
判
決
で
言
及
さ
れ
た
S
tV
O
八
条
は
､

M
が
惹
起
し
た
事
故
が
Ⅹ
が
事
故
詞
書
作
成
と
の
関
連
で
興
奮
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
被

っ

た
精
神
的
負
担
に
よ
り
卒
中
発
作
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
対
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
.
な
ぜ
な
ら
､
s
tV
O

一
条
二

(38
)

項
に
よ
れ
ば
､
s
tv
o
八
条
は
､
他
者
の
身
体
の
不
可
侵
性
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る

｡
ま
た
t
s
tV
O
八
条
の
保
護
目
的
は
､

事
故
の
危
険
の
予
防
及
び
生
命
､
健
康
に
対
す
る
事
故
の
危
険
の
脅
威
と
内
的
に
関
連
す
る
健
康
損
害
に
も
拡
張
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
､

本
件
で
は
､
Ⅹ
の
損
害
は
事
故
後
の
Y
ら
の
行
為
と
事
故
調
書
作
成
に
よ

っ
て

｢初
め
て
実
際
に
｣
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
内
的
関
連

(39
)

性
を
欠
-
と
し
て
､s
tV
O
八
条
の
保
護
目
的
の
み
に
着
冒
し
た
場
合
に
は
Y
は
免
責
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
る
.
し
か
し
な
が
ら
､

本
件
に
お
い
て
は
'
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
｡
確
か
に
､
上
述
の
よ
う
に
評
価
す
る
な
ら
ば

Y
の
責
任
は
否

定
さ
れ
る
が
､
本
件
で
は
事
情
が
異
な
る
の
で
あ
る
と
す
る
｡
彼
は
､
こ
こ
で
'
法
益
の
危
殆
化
と
最
終
的
に
生
じ
た
侵
害
の
結
果
の
種
類

と
の
関
連
性
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
行
為
者

(Y
)
自
身
の
因
果
系
列
に
お
け
る
侵
害
行
為
が
重
要
な
の
で
あ
り
､
ま
た
､

(4

0)

諸
事
情
の
組
み
合
わ
せ
が
重
要
な
の
で
あ
る
と

す

る

｡
こ
う
し
た
観
点
か
ら
､
彼
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
､
Y
の
責
任
を
肯
定
す
る
｡
す
な

わ
ち
'事
故
自
体
に
よ
り
Ⅹ
は
興
奮
状
態
に
陥

っ
た
｡確
か
に
そ
の
興
奮
状
態
は
単
独
で
は
卒
中
発
作
を
引
き
起
こ
す
の
に
は
十
分
で
な
か

っ
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損害賠償法における素因の位置 (3)

た
で
あ
ろ
う
が
､
Ⅹ
が
高
血
圧
症
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
と
'
Ⅹ
に
は
そ
の
時
点
で
既
に
潜
在
的
な
健
康
上
の
危
険
が
生

じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
Y
ら
の
事
故
後
の
行
為
に
よ
っ
て
'
Ⅹ
は
さ
ら
に
精
神
的
負
担
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
Y

(41
)

ら
の
行
為
に
よ
り
完
全
に
新
し
い
危
険
が
生
じ
た
の
で
あ

る

｡
こ
の
よ
う
に
彼
は
､
加
害
行
為
後
の

一
連
の
経
過
を
相
互
補
完
的
に
捉
え
て

保
護
範
囲
を
評
価
す
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
｡

⑤
リ
ッ
プ
の
見
解

リ
ッ
プ

(M
.
L
ip
p
)
は
､
フ
ォ
ン
･バ
ー
ル
が
指
摘
し
た
精
神
性
の
健
康
損
害
と
い
う
点
に
着
目
し
て
､
本
判
決
を
批
判
的
に
検
討
し
'

(42
)

(43
)

理
論
面
に
お
い
て
も
､
結
論
に
お
い
て
も
本
判
決
を
批
判
す

る

｡
ま
ず
､
本
件
原

審

も
本
判
決
も
認
め
て
は
い
な
い
が
､
相
当
因
果
関
係
理

論
の
意
味
に
お
け
る
責
任
関
係
に
つ
き
言
及
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
た
高
血
圧
症
を
患
う
交
通
参
加
者
が
､
加
害
者
の
不

当
か
つ
攻
撃
的
な
誹
辞
に
よ
っ
て
激
し
-
興
奮
し
､
そ
こ
か
ら
健
康
損
害
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
は
'
最
善
の
観
察
者
に
と

っ
て
も
予
見

(44
)

可
能
性
が
な
い

と

｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
な
評
価
方
法
で
は
'
本
件
の
本
質
的
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
､
最
善

の
観
察
者
に
よ
る
予
見
可
能
性
に
疑
問
を
皇
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
れ
が
な
け
れ
ば
特
に
困
難
な
健
康
損
害

(卒
中
発
作
)
が
生
じ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
Ⅹ
の
病
的
損
害
素
因

(k
ran
k
enheitsbedingte
Schaden
sd
is
position)
に
対
す
る
偶
発
的
な
危
険
を
Y
は
引
き

(45
)

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
､
と
い
う
問
題
で

ある
｡

こ
の
間
題
を
考
え
る
上
で
､
彼
は
､
ま
ず
､
体
質
的
脆
弱
性
は
責
任
設
定
的
因
果

関
係

(侵
害
)
で
は
な
-
'
責
任
充
足
的
因
果
関
係

(損
害
)
に
関
わ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
Y
の
過
貴
は
Ⅹ
の
素
因

(D
isposition)
に
よ
-
生
じ
た
損
害

へ
と
拡
張
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
が
'
本
判
決
で
B
G
H
は
､
Y
は
常
に
高
血
圧
症
患
者
を
侵
害
す

る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
｡
彼
は
'
こ
の
点
は
誤
解
を
招
-
と
批
判
す
る
｡
彼
は
､
仮
に
そ
の
よ
う
な
損
害
素
因

(46
)

を
だ
れ
も
考
慮
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
過
責
の
欠
欧
は
加
害
者
を
免
責
し
な
い
と
し

て

､
素
因
が
過
責
判
断
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
｡
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(47
)

説

次
い
で
'
責
任
充
足
的
因
果
関
係
と
素
因
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
こ
こ
で
彼
は
､
B
G
B
二
五
二
条
第
二

文

に
お
い
て
､
賠
償

(48
)

義
務
が

1
股
的
な
人
生
経
験
に
よ
る
と
全
-
蓋
然
性
が
な
い
逸
失
利
益
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し

､
そ
れ
ゆ
え
に
'
病
的
素
因
は

論

偶
発
的
望

萎

素
と
し
て
責
任
縮
減
的
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
か

.
た
だ
し
､
そ
れ
に
反
し
て
損
害
素
因
が
相
当
性
の
審

理
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
二
タ
イ
プ
の
事
例
を
示
す
｡
第

1
に
､

一
般
的
な
人
生
経
験
に
よ
れ
ば
'
具
体
的
な
権
利
侵
各

が
損
害
素
因
を

一
般
的
に
惹
起
す
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
､
全
-
蓋
然
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
例

(侵
害
と
損
害

(5

0
)

素
因
の
共
働
が
不
相
当
で
あ
る

事

例

)
で
あ
り
'
第
二
に
'
損
害
の
拡
大
が
生
じ
た
の
だ
が
､
所
与
の
素
因
を
考
慮
し
て
も
損
害
の
拡
大
を

(51
)

予
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
責
任
充
足
的
相
当
性
を
欠
-
事
例

(素
因
に
よ
-
不
相
当
な
損
害
が
生
じ
る
事

例

)
で
あ
る
｡

(52
)

そ
の
上
で
'
本
件
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
､
責
任
制
限
の
可
能
性
が
な
い
と
す

る

｡
し
か
し
な
が
ら
､
Ⅹ
の
精
神
的
負
担
は
､

一
般

的
な
交
通
参
加
者
の
誰
も
が
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
超
え
て
い
な
い
た
め
､
Ⅹ
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
疑
わ
し
い
と
い
え
る
と
し
､
三
つ
の
賠

償
義
務
の
制
限
の
可
能
性
を
検
討
す
る
｡
第

一
に
､
健
康

｢侵
害
｣
の
否
定
の
可
能
性
､
第
二
に
､
責
任
規
範
の
意
味
及
び
目
的
に
よ
る
損

(53
)

害
の
否
定

(
1
般
生
活
上
の
危
険
)
､
第
三
に
､
Y
の
行
為
の
違
法
性
の
否
定
､
で
あ
る
｡

第

一
の
点
に
関
し
て
､
本
判
決
が
､
事
故
に
よ
り

一
般
的
な
興
奮
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
X
の
健
康
侵
害
を
否
定
す
る

(54
)

こ
と
に
つ
い
て
､
｢侵
害
｣
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
､重
大
な
影
響
を
も
つ
損
害
を
も
は
や
責
任
法
上
把
捉
で
き
な
い
と
し

て

､健
康

｢侵
害
｣

の
否
定
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡

第
二
に
つ
い
て
は
'
本
件
の
よ
う
な
精
神
性
の
健
康
損
害
は
､
加
害
行
為
と
の
関
連
性
が
偶
然
で
あ
り
､
客
観
的
帰
寮
関
連
性
が
な
い
場

合
に
は
､
通
例
､
賠
償
さ
れ
ず
'
被
害
者
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
が
､
や
は
り
本
件
で
は
事
情
が
異
な
る
と
す
る
｡
本

(55
)

件
で
は
､
Ⅹ
は
Y
ら
か
ら
直
接
に
侵
害

(誹
誇
)
さ
れ
'
精
神
的
な
打
撃
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
彼
は
､

一
般
生
活
上
の

危
険
に
よ
る
Y
の
免
責
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡
さ
ら
に
､
Y
の
行
為
が
適
法
な
行
為
で
あ

っ
て
も
損
害
は
同
じ
-
予
期
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(56
)

と
し
て

も

､

1
般
生
活
上
の
危
険
と
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
t
B
G
B
八
二
三
条

一
項
の
規
範
は
'
原
則
と
し

(57)

て
'
違
法
に
惹
起
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
損
害
の
防
止
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す

る

｡

最
後
に
'
Y
の
行
為
の
違
法
性
に
関
し
て
､
結
果
不
法
と
行
為
不
法
の
観
点
か
ら
論
ず
る
｡
彼
は
､
本
件
の
よ
う
な
精
神
性
の
健
康
損
害

に
関
し
て
B
G
B
八
二
三
条

1
項
の
範
囲
に
お
い
て
結
果
不
法
に
固
執
す
べ
き
で
あ
る
か
､
と
い
う
点
を
問
題
と
す
る
｡
事
実
行
為
が
被
害

者
の
人
格
に
直
接
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
､
通
説
は
違
法
性
を
肯
定
し
て
い
る
が
､
本
件
の
よ
う
な
精
神
性
の
健
康
損
害
の
場
合

に
は
､
事
実
行
為
は
被
害
者
の
人
格
に
対
し
て
直
接
的
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
､
当
然
に
健
康
侵
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
す
左
.
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
結
果
不
法
の
観
点
か
ら
も

Ⅹ
の
健
廉
侵
害
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
､
そ
の
際

に
は
行
為
不
法
の
観
点
か
ら
補
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
｡
つ
ま
り
､
Y
の
行
為
が
特
別
な
行
為
規
範

(StG
B

一
六
四
条
及
び
二
四

(58
)

○
条
)
に
違
反
し
て
い
る
､
あ
る
い
は
､
社
会
的
に
相
当
な
行
為
で
は
な
い
と
い
う
場
合
に
は
t
Y
の
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
し

て

､
こ
の

観
点
か
ら
す
る
と
､
本
件
に
お
い
て
も
'
既
に
Y
の
行
為
の
違
法
性
は
確
認
さ
れ
る
の
で
､
違
法
性
の
欠
欧
と
い
う
理
由
で
の
加
害
者
の
免

責
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
リ
ッ
プ
は
､
過
責
､
因
果
関
係
及
び
違
法
性
の
い
ず
れ
の
検
討
か
ら
も
Y
の
免
責
は
不
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

(四
)
B
G
H
l
九
八
九
年
六
月
六
日
判
決
の
分
析

さ
て
､
こ
の
よ
う
な
本
判
決
に
対
す
る
学
説
の
評
価
を
検
討
す
る
と
､
被
害
者
の
素
因
に
つ
い
て
､
相
当
因
果
関
係
か
ら
加
害
者
の
責
任

を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
｡
こ
の
こ
と
は
､
①
道
路
交
通
に
参
加
す
る
者
が
高
血
圧
症
を
患

っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
全
-
蓋
然
性
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
､
及
び
②
事
故
及
び
事
故
後
の
経
過
に
対
し
て
被
害
者
が
興
奮
し
､
そ
の
者
が
高
血
圧

症
で
あ

っ
た
が
故
に
健
康
損
害
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
､
加
害
者
に
と

っ
て
予
見
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
｡
も

っ
と
も
'
こ
の
帰
結
は
､
裁
判
所
が
予
見
可
能
性
に
つ
き

｢最
善
の
観
察
者
｣
と
い
う
基
準
を
採

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
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説

で
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
予
見
可
能
性
基
準
が
す
で
に
加
害
者
の
責
任
の
限
定
と
い
う
役
割
を
果
た
し
え
な
-
な
っ
て
い
る
以
上
､
他
の
基

準
に
よ
っ
て
加
害
者
の
責
任
を
制
限
す
る
他
な
-
､

1
般
生
活
上
の
危
険
の
法
理
を
持
ち
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
.
フ
ォ

論

ン
.
バ
ー
ル
が
本
判
決
の

壷

生
活
上
の
危
険
は
法
政
策
的
判
断
で
あ
る
と
評
す
る
雛

,
こ
う
し
た
理
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
0

ま
た
本
判
決
か
ら
は
､
1
般
生
活
上
の
危
険
に
よ
る
加
害
者
の
責
任
制
限
も
'保
護
範
囲
の
判
断
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

本
判
決
で
は
'
B
G
B
八
二
三
条
の
保
護
範
囲
を
決
す
る
際
､
加
害
行
為
を
事
故
に
よ
る
直
接
の
加
害
行
為
に
制
限
し
て
評
価
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
加
害
行
為
を
制
限
的
に
考
え
れ
ば
､
被
害
者
の
素
因
の
顕
在
化
は
､
本
判
決
の
述
べ
る
よ
う
に
､
事
故
の
直
接
の
結
果
で
は
な

い
た
め
保
護
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
既
に
み
た
よ
う
に
'
こ
の
よ
う
な
評
価
は
､
学
説
か
ら
激
し
-
批
判
さ
れ

て
い
る
｡
素
因
の
顕
在
化
は
'
リ
ッ
プ
が
適
切
に
述
べ
る
よ
う
に
､
責
任
設
定
的
因
果
関
係
'
す
な
わ
ち
加
害
者
の
過
責
で
は
な
-
､
責
任

(60
)

充
足
的
因
果
関
係
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
｡
責
任
充
足
的
因
果
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
､
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
損
害
と
認
め
る

か
､
で
あ
る
｡
そ
の
際
に
は
､
1
連
の
因
果
関
係
の
連
鎖
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
.

1
連
の
因
果
関
係
の
連
鎖
は
､
予
見
可
能
性
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
る
と
す
る
の
が
相
当
因
果
関
係
理
論
で
あ
る
が
､
上
述
の
よ
う
に
､
す
で
に
そ
の
責
任
制
限
機
能
は
､
素
因
が
関
与
し
た
事
例

で
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
本
判
決
及
び
各
論
者
は
､
保
護
範
囲
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
の
で
あ
る
｡

本
判
決
の
構
造
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
が
､
最
後
に
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
､
本
判
決
は
被
害
者
の

(61
)

素
因
を
加
害
者
の
免
責
の
要
素
と
し
て
考
慮
し
た
判
例
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡
し
か
し
､
上
述
で
考
察
し
た
学
説
の
評

価
か
ら
す
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ

っ
て
も
素
因
不
考
慮
命
題
は
広
-
妥
当
し
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
本
判
決
及
び
本

判
決
に
対
す
る
学
説
の
評
価
か
ら
は
､
む
し
ろ
､
素
因
不
考
慮
命
題
の
射
程
の
広
さ
が
鮮
明
と
な
っ
て
現
れ
て
-
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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三

仮
定
的
因
果
関
係
に
よ
る
減
免
責



損害賠償法における素因の位置 (3)

(62
)

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
､
上
述
本
款

1

及
び
二
で
考
察
し
た
加
害
者
の
免
責
の
他
に
､
仮
定
的
因
果
関
係
理
論
に
よ
り
加
害
者
が
滅
免
責
:p

(63
)

さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
.
｢素
因
事
例

(A
nl
ag
e
f巴
le
)｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
､
被
害
者
の
素
因
を
仮
定
的

原
因
と
見
て
､
加
害
行
為
時
点
に
お
い
て
既
に
存
在
す
る
素
因
が
理
由
で
､
被
侵
害
客
体
の
別
の
敦
損

(S
ch
a
d
i
gung)が
確
実
に
予
想

(64
)

さ
れ
る
場

合

'
加
害
者
の
責
任
は
時
間
的
に
修
正
さ
れ
る
｡

(
〟
)
加
害
者
の
免
責

(損
害
の
無
価
値
)

仮
定
的
原
因
た
る
素
因
を
顧
慮
し
て
加
害
者
を
免
責
し
た
も
の
と
し
て
は
'
例
え
ば
次
の
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

冒
･2

8】
R
G
JW

L9
11
,
3
)
9

(
判
決
年
月
日
不
明
)
で
は
'
身
体
侵
害
が
も
と
で
精
神
病
を
発
病
す
る
に
至
っ
た
が
､
そ
の
精
神
病
は
い

ず
れ
に
せ
よ
発
病
し
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
､
加
害
者
は
免
責
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
合
､
加
害
行
為
が
な
-
と
も
い
ず
れ
に
せ
よ
同
じ
状
態

に
な
っ
て
い
た
と
し
て
'
加
害
者
を
免
責
す
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
､
加
害
行
為
が
な
く
と
も
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

(65
)

を
も

っ
て
'損
害
自
体
が

｢無
価
値
｣
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､損
害
自
体
が
賠
償
価
値
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
な
い
た
め
､

加
害
者
は
賠
償
義
務
が
な
い
の
で
あ
る
｡

(二
)
責
任
の
時
間
的
制
限

加
害
行
為
が
な
-
と
も
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
た
た
め
､
損
害
が
無
価
値
と
な
る
と
す
る
判
断
は
同
様
で
あ
る
が
､
事
故
後
の
い
ず
れ
か

の
時
点
に
お
い
て
同
じ
状
態
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
事
実
認
定
と
し
て
確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
､
加
害
者
の
責
任
は
時
間
的
に
制
限
さ

れ
る
｡

例
え
ば
､
前
掲

冒
畠

R
G
l
九
四
二
年
四
月
二
九
日
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
引
用
し
て
加
害
者
の
責
任
を
原
則
と
し
て
肯
定
し
て

い
る
が
'
し
か
し
な
が
ら
､
｢素
因
が
進
行
す
る
年
齢
と
同
じ
よ
う
に
時
の
経
過
に
お
い
て
､
病
気
を
特
別
に
要
求
す
る
現
象
の
発
生
が
な

(66
)

-
と
も
'
X
の
労
働
能
力
を
減
少
さ
せ
､
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
の
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
限
り
に
お
い
て
｣
加
害
者
の
責
任
は
制
限
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説

さ
れ
る
と
し
て
､
こ
の
点
に
つ
き
さ
ら
に
審
理
を
尽
-
さ
せ
る
た
め
破
棄
差
し
戻
し
て
い
る
.
同
様
に
前
掲

冒
IL3
】
B
G
H
一
九
六
八
年

1
0
月

1
五
日
は
､被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
い
た
た
め
に
､
｢事
故
と
は
無
関
係
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
､
い
ず
れ
に
せ
よ
所
得
損
害
を
被

っ

論

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
場
合
に
雛

｣
､
加
害
者
は
そ
の
範
囲
に
お
い
て
賠
償
を
要
し
な
い
と
し
て
､
責
任
が
時
間
的
に
制

限
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
前
掲

冒
ん
5
3
0
L
G
F
ran
k
fu
rt
a
M

l
九
八
三
年
七
月
七
日
判
決
で
は
､
事
故
の
発
生
時

点
に
お
い
て
'
被
害
者
に
内
在
す
る
'
加
害
行
為
が
な
-
と
も
後
に
同
程
度
の
損
害
に
至

っ
た
で
あ
ろ
う
損
害
素
因

(Schade
nsanlage)

が
被
害
者
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'
前
の
損
害
発
生
に
由
来
す
る
不
利

益
の
賠
償
義
務
は
制
限
さ
れ
る
と
す
る
｡
そ
の
上
で
､
事
故
が
な
-
と
も

1
年
後
に
同
様
の
不
利
益
が
あ

っ
た
こ
と
の
根
拠
が
明
ら
か
で
は

(6

8
)

な
い
の
で
､
裁
判
所
に
予
測
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
'
事
故
が
な
-
と
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
不
利
益
に
制
限
さ
れ
る
と

し

て

､
被
害

者
の
請
求
の

一
部
の
み
を
認
め
て
い
る
｡

(≡
)
分
析

以
上
の
裁
判
例
に
よ
る
と
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
仮
定
的
因
果
関
係
理
論
に
よ
り
'
修
正
さ
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

と
は
い
え
'
上
述

(二
)
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
加
害
行
為
と
損
害
と
の
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
は
､
同
命
題
が
適
用
さ
れ
､
加
害

者
の
責
任
は
全
範
囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
と
仮
定
的
因
果
関
係
に
よ
る
加
害
者
の
責
任
の
制
限
と

は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
｡
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
､
仮
定
的
囚
虜
関
係
に
よ
る
加
害

(69
)

者
の
滅
責
が
共
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
､
両
法
理
は
互
い
に
排
斥
し
あ
う
の
で
は
な
く
､
連
続
し
た
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
｡

こ
こ
で
仮
定
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
-
と
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
仮
定
的
因
果
関
係
論
は
'
そ
の
対
象
を

｢
因
果
関
係
｣
と
し

て
責
任
に
つ
い
て
論
ず
る
の
で
あ
る
が
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
損
害
概
念
が

｢差
額
説
｣
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
仮
定
的
因
果
関
係
に
よ
り
責
任
を
時
間
的
に
制
限
す
る
こ
と
は
､
実
質
的
に
は
賠
償
額
の
制
限
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
､
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損害賠償法における素因の位置 (3)

責
任
設
定
的
因
果
関
係
及
び
責
任
充
足
的
因
果
関
係
の
判
断
と
は
､
次
元
が
異
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､

両
法
理
が
相
互
排
斥
的
で
は
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
仮
定
的
因
果
関
係
が
賠
償
額
算
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い

る
と
理
解
す
る
と
'
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
そ
の
射
程
が
修
正
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
､
む
し
ろ
固
-
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
｡

こ
の
点
は
､
仮
定
的
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
､
予
備
的
原
因
の
証
明
度
に
確
実
で
あ
る
こ
と
叉
は
確
実
な
証
明
を
要
求
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
上
述
の
裁
判
例
で
言
及
さ
れ
た
仮
定
的
因
果
関
係
は
､
確
実
で
あ
る
と
証
明
で
き
た
場
合

に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
加
害
者
は
､
被
害
者
の
素
因
を
理
由
と
し
て
同
じ
損
害
が
い
ず
れ
か
の

時
点
で
生
じ
た
こ
と
を
､
確
実
に
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
の
可
能
性
が
あ

っ
た
程
度
で
は
責
任
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

｢trl
)

の
で
あ

る

｡
し
た
が

っ
て
加
害
者
は
､
｢確
実
｣
と
い
う
程
度
ま
で
証
明
し
な
い
限
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
基
づ
き
､
全
責
任
を
負
う
こ

(71
)

と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

な
お
､
｢素
因
事
例
｣
で
は
､
証
明
の
確
実
性
が
要
点
と
な
っ
て
い
る
が
､
こ
の
確
実
性
自
体
が
問
題
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

確
実
に
証
明
で
き
た
場
合
に
は
'
場
合
に
よ
っ
て
は
加
害
者
は
免
責
さ
れ
る
の
に
対
し
､
そ
れ
が
失
敗
し
た
場
合
に
は
素
因
不
考
慮
命
題
に

よ
-
加
害
者
は
全
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
り
'
帰
寮
に
関
し
て
か
な
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
点
に
つ

い
て
は
､
後
に
考
察
す
る
加
害
者
の
責
任
の
割
合
的
制
限
に
関
わ
る
点
で
あ
る
の
で
'
別
途
改
め
て
検
討
す
る

(第
四
章
)｡

四

裁
判
例
の
分
析

以
上
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
関
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
て
き
た
が
､
こ
こ
で
､
判
例
に
お
け
る
同
命
題
の
意
義
及
び
射
程
に
つ
い
て
分
析

を
試
み
る
｡
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説

素
因
不
考
慮
命
題
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
､第

一
に
問
題
と
な
る
の
は
､加
害
行
為
自
体
が
共
働
原
因
と
見
な
さ
れ
う
る
か
否
か
で
あ
る
｡

責
任
要
件
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
が
'
前
掲
裁
判
例

冒
12
】
冒
･

3
3
で
確
認
し
た
よ
う
に
､
被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
理
由

論

と
し
て
､
加
害
行
為
を
誘
因
と
評
価
す
る
こ
と
に
よ
る
責
任
要
件
の
否
定
は
原
則
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
例
外
的
に
､
取
る
に
足
り
な
い
よ
う

な
'
そ
も
そ
も
加
害
行
為
と
は
評
価
し
え
な
い
出
来
事
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
'
原
因
性
は
否
定
さ
れ
る
｡
逆
に
い
え
ば
'
そ
の
よ
う
な
場

合
で
な
い
限
り
'
責
任
要
件
レ
ベ
ル
で
は
素
因
不
考
慮
命
題
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
｡

ま
た
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
稀
な
素
因
の
事
例
や
非
接
触
事
例
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
そ
の
射
程
は
極
め
て

広
範
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
､
責
任
充
足
的
因
果
関
係
を
か
な
-
広
-
認
め
る
こ
と
に
よ
り
､
加
害
者
の
責

(72
)

任
を
肯
定
し
て
い
る
｡
こ
の
点
は
､
す
で
に
リ
ッ
プ

が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
被
害
者
の
素
因
は
､
責
任
充
足
的
因
果
関
係
に
お
い
て
問
題
と

な
る
｡
で
は
'
責
任
充
足
的
因
果
関
係
に
お
い
て
素
因
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
か
｡
当
初
裁
判
例
は
､
相
当
因
果
関
係
に
基
づ
き

予
見
可
能
性
に
よ

っ
て
､
被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
そ
の
素
因
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
つ
き
､
｢最
善
の
観
察
者
｣
と
い
う

基
準
を
用
い
予
見
可
能
性
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
説
明
し
て
い
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
被
害
者
の
素
因
を
予
見
可

能
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
､
い
た
ず
ら
に
予
見
可
能
性
を
拡
大
す
る
だ
け
で
あ
り
､
責
任
充
足
的
因
果
関
係
で
審
理
さ
れ
る
べ
き
責

任
制
限
の
機
能
を
果
た
し
え
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
最
善
の
観
察
者
で
あ
れ
ば
､
全
て
の
事
柄
に
つ
き
予
見
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
点
か
ら
'
素
因
不
考
慮
命
題
を
相
当
因
果
関
係
理
論
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
､
理
論
と
し
て
は
不
適
当
で

あ
ろ
う
し
､説
得
力
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
｡
ゆ
え
に
､保
護
範
囲
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
素
因
不
考
慮
命
題
は
､

保
護
範
囲
の
判
断
の
際
の
規
範
的
評
価
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
｡

被
害
者
の
素
因
を
考
慮
し
加
害
者
の
免
責
を
認
め
る

一
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
も
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
.
裁
判
例
で
は
予
見

可
能
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
も
の
が
多
い
が
､
そ
の
実
質
は
素
因
に
よ
り
発
生

･
拡
大
し
た
損
害
が
､
規
範
の
保
護
範
囲
に
入
る
か
否
か
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損害賠償法における素因の位置 (3)

を
判
断
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡
素
因
に
よ

っ
て
損
害
が
発
生
･拡
大
し
た
場
合
に
つ
い
て
'規
範
の
保
護
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
'

当
該
損
害
が
保
護
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
修
正
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

仮
定
的
因
果
関
係
理
論
に
よ
る
加
害
者
の
滅
免
責
の
例
か
ら
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
時
間
的
に
修
正
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
｡

た
だ
し
こ
れ
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
そ
の
も
の
の
修
正
と
し
て
理
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
｡
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
責
任
充
足
的
因
果

関
係
に
お
け
る
原
則
で
あ
り
､
他
方
'
仮
定
的
因
果
関
係
論
は
'
賠
償
額
算
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､

(73)

素
因
不
考
慮
命
題
は
'
依
然
と
し
て
修
正
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
､
z
p
O
二
八
七

条

の
意
味
に
お
け
る

確
実
性
の
立
証
を
加
害
者
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
.
加
害
者
は
抗
弁
と
し
て
仮
定
的
因
果
関
係
の
成
立
を
確
実
に

立
証
し
え
な
い
限
り
'
素
因
不
考
慮
命
題
に
立
ち
戻
り
､
全
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
-
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

以
上
の
通
り
'
裁
判
例
に
お
い
て
は
､
｢
虚
弱
な
者
に
対
し
て
加
害
を
な
し
た
者
は
､
健
康
な
者
に
加
害
を
な
し
た
場
合
と
同
様
に
扱
わ

れ
る
こ
と
を
主
張
し
え
な
い
｣
と
い
う
命
題
は
､
固
-
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

第
三
款

学
説
に
よ
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
評
価

(74
)

ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
'
か
な
-
早
い
段
階
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
に
関
し
て
見
解
が

一
致
し
て
い

る

｡
同
命
題
は
'
被
害
者
の
素
因
を
理

由
と
し
て
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
免
責
す
る
こ
と
を

忘
属
し
て
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
理
論
的
根
拠
は
変
遷
を
遂
げ
て
お
-
､
相

当
因
果
関
係
説
､
保
護
目
的
説
な
ど
か
ら
同
命
題
を
理
解
す
る
も
の
が
多

い
｡
以
下
'
各
説
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
素
因
を
論
じ
､
ど
の

(75
)

よ
う
な
解
決
を
主
張
し
て
い
る
の
か
に
注
目
し
て
検
討
し
た

い

｡
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説

一

相
当
因
果
関
係
説
の
見
地
か
ら

(
一
)
相
当
因
果
関
係
説
の
説
明
の
前
に
､
そ
の
前
提
と
な
っ
た
条
件
説

(A
q
u
iv
aienztheorie
)
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
｡
侵
害
と

論

損
害
発
生
は
､
通
常
､
多
く
の
原
因
を
有
す
る
｡
原
則
的
に
､
す
べ
て
の
原
因
は
同
等
の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
｡
す
べ
て
の
因
果
的
な
要
素

の
同
等
の
取
り
扱
い
を
基
礎
に
お
-
ゆ
え
に
､
こ
れ
を
条
件
説

(等
価
説
)
と
い
う
｡
自
然
科
学
的
に
み
る
な
ら
ば
､
条
件
説
は
適
切
な
も

の
で
あ
る
｡
原
則
的
に
､
効
果
の
発
生
に
と

っ
て
す
べ
て
の
原
因
は
同
等
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
法
律
学
で
は
'
た

え
ず
'
帰
寮
の
視
点
か
ら
非
本
質
的
な
原
因
か
ら
本
質
的
な
原
因
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
｡
相
当
因
果
関
係
も
ひ
と

(76
)

つ
の
原
因
を
評
価
的
に
選
び
出
し
た
も
の
で
あ

る

｡

(77
)

相
当
因
果
関
係
説
は
､

1
九
世
紀
末
に
心
理
学
者
の
フ
ォ
ン

･
ク
リ
ー
ス

(I
.
V
.
監
ri
e
s
)

に
よ
り
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
彼
は
､

こ
の
理
論
で
も

っ
て
い
わ
ゆ
る
結
果
加
重
的
な
刑
法
の
構
成
要
件
を
制
限
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
｡
刑
事
裁
判
例
に
お
い
て
追
従
さ

(78
)

れ
な
か

っ
た
相
当
因
果
関
係
説
は
､
民
事
法
の
中
で
は
認
め
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
､
リ
ユ
ー
メ
リ
ン

(M
.
R
d
m
eli
n

)
､

ト
レ
ー
ガ

-

(L
.

(79
)

(80)

(81
)

T
r
aeg
e
r
)
､

エ
ン
ネ
ク
ツ
エ
ー
ル
ス

(L
.
E
nnecceru
s
)

に
遡
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る

｡
民
事
法
で
も
､
相
当
因
果
関
係
説
は
､

純
粋
な
因
果
関
係
が
莫
大
な
自
己
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
､
つ
ま
り
､
有
責
性
関
連

(v
er
sch
u
td
en
snexus)
の
な
い
損
害
の
範

囲
の
場
合
に
意
味
を
も

っ
た
｡
相
当
因
果
関
係
説
の
確
立
し
た
適
用
領
域
は
､
責
任
充
足
的
因
果
関
係
に
あ
る
｡
侵
害
が
有
責
か
つ
違
法
に

惹
起
さ
れ
た
な
ら
ば
'
そ
の
侵
害
に
よ
り
相
当
因
果
関
係
を
も

っ
て
生
じ
た
損
害
が
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
相
当
性
に
は
二
つ
の

定
式
が
あ
る
｡
ひ
と
つ
は
､
積
極
的
定
式
で
あ
-
､
ひ
と
つ
は
消
極
的
定
式
で
あ
る
｡
積
極
的
定
式
で
は
､
高
め
ら
れ
た
可
能
性
が
要
件
と

な
り
'
消
極
的
定
式
で
は
'
低
め
ら
れ
た
可
能
性
が
因
果
関
係
か
ら
除
外
す
る
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
｡
学
説
で
は
､
例
え
ば
ラ
ー
レ

ン
ツ

(K
.
L
arenz)
は
､
｢賠
償
義
務
者
に
よ
-
惹
起
さ
れ
た
が
有
責
性
の
な
い
隔
た
っ
た
結
果
に
つ
い
て
､
賠
償
義
務
者
の
責
任
は
'
そ

の
結
果
が

一
般
的
な
人
間
の
生
活
経
験
上
予
期
し
え
な
い
ほ
ど
に
異
常
で
あ
り
'
ま
た
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
限
界
を
兄
い
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(82
)

(83
)

だ

す

｣
の
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
か
な
り
異
常
な
結
果
は
､
純
粋
に
偶
然
の
損
害
と
し
て
損
害
を
被

っ
た
被
害
者
が
負
担
す
る
'
と
す

る

｡

他
方
で
､
判
例
は
､
高
度
に
技
術
的
な
定
式
を
用
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢あ
る
事
件
が
結
果
の
相
当
な
条
件
で
あ
る
の
は
､
そ
れ
が
発
生
し

た
結
果
と
同
種
の
結
果
の
客
観
的
可
能
性
を

1
枚
的
に
少
な
か
ら
ぬ
程
度
に
高
め
た
場
合
で
あ
る
o
そ
こ
で
の
評
価
に
お
い
て
は
､

(
a)

事
件
の
発
生
時
点
に
お
い
て
最
善
の
観
察
者

(op
t
im

al
B
eo
b
a
ch
te
r)
に
と

っ
て
認
識
可
能
な
す
べ
て
の
事
情
､
(b
)
条
件
の
設
定
者

〔行

為
者
〕
に
と
っ
て

(

a

)

を
超
え
て
判
明
し
て
い
た
事
情
､
こ
の
検
討
は
判
断
時
に
利
用
で
き
る
す
べ
て
の
経
験
知
識
を
用
い
て
行
わ
な
け

(

84
)

れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
す

る

｡

(二
)
裁
判
例
で
は
､
素
因
競
合
の
事
例
に
お
い
て
上
述
の

｢最
善
の
観
察
者
｣
の
観
点
か
ら
相
当
因
果
関
係
理
論
に
よ
る
加
害
者
の
免
責

を
基
礎
づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
､
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
､
裁
判
例
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
相
当
因
果
関

係
論
と
の
関
係
か
ら
論
じ
る
｡
以
下
､
彼
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
｡

ラ
ー
レ
ン
ツ
は
､
裁
判
例
が
相
当
因
果
関
係
の
判
断
に
際
し
て

｢最
善
の
観
察
者
｣
と
い
う
非
常
に
広
い
賠
償
範
囲
画
定
基
準
を
採

っ
て

い
る
と
い
う
分
析
を
し
て
､
そ
の
具
体
例
と
し
て
被
害
者
が
既
に
病
気
で
あ

っ
た
場
合
や
健
康
に
お
い
て
脆
弱
性
が
あ

っ
た
り
抵
抗
力
が
な

(85
)

か
っ
た
-
し
た
場
合
に
も
相
当
性
が
排
除
さ
れ
な
い
､
と
す
る
｡
し
か
し
､
彼
は
'
こ
の

｢最
善
の
観
察
者
｣
と
い
う
基
準
を
不
当
で
あ
る

と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢最
善
の
観
察
者
｣
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
も
同
然
で
あ
る
､
つ
ま
り
､
最
善
の
観
察
者
は
ほ

と
ん
ど
全
知

(allw
is
send
)
な
の
で
あ
-
､
全
知
の
者
に
と

っ
て
は
､
現
実
の
事
象
の
経
過
は
､
異
常
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
常

に
予
見
可
能
な
の
で
あ
る
?
し
た
が
っ
て
､
最
善
の
観
察
者
の
基
準
を
採
る
な
ら
ば
､
相
当
性
の
基
準
が
賠
償
義
務
者
の
答
責
範
囲
を
限
定

(86)

す
る
と
い
う
適
性
を
失

っ
て
し
ま
う
と
す

る

｡
そ
の
代
わ
り
に
'
彼
は
'
｢経
験
の
あ
る
観
察
者

(e
rfah
r
en
Beobachter)｣
と
い
う
基

準
を
提
唱
す
る
｡
そ
し
て

｢経
験
あ
る
観
察
者
｣
に
よ
る
予
見
可
能
性
の
例
と
し
て
､
被
害
者
の
素
因
に
つ
い
て
言
及
す
る
｡
す
な
わ
ち
､

｢経
験
の
あ
る
観
察
者
は
､
賠
償
義
務
者
が
認
識
し
､
か
つ
他
方
で
そ
の
よ
う
な
観
察
者
が
そ
の
時
点
で
認
識
可
能
で
あ
る
事
情
を
認
識
し
､
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説

か
つ
､
例
え
ば
､
被
害
者
が
病
気
で
あ
る
又
は
脆
弱
で
あ
る
と
い
う
そ
れ
ほ
ど
遠
-
な
い
可
能
性
を
考
慮
す
る
｣
と
し
て
へ
こ
の
基
準
に
お

(87
)

い
て
も
素
因
競
合
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
が
加
害
者
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え
を
示

す

｡

ラ
ー
レ
ン
ツ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
判
例
の
い
う
｢最
善
の
観
察
者
｣
基
準
を
採
る
限
-
､
い
な
か
る
事
態
も
常
に
予
見
可
能
な
の
で
あ
-
､

被
害
者
の
素
因
の
競
合
に
よ
り
損
害
が
発
生

･
拡
大
し
た
場
合
に
も
同
様
に
､
当
該
損
害
の
発
生

･
拡
大
は
常
に
予
見
可
能
で
あ
る
こ
と
と

な
り
､
加
害
者
の
免
責
の
余
地
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
｡
つ
ま
り
､
競
合
し
た
被
害
者
の
素
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
､
常

に
加
害
者
は
全
責
任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
明
ら
か
に
不
当
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
彼
は
､
｢経

験
の
あ
る
観
察
者
｣
と
し
て
予
見
可
能
性
を
制
限
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
が
'
す
で
に
裁
判
例
の
検
討
で
明
ら
か
と
な

っ
た
よ
う
に
､
素
因

が
競
合
し
た
場
合
に
お
い
て
加
害
者
の
責
任
を
限
定
す
る
た
め
に
は
､
相
当
因
果
関
係
理
論
に
よ
る
予
見
可
能
性
基
準
の
み
で
は
不
十
分
で

あ
る
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
､彼
の
よ
う
に
｢経
験
の
あ
る
観
察
者
｣
と
し
た
と
こ
ろ
で
こ
の
間
題
が
解
消
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
｡

こ
の
点
に
つ
き
､
彼
は
､
相
当
因
果
関
係
理
論
は
相
当
性
の
必
要
条
件
を
判
例
よ
り
も
厳
格
に
理
解
し
た
と
し
て
も
'
後
続
損
害
に
対
す
る

(88
)

責
任
を
適
当
に
制
限
す
る
に
は
常
に
十
分
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
よ

う
に
'
彼
も
ま
た
相
当
因
果
関
係
理
論
に
よ

っ
て
は
､
素
因
競
合

事
例
に
お
け
る
加
害
者
の
責
任
制
限
を
な
し
え
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
｡
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
､
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
'
因
果
経

過
の
相
当
性
は
別
の
基
準
と
並
存
し
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
り
､
か
つ
､
そ
れ
に
よ
っ
て
賠
償
義
務
者
の
答
責
範
囲
は
さ
ら
に
制
限
さ
れ

(89
)

る
と
す
る
｡
そ
の
別
の
基
準
と
は
'
次
の
規
範
の
保
護
目
的
に
よ
る
帰
責
で
あ

る
｡
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二

保
護
目
的
説
の
見
地
か
ら

(

こ

フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
の
見
解

フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー

(W
.Fikentscher)
は
､
保
護
目
的
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
が
､
彼
は
相
当
因
果
関
係
説
の
項
目
に
お
い
て
素
因



損害賠償法における素因の位置 (3)

競
合
の
問
題
を
例
示
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
A
が
B
を
平
手
打
ち
し
た
と
し
､
B
が
異
常
に
薄
い
頭
蓋
冠
を
有
し
て
い
た
た
め
に
､
死
亡
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
酢
を
示
し
､
こ
の
事
例
に
お
け
る
B
の
死
亡
は
'
条
件
説
の
意
味
に
お
い
て
A
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
相

当
因
果
関
係
説
の
意
味
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
誰
も
が
異
常
に
薄
い
頭
蓋
冠
を
有
し
､
平
手
打
ち
が
理
由
で
死
亡

(90
)

へ
至
る
と
い
う
こ
と
は
'
ま
っ
た
く
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
特
別
な
身
体
的
体
質
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
､
そ
し
て
'
そ
れ

(91
)

(92
)

は
相
当
因
果
関
係
説
の
意
味
に
お
け
る
因
果
関
係
を
中
断
し
な
い
と
し
て
'
冒
･1】
R
G
l
九
三
七
年
四
月
二
六
日
判
決
を
示
す
｡

他
方
で
'
彼
は
､
｢素
因
事
例

(A
nl
ag
efalte
)
｣
に
お
い
て
は
､
素
因
の
掛
酌
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
示
す
｡
す
な
わ
ち
'
｢加
害

者
が
予
見
し
え
な
い
異
常
な
身
体
的
ま
た
は
精
神
的
素
因

(V
eranlagung)
に
よ
-
後
続
損
害
が
生
じ
る
場
合
､
当
該
後
続
損
害
は
そ
れ

で
も
な
お
原
則
と
し
て
加
害
者
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
加
害
者
は
､
そ
の
よ
う
な
素
因

(V
eranlagung)
の
危
険
を
引
き

(93
)

(94)

受
け
る
｣
と
し
､
具
体
的
に
は
血
友
病
の
事
例
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
事
例

(冒
･2
0
】

B
G
H
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
､
R
G
IW

15,

(95
)

2

8
)
を
挙
げ
て
い
る
.

以
上
に
よ
れ
ば
､
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
相
当
因
果
関
係
説
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
､
前
述
の
相
当
因

果
関
係
説
に
お
け
る

｢予
見
可
能
性
｣
が
問
題
と
な
る
と
き

(予
見
可
能
性
が
な
い
と
き
)
で
あ

っ
て
も
､
｢加
害
者
は
素
因
の
危
険
を
引

(96
)

き
受
け
る
｣
と
し
て
保
護
目
的
説
の
観
点
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
を
理
解
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
彼
は
､
予
見
可

能
性
の
点
か
ら
の
説
明
で
し
か
な
い
た
め
､
な
に
ゆ
え
素
因
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
が
保
護
の
対
象
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
と
し

(97
)

て
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ

る

｡
こ
の
点
に
つ
き
'
ド
イ
チ
エ

(E
.
D

eutsch
)
は
よ
-
積
極
的
な
言
明
を
す
る
｡

(二
)
ド
イ
チ
エ
の
見
解

ド
イ
チ
エ
は
､
犠
牲
者
の
特
殊
な
性
質

(E
ig
enschaft)
と
相
当
因
果
関
係
の
項
目
に
お
い
て
､
相
当
因
果
関
係
説
か
ら
で
は
な
-
､

(
9

8
)

保
護
目
的
説
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
を
論
じ

る

｡
彼
は
､
ま
ず
､
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
､
例
え
ば
､
薄
い
頭
蓋
骨
､
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
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説

脆
い
骨
叉
は
特
殊
な
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
な
ど
の
損
害
の
発
生
を
高
め
る
犠
牲
者
の
特
殊
な
性
質
は

〔損
害
発
生
に
と

っ
て
〕
相
当
性
が
あ
る

と
す
る
｡
彼
は
､
そ
の
例
と
し
て
'
騎
手
を
落
馬
さ
せ
､
特
に
細
い
骨
の
た
め
に
著
し
い
負
傷
を
受
け
る
結
果
を
招
い
た
者
は
'
そ
れ
に
対

諭

し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
事
例
を
挙
げ
る
｡
判
例
と
通
説
は
､
そ
の
よ
う
な
侵
害
の
発
生
確
率
が

)
‥)00.000以
下
の
で
あ
る
場
合
で
も
､

そ
の
よ
う
な
侵
害
を
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
認
め
て
い
る
｡
彼
は
､
こ
の
点
に
つ
き
､
そ
れ
は

一
般
的
予
見
可
能
性
と
し
て
の
基
本

命
題
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
.
な
ぜ
な
ら
､
通
常
人
は
そ
の
よ
う
な
稀
な
結
果
を
考
慮
に
入
れ
て
お
ら
ず
'
そ
の
た
め
､

1
股

(99
)

的
に
予
見
可
能
で
は
な
-
､
し
た
が
っ
て
､
相
当
因
果
関
係
は
な
い
か
ら
で
あ

る

｡

彼
が
こ
の
よ
う
に
非
難
す
る
の
は
､
先
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
､
そ
の
よ
う
な
か
な
-
低
い
確
率
で
の
発
生
を
相
当
因
果
関
係
あ
る
も
の

と
認
め
る
と
'
相
当
因
果
関
係
理
論
が
予
定
し
て
い
た
加
害
者
の
責
任
制
限
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ

う
｡
し
か
し
'
ド
イ
チ
エ
は
'
相
当
因
果
関
係
は
な
い
と
し
て
も
､
や
は
り
そ
の
よ
う
な
結
果
は
行
為
者
に
よ
り
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
｡
彼
は
､
そ
の
た
め
に
､
素
因
不
考
慮
命
題
が
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
｡
す
な
わ
ち
､
素
因
不
考
慮
命

題
を
､
犠
牲
者
の
特
殊
な
個
人
的
な
体
質
に
よ
り
生
じ
る
相
当
因
果
関
係
が
な
い
損
害
も
規
範
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
､
と
し
て
保
護
範

囲
に
位
置
付
け
る
｡
そ
し
て
'
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
こ
の
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
て
い
る
た
め
､
例
え
ば
'
傷
害
を
受
け
た
犠
牲
者

が
皮
膚
疾
患
に
な
り
や
す
い
特
殊
な
素
因

(D
isp
o
sitio
n
)
を
有
し
て
お
り
､
そ
の
た
め
通
常
人
よ
-
も
長
-
稼
働
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
､

(帆

)

こ
の
素
因
が
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
行
為
者
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す

る

｡

な
お
､
ド
イ
チ
エ
は
'
素
因
不
考
慮
命
題
に
お
い
て
は
､
規
範
の
保
護
範
囲
は
､
相
当
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
と
し
'

こ
の
場
合
に
は
､
立
法
者
の
予
見
は
､
通
常
人
の

一
般
的
な
予
見
可
能
性
よ
り
も
さ
ら
に
遠
-
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
'
保
護

(1-

1
)

範
囲
を
立
法
者
の
予
見
可
能
性
か
ら
説
明
す
る
点
が
特
徴
的
で

あ

る

｡

(≡
)
ケ
ッ
ツ
の
見
解
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損害賠償法における素因の位置 (3)

ケ
ッ
ツ

(H
.
K
6tz)
も
ま
た
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
関
し
て
'
相
当
因
果
関
係
の
議
論
に
お
い
て
言
及
す
る
｡
彼
は
､
不
法
行
為
の
被

害
者
が
異
常
に
も
ろ
い
頭
蓋
冠
を
有
し
て
い
る
と
か
被
害
者
が
精
神
的
に
極
度
に
不
安
定
で
あ

っ
た
り
､
す
で
に
疾
患
に
よ
り
衰
弱
し
て
い

た
又
は
血
友
病
患
者
で
あ

っ
た
等
の
例
を
挙
げ
'
被
害
者
の
素
因
と
い
う
非
典
型
的
な
身
体
的
素
質
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
'
叉
は
特

に
重
大
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ

っ
て
も
､
被
害
者
に
生
じ
た
健
康
損
害
に
対
す
る
賠
償
は
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
､
素
因
競
合
の

事
例
を
説
明
す
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
素
因
が
競
合
す
る
場
合
に
関
し
て
､
そ
の
損
害
の
現
実
化
は
全
-
蓋
然
性
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
蓋
然
性
の
程
度
に
よ
っ
て
加
害
者
に
帰
寮
さ
れ
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
価
値
的
な
考
慮

(評
価
)
に
よ
っ
て
加
害
者
に
帰
寮

(捕)

さ
れ
る
の
で
あ
-
､
そ
の
価
値
を
表
現
す
る
の
が
､
素
因
不
考
慮
命
題
で
あ
る
と
す

る

｡
す
な
わ
ち
､
ケ
ッ
ツ
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
'

あ
る
種
の
法
政
策
的
価
値
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
後
述
の
シ
ュ
ト
ル
が
素
因
不
考
慮
命
題
に
反
対
の

(1-3
)

立
場
を
採
る
こ
と
に
関
し
て
も
'
こ
れ
も
ま
た
あ
る
種
の
価
値
に
支
え
ら
れ
た
観
点
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
｡(

鵬
)

た
だ
し
ケ
ッ
ツ
は
､素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
､加
害
者
の
全
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
､
B
G
B
二
五
四

条

の
共
働
過
責
を
考
慮
し
､

加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
の
損
害
の
分
配
が
問
題
と
な
り
う
る
と
す
る
｡
彼
は
､
こ
の
B
G
B
二
五
四
条
の
考
慮
に
関
し
て
､
損
害
の
発
生

に
対
し
て
被
害
者
が
寄
与
す
る
場
合
､
つ
ま
り
､
彼
の
身
体
的
異
常
を
賢
明
に
考
慮
し
て
､
ま
さ
に
彼
に
さ
し
迫

っ
て
い
る
危
険
を
回
避
す

(脂
)

る
目
的
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
処
置
を
怠

っ
た
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
｡
と
す
る
と
､
彼
は
､
素
因
の
認
識
可
能

(価
)

性
に
着
冒
し
､
こ
れ
に
共
働
過
失
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
害
者
の
責
任
制
限
を
図
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る

｡

(四
)
リ
エ
ア
ー
の
見
解

ケ
ッ
ツ
は
素
因
不
考
慮
命
題
を
あ
る
種
の
法
政
策
的
価
値

(評
価
)
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
が
'
リ
エ
ア
ー

(H
･J.
L
B
er
)
は
､
被

害
者
の
社
会
参
加
の
観
点
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
を
説
明
す
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
法
律
違
反
者

(D
etiquent)
が
病
人
ま
た
は
脆
弱
な
者

を
侵
害
し
た
場
合
､
不
法
行
為
の
結
果
は
健
廉
な
者
に
比
し
て
か
な
り
重
大
な
も
の
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
被
害
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｢
M

〕

説

者
は
全
-
異
常
な
結
果
の
負
担
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
と
い
う
強
い
利
益
を
有
す
る
と
さ

れ

る

｡
と
い
う
の
は
､
病
人
ま
た
は
脆
弱
な
者
は
､

い
ず
れ
に
せ
よ
健
康
な
者
と
同
じ
よ
う
に
社
会
秩
序
に
参
加
す
る
と
い
う
大
き
な
困
錐
を
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
-
､
法
律
違
反
者
は
､

論

被
害
者
の
特
別
な
脆
弱
性
ま
た
は
病
気
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
危
険
を
負
担
す
る
と
し
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
襲

｡
-

と
は
い
え
､
彼
が
意
図
す
る
社
会
参
加
と
い
う
観
点
は
､
被
害
者
の
有
利
に
働
-
場
面
ば
か
り
で
は
な
い
｡
彼
は
､
病
気
ま
た
は
脆
弱
な

被
害
者
で
あ

っ
て
も
'
社
会
秩
序
の
中
で
行
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
何
人
も
最
低
限
の
身
体
的
抵
抗
力
を
奮
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
､
被
害
者
自
身
の
負
担
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
､
病
人
は
､
彼
が
病
気
に
相
応
な
理
性
的
な
態
度
に
相
応
し
-
振
舞

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
仮
に
､
彼
が
軽
率
に
認
識
で
き
る
危
険
に
身
を
晒
し
た
結
果
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
'
彼
自
身
が
引
き
受
け
な
け

(
1-

9
)

れ
ば
な
ら
な
い
､
と
す

る

｡
彼
は
こ
れ
を
法
政
策
上
の
決
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
法
秩
序
は
'
被
害
者
に
も
最
低
限
の
抵
抗

力
お
よ
び
自
己
規
律
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
法
律
違
反
者
は
､
不
法
行
為
に
も
関
わ
ら
ず
被
害
者
の
全
危
険
を
引
き
受
け
る
の
で
は

(110
)

な
い
｡
被
害
者
に
は
､
運
命
を
自
ら
克
服
す
る
責
務
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
t
と
し
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
を
説
明
す

る

｡
な

お
､
彼
は
明
確
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
､
｢最
低
限
の
抵
抗
力
｣
､
｢認
識
で
き
る
危
険
｣
､
｢自
己
規
律
｣
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
､
彼
も
､

B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
責
の
適
用
に
よ
る
加
害
者
の
責
任
制
限
を
意
図
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
｡

(五
)
ラ
ン
ゲ
の
見
解

ラ
ン
ゲ

(H
.
L
an
g
e
)
も
リ
エ
ア
ー
と
同
様
に
被
害
者
の
社
会
参
加
の
観
点
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
を
説
明
す
る
｡

彼
は
保
護
昌
的
説
の
観
点
か
ら
､
賠
償
請
求
権
者
が
病
気
又
は
異
常
な
素
因
や
疾
病
の
た
め
に
特
別
に
脆
弱
で
あ

っ
た
と
い
う
理
由
で
損

(111
)

害
が
発
生
又
は
拡
大
し
た
､
と
い
う
こ
と
を
も

っ
て
賠
償
義
務
者
は
免
責
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
､
と
す

る

｡
そ
し
て
'
こ
の
観
点
か
ら
､

(1-2
)

R
G
お
よ
び
B
G
H
で
判
示
さ
れ
た
素
因
原
則
不
考
慮
命
題
を
支
持
す

る

｡
ま
た
､
病
的
素
因
の
み
な
ら
ず
､
精
神
的
な
欠
陥

(p
sy
ch
is
ch
e

(1-3
)

K
o
nstitutionsm
an
g
et)
に
関
し
て
も
何
ら
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
｡
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損害賠償法における素因の位置 (3)

他
方
で
'
彼
は
､
虚
弱
な
者
は
､
自
分
自
身
の
行
為
に
お
い
て
､
期
待
さ
れ
う
る
限
り
そ
の
危
険
を
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

(1-4
)

い
う
点
も
指
摘
す
る
｡
こ
こ
で
B
G
B
二
五
四
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
､
彼
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
(
加
害
行

為
と
脆
弱
な
者
に
生
じ
た
損
害
と
の
法
的
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
う
え
で
､
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
貴
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ

り
加
害
者
の
責
任
制
限
を
図
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡
と
は
い
え
､
そ
の
よ
う
な
虚
弱
な
者
で
あ

っ
て
も
､
道
路
交
通
叉
は

そ
の
よ
う
な
社
会
状
況

へ
の
参
加
か
ら
身
を
引
-
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､賠
償
義
務
者
は
法
秩
序
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
行
為
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
､
あ
る
い
は
､
賠
償
義
務
者
は
危
険
責
任
の
場
合
に
法
秩
序
が
責
任
根
拠
と
み
な

(1-5
)

し
た
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
と
し

て

､
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
を
強
調
す
る
｡

ま
た
､
ラ
ン
ゲ
は
'
リ
エ
ア
ー
と
同
様
に
､
犠
牲
者
に
最
低
限
の
身
体
的

･
精
神
的
抵
抗
力
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
素
因
不
考
慮
命
題

(116
)

は
限
界
を
示
す
と
す
る
｡
こ
こ
で
彼
は
裁
判
例
を
分
析
し
､
大
抵
の
場
合
相
当
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
が
､
相
当
性
の
欠
紋
と
い
う

理
由
で
は
納
得
が
行
か
な
い
､
な
ぜ
な
ら
､
統
計
的
な
蓋
然
性
は
加
害
者
の
責
任
制
限
に
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し
て
､

批
判
す
る
｡
彼
は
､
む
し
ろ
､
責
任
要
件
が
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
こ
の
責
任
要
件
は
社
会
通
念
に
よ
り
加
害
者
の
行
為
が
絶
対
的

(～E;)

保
護
法
益
の
侵
害
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
に
否
定
さ
れ
る
と
す

る

｡
す
な
わ
ち
､
彼
は
､
否
定
例
に
つ
い
て
は
相
当
性
以
前
の
問
題
と
し
て

理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
彼
は
'
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
､
被
害
者
に
最
低
限
の
身
体
的

･
精
神
的
抵
抗
力
が
欠
け
て
い
る
か
否

か
と
い
う
点
に
限
界
を
見
出
す
｡
被
害
者
の
最
低
限
の
身
体
的

･
精
神
的
抵
抗
力
に
は
被
害
者
自
身
の
危
険
領
域
の
限
界
が
想
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
'
こ
の
限
界
を
超
え
た
場
合
､
も
は
や

｢保
護
法
益
｣
の
侵
害
で
は
な
-
な
る
､
す
な
わ
ち
､
加
害
行
為
と
の
違
法
性
関
連
が

(;
)

欠
如
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
､
責
任
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
ろ

う

｡
も

っ
と
も
､
こ
う
し
た
限
界
づ
け
に
よ
る
と
､
最
低

限
の
抵
抗
力
を
欠
-
被
害
者
は
､
全
-
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
彼
は
､
こ
の
限

界
づ
け
に
よ
り
抵
抗
力
の
最
も
弱
い
者
の
最
も
弱
い
点
を
見
殺
し
に
し
､
同
時
に
社
会
福
祉
国
家
の
原
則
に
背
-
と
い
う
異
論
が
あ
り
う
る
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説

こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
異
論
に
対
し
て
は
､
損
害
賠
償
法
の
限
界
で
あ
る
と
し
､
む
し
ろ
社
会
法
に
よ
り
対
処
す
べ
き
で
あ
る

｢M

L

と
考
え
て

い

る

｡

論

こ
こ
で
ラ
ン
ゲ
の
見
解
を
敷
術
す
る
と
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
の
保
護
を
目
的
と
す
る
原
則
で
あ
る
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
い
で
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
､
法
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
損
害
で
あ
っ
て
も
､
社
会
参
加
の
自
由
が

あ
る
ゆ
え
に
'
被
害
者
に
も
期
待
さ
れ
う
る
限
り
自
ら
の
素
因
と
い
う
危
険
を
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
､
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
に

は
t
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
賓
が
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
､
そ
も
そ
も
加
害
者
は
加
害
行
為
を
や
め
る
と
い
う
選
択
肢
が

あ
-
､
ま
た
法
秩
序
に
違
反
し
た
者
で
も
あ
る
た
め
､
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
が
優
先
さ
れ
る
と
し
て
､
共
働
過
責
の
掛
酌
に
は
消
極

的
で
あ
る
｡

ま
た
､
彼
は
､
被
害
者
の
最
低
限
の
身
体
的

･
精
神
的
抵
抗
力
の
観
点
か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
を
見
出
す
が
､
彼
の
見
解
に
よ
れ

ば
､
｢保
護
法
益
｣
と
み
な
さ
れ
る
か
否
か
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
-
'
責
任
要
件
の
問
題
で
あ
る
｡
と
す
る
と
'
結
局
の
と
こ
ろ
､
責
任

要
件
が
充
足
さ
れ
る
限
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
法
的
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
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三

1
般
生
活
上
の
危
険
の
見
地
か
ら

l
披
生
活
上
の
危
険
に
先
立
ち
､
ケ
メ
ラ

ー
(E.v
o
n
C

aem
m
e
rer)
は
､素
因
競
合
の
場
面
宣
っ
き
､
｢生
活
領
域

(L
eb
ensbereich)｣

の
観
点
か
ら
問
い
を
立
て
る
｡
す
な
わ
ち
､
損
害
が
そ
の
原
因
を
被
害
者
自
ら
の
生
活
領
域
に
有
す
る
場
合
､
被
害
者
は
自
分
自
身
で
損
害

を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
か
否
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
問
い
に
対
し
て
､
彼
は
次
の
例
を
挙
げ
て
答
え
る
｡
す
な
わ
ち
､

他
者
を
身
体
的
に
侵
害
し
た
者
は
､
被
害
者
の
特
別
に
脆
弱
な
叉
は
虚
弱
な
体
質
､
例
え
ば
血
友
病
の
素
因
'
結
核
'
神
経
の
不
安
定
さ
及

(1-0
)

び
普
通
の
平
手
打
ち
が
完
全
に
予
見
不
可
能
な
被
害
者
の
死
亡
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
も
'
そ
の
結
果
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡



損害賠償法における素因の位置 (3)

そ
れ
で
は
､
以
下
で
は
'
こ
の

｢領
域
｣
の
概
念
を
発
展
さ
せ
た

一
般
生
活
上
の
危
険
の
見
地
か
ら
の
責
任
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
考
察

す
る
｡

(

一)

フ
ー
バ
ー
の
見
解

フ
ー
バ
ー

(U
.
H

uber)
は
､
｢危
険
領
域
｣
と
い
う
考
え
方
か
ら
､
｢
1
般
生
活
上
の
危
険
｣
の
概
念
に
よ
る
賠
償
範
囲
の
画
定
を
主

(1-1
)

(1-2
)

張
す
る
｡
彼
は
こ
れ
を

｢危
険
領
域
説
｣
と
称
す

る

｡
彼
は
､
相
当
因
果
関
係
説
の
み
な
ら
ず
､
保
護
目
的
説
に
対
し
て
も
､
と
り
わ
け
後

続
損
害
の
制
限
に
つ
き
'
疑
問
を
里
す
る
｡
と
い
う
の
は
､
身
体
侵
害
を
禁
ず
る
規
定
の
規
範
の
目
的
は
身
体
侵
害
の
結
果
か
ら
生
ず
る
あ

ら
ゆ
る
損
害
か
ら
被
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
規
範
目
的
で
は
後
続
損
害
に
対
す
る
有
用
な
制

限
基
準
と
な
-
得
な
い
か
ら
で
あ
る
､
と
す
る
.
こ
の
間
題
に
対
し
て
､
彼
は
､
前
掲

冒
･2
3
】

B
G
H
l
九
六
八
年
六
月
七
日
判
決
に

お
い
て
言
及
さ
れ
た

1
般
生
活
上
の
危
険
に
よ
る
適
切
な
危
険
配
分
の
観
点
が
規
範
目
的
を
後
続
損
害
の
制
限
に
対
し
て
有
用
な
も
の
と
す

る
'
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
病
気
の
発
現
や
早
め
ら
れ
た
退
職
は
'
被
害
者
の

｢
1
枚
生
活
上
の
危
険
｣
に
属
し
､
か
つ
､
被
害
者
の
固
有

3憾
四

の
危
険
領
域
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る

｡
こ
の
観
点
か
ら
彼
は
､加
害
者
の
責
任
制
限
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
｡
す
な
わ
ち
､

法
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
､
損
害
は
法
益
の
回
復
の
た
め
に
必
要
な
支
出
に
限
ら
れ
ず
､
む
し
ろ
被
害
者
は
当
該
法
益
侵
害
に
よ
り
別
の
財

産
的
損
害
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
危
険
に
晒
さ
れ
る
｡
加
害
者
が
違
法
か
つ
有
責
に
他
者
の
法
益
を
侵
害
し
た
場
合
､
被
害
者
自
ら
で

は
な
-
加
害
者
が
そ
の
後
続
損
害
の
危
険
を
負
担
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
加
害
者
は
､
被
害
者
の
権
利
を
そ
の
意
に
反
し
て

危
険
領
域
内
で
侵
害
す
る
こ
と
で
そ
の
者
を
侵
害
し
た
の
で
あ
り
､
他
方
で
加
害
者
は
侵
害
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
加
害
者
が
設
定
し
た
危
険
が
現
実
化
し
た
場
合
に
は
､
加
害
者
が
補
償
義
務
を
負
う
｡
ま
さ
し
-
､
被
害
者
が
そ
の
法

益
侵
害
に
よ

っ
て
さ
ら
さ
れ
て
い
る
特
別
な
危
険
の
み
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
｡
他
方
で
､事
故
と
の
関
連
性
が
偶
発
的
な
も
の
で
あ
り
､

(1-4
)

被
害
者
の

一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
場
合
に
は
､
加
害
者
は
も
は
や
補
償
義
務
を
負
わ
な

い

｡
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説

フ
ー
バ
ー
は
'
以
上
の
観
点
か
ら
'
例
え
ば
あ
る
者
が
空
港

へ
向
か

っ
て
い
る
途
中
に
交
通
事
故
に
遭
い
'
そ
の
た
め
に
次
の
飛
行
機
に

(描
)

搭
乗
し
た
と
こ
ろ
､
そ
の
飛
行
機
が
墜
落
し
た
場

合

､
実
際
に
利
用
し
た
飛
行
機
の
墜
落
は
被
害
者
の

一
般
生
活
上
の
危
険
に
属
す
る
と
す

論

る
｡
ま
た
､
交
通
事
故
の
被
害
者
が
手
術
を
受
け
た
際
に
発
見
さ
れ
た
腸
の
異
常
を
除
去
す
る
こ
と
は
被
害
者
の
固
有
の
危
険
領
域
に
属
す

｢川
｣

る
も
の
で
あ
-
､
加
害
者
は
当
該
腸
の
異
常
の
除
去
に
よ
-
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
｡
他
方
で
､
特
別
に
脆
弱
な
体

質
で
あ

っ
た
者
が
平
手
打
ち
を
-
ら
い
､
そ
の
結
果
死
亡
し
た
場
合
に
は
､

一
般
生
活
上
の
危
険
に
属
す
る
も
の
で
は
な
-
'
身
体
侵
害
に

(潤
)

よ
-
高
め
ら
れ
た
特
別
の
危
険
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
す

る

｡
つ
ま
-
､
フ
ー
バ
ー
は
'

1
般
生
活
上
の
危
険
と
加
害
行
為
に
よ

っ
て

生
ぜ
し
め
ら
れ
た
特
別
の
危
険
と
を
区
別
し
､
脆
弱
な
者
に
対
す
る
加
害
行
為
の
場
合
は
後
者
に
属
す
る
と
し
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
支

持
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

な
お
､
フ
ー
バ
ー
は
､
上
述
の
よ
う
に
素
因
不
考
慮
命
題
を
支
持
ず
る
も
の
で
あ
る
が
､
重
病
を
抱
え
る
交
通
参
加
者
が
危
険
の
な
い
侵

害
行
為
に
よ

っ
て
死
亡
又
は
重
傷
を
負

っ
た
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
､

B
G
B
二
五
四
条
及
び

｢自
己
危
殆
化
行
為

(H
a
n
d
l
ung
auf

(1-8
)

eig
en
e
G
e
fah
r
)
｣
の
原
則
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る

｡

(

二)

メ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
ィ見
解

メ
ー
ト
リ
ッ
ヒ

(M
.
M
a
d
rich
)
も
ま
た
､
一
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
､
素
因
競
合
の
事
例
に
つ
き
論
ず
る
.
彼
は
､
実
務
に
と

っ

て
最
も
意
義
あ
る
と
同
時
に
統

一
す
る
の
が
最
も
難
し
い
､

1
般
生
活
上
の
危
険
の
下
位
グ
ル
ー
プ
は
､
結
果
が
身
体
的
に
叉
は
精
神
的
に

損
害
を
被
り
や
す
い
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
な
事
例
に
現
れ
る
と
し
て
､
素
因
競
合
の
事
例
を
挙
げ
る
｡
同
箇
所
で
彼
は
､
血
友
病
､
異
常

に
薄
い
頭
蓋
冠
､
重
い
心
臓
病
な
ど
の
被
害
者
が
身
体
的
に
脆
弱
な
場
合
に
は
'全
額
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
例
と
し
て
示
す
｡
彼
は
'

こ
う
し
た
'
あ
る
者
が
体
質
に
問
題
が
あ

っ
て
損
害
を
被
り
や
す
い
た
め
に
法
的
に
重
要
な
不
利
益
を
被

っ
た
事
例
を
利
害
衡
量
上
よ
り
公

平
に
取
り
扱
う
た
め
に
も
､
1
般
生
活
上
の
危
険
の
観
念
の
基
本
的
な
意
味
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
こ
で
'
冒
よ
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損害賠償法における素因の位置 (3)

R
G
l
九
三
七
年
四
月
二
六
日
判
決
に
よ
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
定
式
と
共
に
､
英
米
法
に
お
け
る

〝不
法
行
為
者
は
そ
の
被
害
者
を
あ
る

が
ま
ま
の
状
態
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(at

ortf
e
a
s
o
r
m
u
st
take
his
vi
ctim
as
he
ands
him
)″
を
引
き
'
こ
れ
ら
の
思

想
は
､
社
会
福
祉
国
家
た
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
法
秩
序
が
'
心
身
共
に
最
も
弱
い
社
会
構
成
員
を
'
時
流
に
か
な

っ
た
生
活
様
式
の

絶
え
ず
発
展
す
る
諸
要
求
に
無
防
備
の
ま
ま
晒
さ
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
｡

し
か
し
､
犠
牲
者
が
健
康
で
あ

っ
た
か
､
そ
れ
と
も
体
質
的
に
虚
弱
で
あ

っ
た
か
､
と
い
う
こ
と
は
､
B
G
B
に
お
け
る
結
果
の
割
り
当

て
に
と

っ
て
原
則
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
か
ら
し
て
も
､
被
害
者
は
特
定
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
彼
の
疾
病
体
質
か
ら
生
じ
た

損
害
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
､
身
体
的
又
は
精
神
的
に
虚
弱
な
者
も
ま
た

1
枚
生
活
上
の
危
険
を
負
担
す
る
の

で
あ
る
と
す
る
｡
と
い
う
の
は
'
そ
の
よ
う
な
身
体
的
叉
は
精
神
的
に
虚
弱
な
者
も
'
健
康
な
者
と
全
-
同
様
に
､
そ
れ
に
対
し
て
他
人
が

法
的
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
来
事
と
は
無
関
係
に
､
彼
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
得
る
数
多
-
の
危
険
に
､
彼
の
周
囲
の
人
々
と

の
日
常
的
な
出
会
い
の
中
で
晒
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
身
体
的
又
は
精
神
的
に
虚
弱
な
者
は
､
健
康
な
者
よ
り
も
ず

っ
と
多
様
な
諸
危

険
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
､
彼
は
こ
の
事
情
を
自
ら
の
個
人
的
運
命
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

1

(1-9
)

般
生
活
上
の
危
険
に
割
-
振
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す

る

｡
こ
の
場
合
､
上
述
し
た
'
心
身
共
に
最
も
弱
い
社
会
構
成
員
を
見
殺
し
に
す
る
こ

(1-0
)

と
に
な
る
が
､
損
害
賠
償
法
の
社
会
的
機
能
は
､
限
界
に
突
き
当
た
る
の
で
あ

り

､
そ
の
よ
う
な
者
を
法
は
保
護
し
え
な
い
の
で
あ
る
｡
ま

さ
に
､
個
人
的
運
命
だ
か
ら
で
あ
り
､
そ
の
場
合
に
は
､
｢事
変
は
所
有
者
が
負
担
す
る

(casum
sen
tit
d
om
in
u
s)
｣
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡

四

反
対
説

ド
イ
ツ
法
で
は
素
因
不
考
慮
命
題
が
判
例

･
学
説
に
お
い
て
支
配
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､支
配
的
見
解
に
対
し
て
も
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
シ
ュ
ル
ツ
エ
と
シ
ュ
ト
ル
の
見
解
を
検
討
し
た
い
｡
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(
こ

シ
ュ
ー
ル
の
見
解

(川
)

規
範
目
的
説
の
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ユ
ト
ル

(H
.

Stoll)
は
'
素
因
が
問
題
と
な
る
場
合
を
､
仮
定
的
因
果
関

係

の
問
題
と
の
関

論

連
に
お
い
て
言
及
す
る
｡
素
因
が
競
合
し
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
仮
定
的
因
果
関
係
と
は
,
不
法
行
為
が
な
く
と
も
､
予
備
的
原

因
た
る
被
害
者
の
素
因
に
よ
-
い
ず
れ
同
等
の
損
害
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

｢確
実
に
｣
証
明
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
を
言
う
｡
彼
は
､

こ
の
仮
定
的
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
､
予
備
的
原
因
た
る
素
因
が
将
来

｢確
実
に
｣
発
現
し
た
と
証
明
さ
れ
る
場
合
に
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き

(1-2
)

こ
と
に
肯
定
的
態
度
を
示
す
｡
こ
の
見
解
は
'前
述
の
仮
定
的

(凌
駕
的
)
因
果
関
係
に
よ
る
減
免
責
に
関
す
る
判
例
の
立
場
と

一
致
す
る
｡

そ
れ
で
は
､
素
因
の
発
現
が

｢確
実
に
｣
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
前
述
の
仮
定
的

(凌
駕

的
)
因
果
関
係
に
よ
る
滅
免
責
に
関
す
る
判
例
の
分
析
に
お
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
加
害
者
は
､
素
因
が
い
ず
れ
か
の
時
点
で

｢確
実
に
｣
発
現
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
基
づ
き
'
全
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
､
と
い
う
も
の

姐胸
内

で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
シ
ユ
ト
ル
は
こ
れ
に
対
し
て
､
そ
の
発
現
が
確
実
と
は
言
え
な
い
予
備
的
原
因
に
つ
い
て
も

(素
因
競
合
の
場
合
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
)
､
人
身
損
害
の
場
合
に
､
被
害
者
自
身
の
病
気
や
病
気
に
な
-
や
す
い
体
質
の
た
め
損
害
を
受
け
易
-
な

っ
て
い
た
と

(I-
)

い
う
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
､
と
す
る
｡

(1-5
)

シ
ユ
ト
ル
は
'
上
述
の
見
解
を
論
ず
る
に
あ
た
り
､
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
､
具
体
的
に
は
'
S
m
ith
v
.L
eech
B
ra
in
&
C
o

.
及
び

w
a
rren
v
.

(捕
)

S
c
ru
tto
n
s

を
参
照
す
る
｡
そ
れ
ら
判
例
で
は
'
予
備
的
原
因
た
る
素
因
の
発
現
は
単
に
蓋
然
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

当
該
素
因
を
顧
慮
し
､
損
害
軽
減
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
｡
前
者
で
は
､
素
因
の
発
現
は
高
い
蓋
然
性
は
あ
っ
た
が
'
確
実
で
あ
る
と
は
証
明

さ
れ
ず
､後
者
も
ま
た
､素
因
を
基
礎
と
す
る
予
備
的
原
因
が
い
ず
れ
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
と
は
言
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
被
害
者
の
法
益
が
既
に
以
前
か
ら
脆
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
､
加
害
者
が
賠
償
す
べ
き
損
害
が
縮

小
さ
れ
て
い
る
o
こ
の
結
論
は
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
判
断
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
､
シ
ユ
ト
ル
は
こ
の
結
論
が

｢衡
平

(bit1ig
)｣
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(
1-7
)

で
あ
る
と
す

る

｡
と
い
う
の
は
､
彼
は
､
損
害
算
定
に
際
し
て
､
利
益
を
期
待
さ
せ
る
被
害
者
の
法
益
の
性
質
が
'
利
益
の
蓋
然
性
が
あ
る

に
過
ぎ
な
い
場
合
で
も
考
慮
さ
れ

(B
G
B
二
五
二
条
)
､
こ
れ
に
対
し
て
'
そ
の
性
質
が
損
失
を
確
実
に
惹
起
し
た
で
あ
ろ
う
と
は
言
え

な
い
場
合
で
あ
れ
ば
'
損
失
を
含
む
性
質
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
'
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
の
た
め
彼
は
'

B
G
B
二
五
二
条
に
含
ま
れ
る
法
思
想
を
､
加
害
者
の
有
利
と
な
る
よ
う
に
裏
返
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

I(3])

彼
の
こ
の
態
度
は
'
続
-

一
九
六
八
年
の
著
書
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
て
い

る

o
同
著
書
で
は
､
ド
イ
ツ
の
判
例
の
態
度
と
フ
ラ
ン
ス
の

判
例
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず
､
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
､
前
掲

冒
･2
1
】
O
L
G
K
a
rlsruhe
一
九
六
六
年

一
月
二
五
日
判
決
を
参
照

す
る
｡
当
該
判
決
で
は
､
Ⅹ
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
際
'
異
常
な
損
害
素
因
で
さ
え
も
行
為
者

(加
害
者
)
の
負
担
に
帰
す

る
と
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
を
出
発
点
と
し
て
い
る
｡
シ
ュ
ト
ル
は
'
こ
の
点
に
つ
き
異
論
を
口重
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
被
害
者
の
損
害
素
因

｢F-i)

の
リ
ス
ク
を
も

っ
ぱ
ら
加
害
者
に
帰
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
､
と
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
'
責
任

設
定
的
因
果
関
係
は
肯
定
し
た
が
､
損
害
算
定
の
際
に
被
害
者
の

｢病
状

(6tat

m
orbid
e
)
｣
が
適
当
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

(1

)

(拙)

(描
)

に
つ

い

て

､
説
得
的
な
解
決
で

あ

-

､
ま
た
､
ド
イ
ツ
の
態
度
に
比
し
て
は
る
か
に
自
由
な
態
度
で
あ
る
と
し
て
､
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
｡

シ
ユ
ト
ル
は
こ
う
し
た
理
解
か
ら
､
前
述
の
見
解
を
さ
ら
に
展
開
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
被
害
者
が
そ
の
虚
弱
体
質
の
せ
い
で
い
ず
れ
は
発

症
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
､
加
害
者
に
課
せ
ら
れ
る
立
証
を
､
B
G
B
二
五
二
条
の
類
推
適
用
で
軽
減
す
る
こ
と
が
､

一
度
は
考
慮
さ
れ
る

(淵
)

べ
き
で
あ
り
､
素
因
が
発
現
し
た
で
あ
ろ
う
蓋
然
性
に
応
じ
て
､
将
来
的
不
利
益
に
対
す
る
賠
償
が
軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る

｡

シ
ユ
ト
ル
の
見
解
を
敷
桁
す
る
な
ら
ば
､
次
の
通
り
で
あ
ろ
う
｡
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
そ
の
適
用
に
当
た
り
責
任

の
全
か
無
か
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
う
し
た
判
断
は
硬
直
的
す
ぎ
る
｡
被
害
者
は
素
因
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
え
て
お
り
､

そ
の
リ
ス
ク
は
加
害
行
為
が
な
-
と
も
顕
在
化
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
場
合
に
､
素
因
不
考
慮
命
題
を

貫
徹
す
る
こ
と
は
､

一
度
加
害
行
為
が
な
さ
れ
る
と
当
該
リ
ス
ク
は
全
て
加
害
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
い
､
却

っ
て
不
当
な
結
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説

諭
が
導
か
れ
て
し
ま
う
｡
そ
の
た
め
､
素
因
の
将
来
的
展
開
を
考
慮
に
入
れ
た
､
柔
軟
な
解
決
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡

論

(二
)
シ
ュ
ル
ツ
エ
の
見
解

シ
ュ
ル
ツ
エ
(
C

.

S

c

h
u
lz
e
)

は
素
因
が
問
題
と
な
る
場
合
を

｢
典
型
的
な
素
因
事
例
｣
と

｢非
典
型
的
な
素
因
事
例
｣
と
に
分
類
し
'

｢川｣

前
者
を
仮
定
的
因
果
関
係
論
の
問
題
と
し
て
､
後
者
を
素
因
競
合
の
間
道
で
あ
る
と
捉

え

る

｡
そ
し
て
素
因
競
合
の
事
例
に
つ
い
て
危
険
範

囲
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
｡

彼
は
､
病
的
素
因
に
つ
い
て
は
被
害
者
が
自
ら
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
不
法
行
為
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
に
際

し
て
は
､
個
人
の

一
般
生
活
上
の
危
険
と
不
法
行
為
に
よ
る
特
別
の
損
害
と
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
素
因
に
関
し
て
､
被

｢川
｣

害
者
の
素
因
は
不
法
行
為
時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
'
そ
の
素
因
を
不
法
行
為
に
特
別
な
危
険
に
配
分
す
る
こ
と
は
で
き
な

い

｡
ま

た
'社
会
に
お
け
る
人
間
共
同
生
活
か
ら
種
々
の
環
境
要
因
の
共
同
作
用

(Z
usam
m
ensp
ie
l)
に
よ

っ
て
生
じ
る

1
枚
生
活
上
の
危
険
は
'

ち
ょ
う
ど
個
人
の
素
因
の
程
度
分
だ
け
拡
大
す
る
｡
そ
れ
は
､
ち
ょ
う
ど
高
度
に
個
性
的
な
被
害
者
の
特
性
の
程
度
分
だ
け
高
め
ら
れ
る
の

＼川j

で
あ
-
'加
害
者
の
外
的
な
作
用
に
よ

っ
て
全
-
影
響
さ
れ
な
い
､
と
し
て
被
害
者
の
素
因
を

1
股
生
活
上
の
危
険
に
分
類
す

る

｡
し
た
が

っ

て
､
加
害
者
は
､
被
害
者
の
特
別
な
素
質
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
り
､
厳
密
に
は
､
そ
の
被
害
者
に
対
す
る
侵
害
行
為
の
結

｢捕
)

果
と
し
て
､
(相
当
性
の
意
味
で
)
予
見
可
能
で
あ

っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
､
と
す
る
｡
上
述
フ
ー
バ
ー
と
は
正

反
対
の
結
論
に
至

っ
て
い
る
｡

シ
ュ
ル
ツ
エ
は
､
上
述
の
よ
う
に
素
因
保
有
者
が
加
害
さ
れ
た
場
合
に
は
､

一
般
生
活
上
の
危
険
を
拡
大
し
て
､
素
因
の
顕
在
化
を

一
般

生
活
上
の
危
険
に
割
-
当
て
､
他
方
で
､
予
見
可
能
で
あ

っ
た
も
の
の
み
加
害
者
は
責
任
を
負
う
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
が
､
素
因
競
合
事

例
と
は
ま
さ
に
素
因
が
競
合
し
て

一
個
の
損
害
が
生
じ
る
場
合
を
表
す
の
で
あ
り
､
そ
う
す
る
と
､
予
見
可
能
な
損
害
部
分
と

一
般
生
活
上

の
危
険
が
現
実
化
し
た
部
分
と
を

い
か
に
区
別
す
る
か
と
い
う
理
論
的
に
非
常
に
困
難
な
問
題
が
生
じ
ょ
う
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
シ
ユ
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(1-8
)

ル
ツ
エ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
､
素
因
競
合
事
例
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
全
て
認
め
な
い
と
す
る
も
の
で
な
い
限

り

､
彼
の
見
解
は
採
り
難

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

五

学
説
の
分
析

学
説
で
は
､
総
じ
て
､
素
因
不
考
慮
命
題
を
法
的
意
味
に
お
け
る
因
果
関
係
､
す
な
わ
ち
責
任
充
足
的
因
果
関
係
の
間
道
と
し
て
位
置
付

け
て
論
じ
て
い
る

(そ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ト
ル
は
賠
償
額
算
定
の
問
題
に
絡
め
て
言
及
す
る
)
｡
つ
ま
り
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
素
因
に

よ
-
発
生

･
拡
大
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
帰
責
の
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

1
万
､
賠
償
額
算
定
の
レ
ベ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
な
に

も
述
べ
て
い
な
い
原
則
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
｡

(
一
)
素
因
と
予
見
可
能
性

学
説
を
分
析
す
る
と
､
第

一
に
言
え
る
の
は
､
予
見
可
能
性
基
準
で
は
素
因
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ

な
ら
ば
､
被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
､
加
害
者
に
と

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
他
方
で
､

被
害
者
が
素
因
を
有
し
て
お
り
､
そ
の
た
め
に
損
害
が
発
生

･
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
-
異
常
な
出
来
事
と
い
う
わ
け
で
も
な
-
､
蓋

然
性
が
全
-
な
い
と
は
い
え
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
予
見
可
能
性
か
ら
で
は
素
因
不
考
慮
命
題
を
う
ま
-
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
｡
相
当
因
果
関
係
説
は
､
予
見
可
能
性
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
説
明
す
る
が
､
そ
う
す
る
と
本
来
相
当
因
果
関
係
説
が
予
定

し
て
い
た
責
任
制
限
の
機
能
が
実
質
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
主
要
な
学
説
は
､
保
護

範
囲
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る
｡

(二
)
′素
因
不
考
慮
命
題
の
保
護
範
囲

へ
の
位
置
付
け
及
び
そ
の
背
景

そ
れ
で
は
'
素
因
不
考
慮
命
題
は
ど
の
よ
う
に
し
て
保
護
範
囲
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
リ
エ
ア
ー
や
ラ
ン
ゲ
が
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説

指
摘
す
る
､
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由

(被
害
者
の
行
動
の
自
由
)
の
観
点
か
ら
の
説
明
が
説
得
的
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
素
因
を
有
す

る
者
が
社
会
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
､

〓
正
の
危
険
領
域
に
飛
び
込
む
こ
と
で
あ
り
､
健
康
な
者
に
比
し
て
損
害
の
発
生

･
拡
大
の
危

論

険
が
大
き
い
｡
し
か
し
､
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
､素
因
を
有
す
る
者
の
社
会
参
加
が
阻
害
さ
れ
て
は
な
ら
か

｡
他
方
で
加
害
者
は
,

そ
も
そ
も
違
法
行
為
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
し
､
あ
る
い
は
危
険
責
任
の
観
点
か
ら
も
そ
の
危
険
を
創
出
し
な
い
こ
と
は

で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
､
な
お
さ
ら
素
因
を
有
す
る
者
の
社
会
参
加
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
に
支
え
ら
れ
た
原
理
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(≡
)
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界

素
因
不
考
慮
命
題
を
保
護
範
囲
に
位
置
付
け
'
こ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
､
反
対
に
加
害
者
の
行
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
-
､
相
当
因
果
関
係
説
が
抱
え
る
責
任
制
限
の
機
能
の
喪
失
と
い
う
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
た
め
､

〓
疋
の
限
界

を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
も
ま
た
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
社
会
に

参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
あ
る
程
度
危
険
を
挙
む
領
域
に
侵
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
危
険
は
社
会
に
参
加
す
る
者
全
て
が
等

し
-
負
担
す
る
も
の
と
い
え
る
た
め
､
素
因
を
有
す
る
者
と
い
え
ど
も
､
そ
れ
は
覚
悟
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
う
す
る

と
､
素
因
を
有
す
る
者
は
'
自
ら
の
身
体
的

･
精
神
的
状
態
に
応
じ
て
応
分
の
負
担
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
危
険
領
域

に
侵
入
す
る
か
ら
に
は
､
被
害
者
に
は
最
低
限
の
身
体
的

･
精
神
的
抵
抗
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
'
こ
れ
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
､

そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
自
ら
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
最
低
限
の
抵
抗
力
を
備
え
な
か

っ
た
若
し
-
は
発
揮
し
な
か

っ
た
者
に

つ
い
て
は
､
も
は
や
法
益
侵
害
と
は
評
価
さ
れ
な
い
｡
法
は
､
そ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
も
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
こ
こ
で
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
が
示
さ
れ
る
｡
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損害賠償法における素因の位置 (3)

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
に
限
界
づ
け
た
と
し
て
も
､
い
ず
れ
に
せ
よ
責
任
は
全
か
無
か
と
し
て
画

1
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問

題
点
は
残
ろ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
被
害
者
は
､
自
ら
の
状
態
を
顧
慮
し
て
､
理
性
的

･
合
理
的

に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
自
ら
の
状
態
に
相
応
し
-
な
い
方
法
で
行
動
し
'
そ
の
結
果
､
損
害
が
発
生

･
拡
大

し
た
場
合
に
は
'
応
分
の
負
担
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
｡
こ
の
場
合
t
B
G
B
二
五
四
条
の
共
働
過
貴
が
顧
慮
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
｡

(四
)
素
因
不
考
慮
命
題
と
賠
償
額
算
定
と
の
関
連
性

シ
ュ
ト
ル
が
指
摘
す
る
､
素
因
ゆ
え
の
将
来
的
不
利
益
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
｡
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
り
素
因
の
危
険
を
加
害
者
が

負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
'
当
該
素
因
ゆ
え
の
将
来
的
不
利
益
は
別
の
問
題
と
し
て
あ
-
得
る
の
で
あ
り
､
こ
れ
は
然
る
べ
-

顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る

(こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
後
述
第
四
章
で
検
討
す
る
｡)
｡

第
四
款

小
括

(
こ

以
上
､
判
例

･
学
説
の
動
向
を
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
次
の
よ
う
な
原
理

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

第

1
に
'
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
被
害
者
と
し
て
健
康
な
者
と
脆
弱
な
者

(素
因
を
有
す
る
者
)
と
の
比
較
を
積
極
的
に
否
定
す
る
原
理

で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
損
害
の
帰
寮
判
断
に
当
た
り
､
健
康
な
者
で
あ
れ
ば
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
､
あ
る
い
は
拡
大
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
､
と
い
う
考
慮
を
否
定
す
し
､
あ
-
ま
で
被
害
者
そ
の
も
の
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
､
わ
が
国
の
素
因
掛
酌
準
則

と
は
対
照
的
で
あ
る
｡
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説

第
二
に
'
素
因
不
考
慮
命
題
が
素
因
保
有
者
を
保
護
す
る
の
は
､
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
｡
素
因
保
有
者

が
社
会
に
参
加
す
る
に
当
た
り
､
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
素
因
に
よ
る
リ
ス
ク
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
､
被
害
者
の
社

論

会
参
加
の
自
由
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
｡
他
方
で
,
加
害
者
に
も
社
会
参
加
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
が
,
そ
も
そ
も
加
害
者
は
違
法
行
為
を

し
て
は
な
ら
ず
､
ま
た
危
険
責
任
の
観
点
か
ら
も
危
険
を
創
出
し
な
い
よ
う
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
､

一
旦
加
害
者
の
行
為
が

違
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
､
加
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
と
の
比
較
に
お
い
て
被
害
者
の
社
会
参
加
の
自
由
の
保
障
が
優
越
す

る
の
で
あ
-
､
そ
の
結
果
加
害
者
は
被
害
者
の
素
因
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

第
三
に
､
素
因
保
有
者
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
-
原
則
と
し
て
素
因
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
し
て
も
'
社
会
に
参
加
す
る
以
上
､
素
因

保
有
者
で
あ
ろ
う
と
も
最
低
限
の
身
体
的
､
精
神
的
抵
抗
力
が
求
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
､
も
は
や
法
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
こ
の
点
に
限
界
が
見
出
さ
れ
る
｡

(二
)
法
理
論
と
し
て
は
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
損
害
の
帰
寮
､
す
な
わ
ち

一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
と
は
言
え
な
い
素
因
の
リ
ス

ク
の
顕
在
化
の
加
害
者

へ
の
帰
責
を
肯
定
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
た
法
理
で
あ
る
｡
素
因
競
合
事
例
に
つ
い
て
､
素
因
の
よ
る
部
分
の
損
害
の

帰
寮
判
断
を
予
見
可
能
性
に
依
拠
す
る
と
､
｢最
善
の
観
察
者
｣
の
予
見
可
能
性
に
よ
-
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
対
し
て
予
見
可
能
性

が
及
び
う
る
た
め
､
責
任
制
限
の
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
り
､
結
果
と
し
て
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
点
も
喪
失
し
て
し
ま
い
､
賠
償

範
囲
確
定
基
準
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢最
善
の
観
察
者
｣
基
準
を
採
ら
な
い
と
す
れ
ば
､
そ
も
そ
も
被
害
者
の
素
因
は
加
害

＼
者
に
は
予
見
可
能
性
が
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
､
素
因
に
よ
る
部
分
の
損
害
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
な
い
と
し
て
賠
償
範
囲
が
極
め

て
狭
小
な
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
不
都
合
が
生
じ
る
｡
以
上
の
理
由
か
ら
'
素
因
に
よ
る
損
害
の
帰
寮
判
断
を
､
予
見
可
能
性
の
有
無
を
問

わ
ず
､
法
規
範
の
保
護
目
的
の
検
討
に
よ
り
決
定
す
る
の
が
､
素
因
不
考
慮
命
題
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
'
素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
は
､
最
低
限
の
身
体
的
､
精
神
的
抵
抗
力
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
､
こ
れ
は
､
法
理
論
的
に
は
､
素
因
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損害賠償法における素因の位置 (3)

に
よ
る
部
分
の
損
害
は
保
護
範
囲
外
で
あ
る
､
あ
る
い
は
､

一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
素
因
不

考
慮
命
題
は
､
原
則
と
し
て
責
任
の
全
か
無
か
の
判
断
と
な
る
法
理
で
あ
る
た
め
､
こ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
､
却

っ
て
判
断
の
硬
直
性
を

生
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
は
問
題
と
な
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
､
柔
軟
な
解
決
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
､
B
G
B
二
五
四
条
の

共
働
過
責
の
成
立
可
能
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

(≡
)
と
こ
ろ
で
'
本
章
の
検
討
に
よ
る
と
､
素
因
不
考
慮
命
題
は
'
主
と
し
て
被
害
者
の
体
質
的
素
因
に
関
し
て
問
題
と
な
-
'
ま
た
議

論
さ
れ
て
い
た
｡
と
は
い
え
､
被
害
者
の
精
神
的
素
因
に
つ
い
て
も
素
因
不
考
慮
命
題
は
妥
当
す
る
こ
と
が
判
例
'
学
説
上
認
め
ら
れ
て
い

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
精
神
的
素
因
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
､
被
害
者
の
主
観
面
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
､
身
体
的
素
因
の
場
合
と
は
異

な
る
考
慮
が
必
要
と
な
る
｡
ま
た
､
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
'
精
神
的
素
因
が
関
わ
る
問
題
と
し
て
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
が
あ
る

が
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
し
て
､
ド
イ
ツ
法
で
は
特
別
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
た
､
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
は
､
そ
れ
に
従
う
と
､
原
則
と
し
て
責
任
は
全
か
無
か
の
判
断
と
な
り
､
解
決
が
硬
直
化

す
る
と
い
う
問
題
を
畢
ん
で
い
る
｡
こ
の
解
決
の
硬
直
性
は
特
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
お
い
て
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
ド
イ
ツ
法
で

は
､
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
を
中
心
と
し
て
素
因
不
考
慮
命
題
の
修
正
が
図
ら
れ
て
い
る
｡

以
上
の
理
由
か
ら
､
被
害
者
の
精
神
的
素
因
に
つ
い
て
は
､
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
を
含
め
て
､
次
章
に
お
い
て
検
討
を
試
み
る
｡

(1
)
L
a
renz,
K
a
rl.
Sch
u
ld
rech
t
I
,
14
1A
u
P

L987
.
∽
27
日

b
.
S
.4
38
:L
a
ng
e,
H
erm
a
n
n/
S
ch
iem
an
n,
G

ottfried
.
Schad
e
nsersatz
,

3.A
u
A
..
2003
,
∽
3
X

i,S
.130
な
ど
.

(2
)

一
般
生
活
上
の
危
険
に
つ
い
て
は
'M
dd
rich
,
M
atth
ias,
D
asA
ltg
em
m

ein
e
Leben
srisko
,

1980が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
｡
邦
語
訳
は
､

U
･
フ
ー
バ
ー
他
/
吉
田
豊

･吉
田
勢
子

(釈
)
『ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
論
文
集
』
(中
央
大
学
出
版

部

､
二
〇
〇
〇
)
四
〇
七
頁
以
下
を
参
照
｡
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説論

(3
)
ド
イ
ツ
民
法
第
八
二
三
条

(損
害
賠
償
義
務
)
第

1
項

故
意
又
は
過
失
に
よ
-
他
人
の
生
命
'
身
体
'
健
康
､
自
由
'
所
有
権
又
は
そ
の

他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
者
は
､
そ
の
他
人
に
対
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
｡

第
二
項

他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
違
反
し
た
者
も
､
前
項
と
同
様
で
あ
る
｡
法
律
の
内
容
に
よ
れ
ば
過
責
が
な
-
て
も
こ
れ
に

対
す
る
違
反
を
生
じ
る
場
合
に
は
､
賠
償
義
務
は
､
過
責
が
あ
る
と
き
に
限
-
生
じ
る
..

(4
)
B
G
H
Z
2
7
,
1
37
1

(5
)
E

sser,Josef
S

c
hu
ld
rech
t
2
IA
u
P

1960,
∽
61.

(6
)
ド
イ
ツ
道

路
交
通
法
第
七
条

(自

動

車
保
有

者
の
責

任
､
無
断
運
転
)
第

一
項

自
動
車
の
運
行
に
際
し
て
人
が
死
亡
L
t
人
の
身
体
若
し

-
は
健
康
が
侵
害
さ
れ
､
又
は
物
が
敦
損
さ
れ
た
と
き
は
'
自
動
車
の
保
有
者
は
､
侵
害
を
受
け
た
者
に
対
し
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損

害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
｡

第
二
項

事
故
が
不
可
抗
力
に
よ
-
惹
起
さ
れ
た
と
き
は
､
賠
償
義
務
は
免
除
さ
れ
る
｡

第
三
項

自
動
車
保
有
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
､
そ
の
同
意
な
-
自
動
車
を
使
用
す
る
者
は
､
保
有
者
に
代
わ
っ
て
損
害
賠
償
の
義
務
を
負

う
｡

‖
そ
の
者
と
共
に
保
有
者
も
､
自
動
車
の
利
用
が
保
有
者
の
過
責
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
は
'
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
｡
自
動

車
の
運
行
の
た
め
に
保
有
者
に
よ
り
使
用
者
が
任
命
さ
れ
た
と
き
'
又
は
保
有
者
に
よ
り
使
用
者
に
対
し
て
自
動
車
の
使
用
が
任
さ
れ
た
と
き

に
は
､
第

一
文
は
適
用
さ
れ
な
い
｡
第

一
文
及
び
第
二
文
は
'
被
牽
引
車
の
使
用
に
準
用
さ
れ
る
o

(7
)
J

Z
1969.702.7
0
4
.

(8
)
H
tib
n
er
,
J
lir
gen.R
isik
osp
h
Aren.Sch
ad
enszurechnungn
a
c
h
R
is
ik
osph
aren,B
e
rlin
L979.S
.5
7
は
､

l
般
生
活
上
の
危
険
を

｢所

有
者
が
危
険
を
負
う

casum
sen
tit
dom
inus｣
法
理
の
具
体

化
で
あ
る
と
見
な
す
｡

(9
)
M
dd
rich
,
a.ab
.
(F
n
.2
).
S
.)6
は
､
｢運
命
｣
と
い
う
表
現
に
は
､
B
G
H
に
よ
る

一
般
生
活
上
の
観
念
の
援
用
が
､
そ
の
唆
昧
さ
と
予
測
不

能
さ
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
｡
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13 12ll 10

V

er
s
R

L
9
8
7
,
10
5
.

M
D
R
1993.2
9
.

V
e
r
s
R

1
9

9
6
.
7
)
5
.

義
務
保
険
法
第
三
条

第

一
条
に
基
づ
-
賠
償
責
任
保
険
に
つ
い
て
は
､
次
の
特
別
規
定
が
保
険
契
約
法
第

一
五
人

C
条
か
ら
第

l
五
八
-



損害賠償法における素因の位置 (3)

条
ま
で
の
規
定
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
る
｡

第

言
了

第
三
者
は
'
保
険
契
約
か
ら
生
じ
る
保
険
者
の
給
付
義
務
の
範
囲
で
'
及
び
給
付
義
務
が
存
在
し
な
い
と
き
は
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の
範
囲
で
､
保
険
者
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
保
険
者
は
､
損
害
賠
償
を
金
銭
で
給
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
(な
お
'
本
稿
で
は
本
号
の
み
が
問
題
と
な
る
た
め
､
他
の
号
は
省
略
す
る
｡)

(14
)
ド
イ
ツ
道
路
交
通
法
第

1
人
粂

(自
動
車
運
転
者
の
賠
償
義
務
)
第

l
項

第
七
条
第

一
項
の
事
例
で
は
､
自
動
車
叉
は
被
牽
引
車
の
運
転

者
も
第
八
条
乃
至
第

一
五
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
｡
損
害
が
運
転
者
の
過
責
に
よ
-
生
じ
た
も
の
で
な
い
と
き
は
､
賠
償

義
務
は
免
除
さ
れ
る
｡

第
二
項

第

1
六
条
の
規
定
は
準
用
さ
れ
る
｡

第
三
項

第

1
七
条
の
事
例
で
自
動
車
叉
は
被
牽
引
車
の
運
転
者
も
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
と
き
は
､
他
の
関
与
し
た
自
動
車
の
保
有
者

と
運
転
者
'
他
の
関
与
し
た
被
牽
引
車
の
保
有
者
と
運
転
者
､
動
物
保
有
者
又
は
鉄
道
事
業
者
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
当
該
運
転
者
の
義
務

に
つ
い
て
も
､
第

1
七
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
｡

(15
)
ド
イ
ツ
刑
法
典
第

l
六
四
条

(虚
偽
告
発
)
第

1
項

他
の
者
に
対
し
官
庁
の
手
続
又
は
官
庁
の
そ
の
他
の
措
置
を
開
始
さ
せ
又
は
継
続
さ

せ
る
目
的
で
､
確
定
的
な
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
官
庁
に
対
し
て
若
し
-
は
告
発
の
受
理
を
管
轄
す
る
公
務
担
当
者
若
し
-
は
軍
隊
の
上
官

に
対
し
て
､
又
は
､
公
然
と
､
他
の
者
に
つ
い
て
違
法
な
行
為
又
は
職
務
義
務
違
反
の
嫌
疑
を
か
け
た
者
は
､
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金

に
処
す
る
｡

第
二
項

同
じ
目
的
で
､
確
定
的
な
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
第

t
項
に
掲
げ
る
機
関
に
対
し
て
叉
は
公
然
と
､
他
の
者
に
対
し
官
庁
の
手

続
又
は
官
庁
の
そ
の
他
の
措
置
を
開
始
さ
せ
又
は
継
続
さ
せ
得
る
事
実
的
な
性
質
を
も
つ
そ
の
他
の
主
張
を
行

っ
た
者
も
､
前
項
と
同

一
の
刑

に
処
す
る
｡

以
上
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
条
文
の
邦
訳
は
､
｢
ド
イ
ツ
刑
法
典
｣
法
務
資
料
第
四
六

言
号

(二
〇
〇
七
)
に
よ
る
｡
以
下
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
の

条
文
の
邦
訳
も
同
様
で
あ
る
｡

(16
)
ド
イ
ツ
刑
法
典
第

一
八
五
条

(侮
辱
)

侮
辱
は
､

1
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
し
､
侮
辱
が
暴
力
行
為
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
と

き
は
'
二
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
｡

(17
)
ド
イ
ツ
刑
法
典
第

1
人
六
条

(悪
評
の
流
布
)

他
の
者
に
関
し
て
､
こ
の
者
を
侮
辱
し
得
る
叉
は
世
論
に
お
い
て
敗
め
得
る
よ
う
な
事
実
を
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説
･莞∠ゝ
自問

主
張
し
叉
は
流
布
し
た
者
は
､
こ
の
事
実
が
証
明
可
能
を
程
度
に
真
実
で
な
い
と
き
は
､

一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
し
､
行
為
が
公

然
と
叉
は
文
書

(第

二

条
第
三
項
)
の
頒
布
に
よ
-
行
わ
れ
た
と
き
は
､
二
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
｡

(18
)
ド
イ
ツ
道
路
交
通
令
第
八
条
(優
先
通
行
)第

一
項

交
差
点
及
び
合
流
地
点
で
は
'右
か
ら
来
る
者
が
優
先
通
行
権
を
有
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

次
の
場
合
に
は
安
当
し
な
い
｡

｢

優
先
通
行
権
が
道
路
標
識
に
よ
-
特
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

(標
識
二
〇
五
､
二
〇
六
､
三
〇
一
､
三
〇
六
)
叉
は
､

二
.
農
道
又
は
山
道
か
ら
別
の
道
路
へ
侵
入
す
る
自
動
車
に
対
し
て
優
先
通
行
権
が
特
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
｡

第

一
a

項

循
環
交
通
に
お
け
る
合
流
地
点
に
お
い
て
､
標
識
二

1
五

(循
環
交
通
規
則
)
が
標
識
二
〇
五

(優
先
通
行
を
認
め
る
)
に
よ

-
命
ぜ
ら
れ
る
と
き
は
､
循
環
道
路
へ
の
通
行
に
優
先
通
行
権
が
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
循
環
交
通
へ
の
侵
入
に
際
し
て
は
､
方
向
指
示
器
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
｡

第
二
項

優
先
通
行
を
遵
守
す
る
者
は
､
右
側
で
､
そ
の
運
転
態
度
に
よ
り
､
特
に
適
切
な
速
度
に
よ
-
､
待
つ
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
そ
の
者
は
､
自
ら
に
優
先
通
行
権
が
あ
-
､
危
険
も
重
大
な
妨
害
も
な
い
と
判
断
し
得
る
場
合
に
限
り
､
継
続
走
行
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
｡
道
路
箇
所
が
見
通
し
が
き
か
な
い
た
め
'
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
合
に
は
'
優
先
通
行
権
者
は
交
差
点
又
は
合
流

地
点
に
お
い
て
見
通
し
が
き
-
よ
う
に
な
る
ま
で
中
を
注
意
深
-
探
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
優
先
通
行
権
者
が
別
の
道
路

へ
と
曲
が
る
場

合
に
お
い
て
も
､
待
機
義
務
者
は
優
先
通
行
権
者
を
重
大
に
妨
昏
し
て
は
な
ら
な
い
｡

第
三
項

(削
除
)

(19
)
ド
イ
ツ
道
路
交
通
法
旧
第

二

条

(身
体
侵
害
の
場
合
の
賠
償
義
務
の
範
囲
)

身
体
又
は
健
康
の
侵
害
の
場
合
に
は
､
治
療
費
､
及
び
侵
害

の
結
果
で
あ
る

1
時
的
若
し
-
は
継
続
的
な
稼
働
能
力
の
喪
失
若
し
-
は
減
少
､
又
は
必
要
費
の
増
加
に
よ
-
侵
害
を
受
け
た
者
が
被

っ
た
財

産
的
損
害
が
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

な
お
同
条
は
､
第
二
損
害
賠
償
法
規
定
改
正
法
に
改
正
さ
れ
て
い
る
た
め
'
参
考
と
し
て
現
行
法
も
挙
げ
て
お
-
0

現
第

二

条

身
体
又
は
健
康
の
侵
害
の
場
合
に
は
､
損
害
賠
償
は
治
療
費
並
び
に
被
害
者
が
侵
害
に
よ
-

一
時
的
又
は
永
続
的
に
そ
の
生

業
能
力
を
喪
失
又
は
減
少
し
こ
と
に
よ
-
生
じ
る
財
産
的
不
利
益
又
必
需
品
の
増
加
に
よ
-
生
じ
る
財
産
的
不
利
益
の
賠
償
に
よ
り
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
ら
い
｡
非
財
産
的
損
害
に
関
し
て
は
､
金
銭
に
お
け
る
公
正
な
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(20
)
B
G
H
Z

L
0
7.
359
.
363f.
-
N
IW

L98
9
.2
6
16
.26
1
7
f
.
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(
21
)
L
a
ng

e/
S
chie
m

a
n
n
,

a.a.0
.(F
n
1
)
S
3
X
4
.
S
.1
4
6
.

(22
)
s
c
h
i
e
m
a
n
n
,
G
o
ttfr
ie
d
,
1
.
V
o
n

S
tau
d
in
g
e
r
s
K
o
m
m
en
t
a
r

z
u
m

B
d
r
g
e
r
lic
h
e
n

G
e
s
e
tzb
u
c
h

m
it
E
in
ftih
r
u
n
g
sg
e
se
t

z
u
n
d

N
e
b
e
n
g
e
se
t
ze
n
B
u
c
h

2
.
∽
∽
24
9
･2
5
4
,
2
0
05
,

∽
24
9
R
n
.35
.

34 3332313029 28 27 26 25 24 23

E
m
m
e
r
ic
h
,
V
o
lk
e
r,
J
u
S

1990,14
3.

E
m
m
e
r
ic
h
,
a.a
O
.(F
n
.2
3
),
S
1

43I

E
m
m
e
r
ic
h
,
a
.ab

.(F
n
.2
3),S
.1
43
1

E
m
m
e
r
ic
h
,
a
.ab

.(F
n
.2
3).
S
.143
.

E
m
m
e
r
ic
h
,
a_aIO
.(F
n
.2
3
),
S
.)4
2
.

E
m
m
e
ric
h,
a
.a.0
.(F
n
12
3).
S
1
43
I

D
u
n
g,
W
alt
er
,
J
R

t99
0
,
l
1
5.

D
u
n
g
,
a
.a
.0
.(F
n
.2
9
).
S
.1
16
.

D
u
n
g
,
a
a.0
.(F
n
.2
9).S
.t
L6
.

V
.
B
a
r
,
C
h
ristia
n
.

J
Z

19
8
9
.
10
7
)
.

V
.
B
a
r,
a
.a
.0
.(F
n
3
2
),
S
.107
2
.

ド

イ
ツ
道
路
交

通
令
第
l
条

(原
則
)
第

一
項

道
路
交
通
の
参
加
者
は
'
不
断
の
注
意
と
相
互
的
な
配
慮
を
求
め
ら
れ
る
.

第
二
項

道
路
交
通
の
全
て
の
参
加
者
は
､
他
者
を
教
授
せ
ず
､
危
険
を
与
え
ず
'
叉
は
周
囲
の
状
況
に
応
じ
て
避
け
ら
れ
る
限
-
他
者
を

4039 38 37 36 35

阻
害
せ
ず
'
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

)
i,.
B
a
r,
帆
.a
b
.(F
n
.3
2
),S
.)07
2
.

)
V
.
B
a
r,
a
.ab
.(F
n
.3
2
).S
.1
0
72
.

)
B
b.rg
e
r
s.
M
1.Ch
ael,
N
J
W

199
0
.
2
5
35
.

)
B
b.r
g
ers,
a
.ab
.(F
n
.3
7
).
S
.25
37
.

)
B
dtrg
e
r
s,
a
.a
.0
.(F
n
3
7).S
.2
5
37
.

)
B
O
rg
e
r
s.
a.a
.0
.(F
n
.3
7).
S
.2
5
3
7.
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5655545352515049 48 47464544434241

) 情 ) ＼J ＼J ) ) ) ＼J
B
d
rg
ers,
a
.a
10
.
(F
n
3
7
).
S
.2
7
3
7
.

L
lj)I,,
M
a
r
tin
,
l
u
S
t9
9
1
.
8
0
9
.

O
L
G

K

6

1n
ZfS
1
9

89
.
4

2
.

L
lj)3',
a
.a
b
.
(F
n

.42),S.8
09
.

L
il)A

a
.a
b
.
(F
n
_4
2
),
S
.∞
0
9
.

L
iD
A

a
.a
O
.
(F
n
.4
2
),
S
.8
10
.

ド
イ
ツ
民
法
第
二
五
二
条

(逸
失
利
益
)

賠
償
す
べ
き
損
害
は
'
逸
失
利
益
を
も
含
む
｡
事
物
の
通
常
の
経
過
に
基
づ
き
､
又
は
特
別
の
事

'
特
に
既
に
な
し
た
措
置
及
び
準
備
に
基
づ
き
､
蓋
然
性
を
も
っ
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
利
益
は
､
逸
失
利
益
と
な
る
｡

こ
こ
で
は
､
裁
判
例
と
し
て
､
B
G
H
N
IW

1983
,
758
が
引
用
さ
れ
､
ま
た
学
説
と
し
て
L
a
n
g
e.
H
erm
a
n
n
,
S
ch
ad
ensersatz.2.A
u
a
..

1990.∽
6
X
L.
S.340ff.
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

L
iDP
,
a
a
10
.(F
n
.42
),
S
.8
1
)
.

O
L
G
A
u
g
sbu
r
g
R
ec
h
t
1
9
0
8.Nr
.2
82
2
.

B
G
H
N
IW

1976
.LL4
3
あ
る
い
は
O
L
G
N
tirn
b
erg
M
D
R
t9
78
.
755.

L
ip
i),
a
.a
b
.
(F
n
.42).
S
.8
1
)
.

L
il
)A

a
.a
10
.
(F
n
.4
2
),S18
1
)
.

L
昏
V,
a
.a
O
.(F
n
.4
2
),
S
.∞
12
.

L
zj)1),
a
.a.
0
.
(F
n
.4
2
).
S
.8
12
.

こ
の
よ
う
な
考
え
方

は

､
適
法
な
選
択
的
行
為

(re
c

htsm
aiSige
Alternativv
erhalten)と
呼
ば
れ
る

｡Deutsch,E
r

uJinn＼泣
h
ren
s,

59 5857
H
a
ns･Jiirg
e
n
,
D
e
iik
t
sr
e
c
h
t.
5
.A
u
fl..
2
0
0
9
,
S
6

D,S.3
3
.
邦
語
訳
と
し
て

､E
.
ド
イ
チ
エ
/

H
,I.
ァ
-
レ
ン
ス

･
浦
川
道
太
郎

(釈
)
『ド

イ
ツ
不
法
行
為
法
』

(日
本

評
論
社
､

二
〇
〇
八
)
四
九
頁
以
下
参
照
｡

)
L
替

､
a
.a
.0
.
(F
n
.4
2
).
S
.8
12
.

)
L
ti,A

a
.a
.0
.
(F
n
.4
2
),
S
.8
12
5
.

)
V
.
B
a
r,
a
.a
.0
.
(F
n
.3
2
).
S
.1
0
7
2
.
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損害賠償法における素因の位置 (3)

(
6
)
L
i3'A
.
a
.a
.0
.
(F
n
.4
2
).
S.81
0
.

(61
)
S
ta
ud
ing
er/S
b
h
ie
m
a
n
n
,
a
.a
.0
.
(F
n.2
2

),
∽
2
4
9
R
n
_35
.

(62
)
拙
稿

｢損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位

置

(二
)
｣
北
大
法
学
論
集
六
二
巻
五
号

(二
〇
二

一)

二

九

一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(63
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
谷
口
聡

｢
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
の
原
則
の
再
検
討
-

仮
定
的
因
果
関
係
の
顧
慮
と
い
う
視
点

か
ら
の
考
察
-
｣
法
学
研
究
論
集

(明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
)
第
八
号

(
1
九
九
八
)

一
七

1
頁
以
下
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
.

な
お
､
窪
田
充
見

『過
失
相
殺
の
法
理
』
(有
斐
閣
､

一
九
九
四
)
四
八
頁
以
下
及
び
能
見
喜
久

｢寄
与
度
減
資
-

被
害
者
の
素
因
の
場
合
を
中

心
と
し
て
-
｣
加
藤

一
郎
-
水
本
浩
編

『民
法
･信
託
法
理
論
の
展
開
』
(弘
文
堂
､
一
九
八
六
)
二
三
九
頁
な
ど
は
､
仮
定
的
因
果
関
係
論
は
､

別
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
'
素
因
不
考
慮
命
題
の
考
察
か
ら
は
除
外
す
る
が
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
素
因
を
理
由
と
す
る
賠
償
額
の
時
間
的
制

限
と
見
れ
ば
､
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係
性
は
考
察
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
｡

(6
)
L
a
n
g
e/
S
c
h
iem
a
n
n
,
a
.a
.0
.
(F
n
.i).
抑
4
只

S.)
9
1
.

(65
)
L
a
ng
e/
S
c
hiem
ann
,a
.a.0
.(F
n
.1).
∽
4
宍
S

.1
93
:O
etk
er,
H
a
rtm
u
t.
M
tin
ch
enerK
om
m

entar

zum
B
d
rg
eerlich
e
s
G
esetzb
u
ch

B
d.2
.
∽
2
4
1･43
2,
5.A
u
i
l.,
20
07
,
S
2
4
9
R
n.2
0
4
;
G
run
sky,W
o
lfg
a
ng
,
H
y
p
o

thetische
Kausal
itatund
V
o
r
teilsausgleichung.FS

fdr
L

an
g
e.
1
9
9
2
.
S
A
69ff
..
4
7
7f.

7372717069686766

R
G
Z
16
9
,
1
17
.1
20
1

V
e
r

sR
t
9
6
9
,
4
3
,

44
1

0
LG
F
r

an
k
fu
r
t
aM

N
J
W
L984.140
9

谷
口

･
前
掲
注

(
63
)

同
旨
｡

冒
-
-
2

】
B
G
H
V
ers
R
19

6
9
,
4
3
.

L
a
n
g
e/
S
c
h
ie
m
a
n
n
,
a
.a.0
.
(F
n

.i).∽
4
開

S.)43.

L
lj)1),
a
a
.0
.
(F
n
.42
),S
.80
9
.

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
第
二
八
七
粂

(損
害
調
査
等
)
第

1
項

損
害
が
発
生
し
た
か
否
か
'
及
び
損
害
額
又
は
賠
償
す
べ
き
利
益
の
額
が
い

-
ら
か
に
つ
き
当
事
者
間
で
争
い
が
あ
る
と
き
は
､裁
判
所
は
こ
れ
に
関
L
tす
べ
て
の
事
情
を
評
価
し
て
､自
由
な
心
証
を
も

っ
て
裁
判
す
る
｡

申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
調
べ
又
は
職
権
を
も

っ
て
す
る
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
を
命
ず
べ
き
か
否
か
'
及
び
そ
の
範
囲
如
何
に
つ
い
て
は
､
裁
判
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説
三∠ゝ

r11111

所
の
裁
量
に
よ
る
.
裁
判
所
は
､
損
害
又
は
利
益
に
つ
い
て
立
証
者
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
こ
の
場
合
第
四
五
二
条
第

1
項
第

1
文

及
び
第
二
項
乃
至
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
｡

第
二
項

財
産
法
上
の
争
い
に
つ
い
て
､
当
事
者
間
に
債
権
額
に
つ
い
て
争

い
が
あ
-
､
そ
の
た
め
基
準
と
な
る

一
切
の
事
情
の
完
全
な
解

明
が
そ
の
債
権
の
争
わ
れ
て
い
る
部
分
の
価
値
に
対
し
て
均
衡
の
と
れ
な
い
よ
う
な
困
難
さ
を
伴
う
と
き
､
第

一
項
第

1
文
及
び
第
二
文
の
規

定
は
他
の
場
合
に
も
準
用
さ
れ
る
｡

(7
)
M
d
n
ch
K
om
m
J
O
etk
er,
a.a
.0
.(F
n
.65).
∽
249
R
n
.133f.:
S
oergel,
H
ans
T
heo
d
o
r/
m
arten
s,
H
ansJ
oach
im
,
K
om
m
ent
ar
zum

B
tir
g
erlich
es
G
esetzb
u
ch
B
d
.2
.
8
∽
24
1ふ
32.
12.A
u
P
L

990.vor
S
2
49
R
n
1
57;
G
n
in
erberg,
C
hristian,
P
alan
d
t
B
d
rg
e
rtich
es

G
esetzbu
ch
B
d
.7
.
6
9
.A
U
K
.
20
g
.v
or
S
249
R
n
.3
5;
S
ta
ud
inger
JS
chiem
a
n
n
.a.a
b
.(F
n
.22).
∽
249
R
n
.35.

(75
)
な
お
､
慰
謝
料
算
定

に
お

い
て
素
因
を
考
慮
す
る
こ
と

に
関
し
て
は
､
通
説
判
例
に

お
い
て
異
論
が
な

い
よ
う

で
あ
る

｡Lange/

S
ch
ie
m
a
n
n
,
a
.a
.0
.
(F
n
.)),
∽
3
X
L,
S
.)3
0
.:
M
d
n
ch
K
o
m
m
J
O
etk
er.
a
.a
10
.
(F
n
.6
5
),
S
2
4
9
R
n
.)3
3
;
B
G
H
N
JW

19
9
7
.
4
5
5
.

例えば､

B
G
H
N
I
W

1962,
24
3で
は
､
旧
B
G
B
八
四
七
条

(現

B
G
B
二
五
三
条
)
の
衡
平

(B
illig
k
e
it)
に
従
い
'
被
害
者
の
苦
痛
の
程
度

･
期

間
と
並
ん
で
被
害
者
の
身
体
的

･
精
神
的
素
因
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
､
次
い
で
加
害
者
の
過
責
の
程
度
及
び
当
事
者
の
経
済
状
況
が
考
慮
に
入

れ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
｡
な
お
'
こ
の
慰
謝
料
算
定
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
に
つ
い
て
は
､

一
個
の
論
点
と
な
-
う
る
が
'
慰
謝
料
の
扱
い
に
つ

い
て
は
､
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
で
は
そ
の
構
造
を
異
に
す
る
た
め
､
本
稿
で
､は
検
討
の
対
象
外
と
す
る
｡

(
76

)
D
euts
ch＼企
h
ren
s,
a.ab
.(F
n
.56),
∽
5
D
E
.
S
.2
35
.

(77
)
V
.
K
r
ies,
J
o
h
a
n
nes,
U
eb
er
d
e
n
B
e
gr
iff
d
e
r
ob
jectiv
e
n
M
6
g
lic
h
k
e
it
u
n
d

ein
ig
e
A
n
w
en
d
u
n
g
en
d
e
sselb
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.

v
ie
r
tet3'ah
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h
r
ift
ftir
w
is
sen
sc
h
a
fttic
h
e
P
h
ilosop
h
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1
2
(18∞
8
),
1
7
9ff.
28
7
ff,
393ff:
d
e
r
s.,
Ob
er
d
e
n
B
e
gr
iff
d
er

W
ah
rsch
ein
lic
hk
e
it
und
M
6
glichk
eit
un
d
ih
re
B
edeutun
g
im
Strafre
ch
te.Z
StrW
9
(18
8
9).5
2
8H
.

(
78

)
R
dm
e
lin,
M
ax
,
D
er
Z
ufa
l〓
m
R
echt
(
R

e

k
toratsred
e
))896,
d
ers.,
D
ie
V
e
rw
e
n
d
u
n
g
der
C
ausalb
eg
riff
im

S
tr
af･
un
d

C
iv
ilre
c
ht,
A
cP
9
0
(1
9
0
0
).
17
tfE.
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T
ra
eg
er,
L
ud
u)ig
,
D
er
K
au
sal
b
egriff
im

S
tr
af･
u
n
d
Ziv
ilre
ch
t
t9041

E

n
neccer
us,
L
ud
u
Jig/L
eh
m
an
n,H
ein
rich,
R
e
ch
t
d
e
r
S
chu
ld
v
erha
ltnis
se
,
15.A
u
a
,195
8
.
S
L5
日

2.

相
当
因
果
関
係
説
の
確
立

､
展
開
お
よ
び
解
体
に
つ
い
て
は
､
平
井
宣
雄

『損
害
賠
償
法
の
理
論
』

(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
七

一
)
四
八



損害賠償法における素因の位置 (3)

頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(82
)
L
arenz,
K
arl,
Z
u
m
h
eu
tig
en
S
tan
d
d
er
L
eh
re
vo
n
d
e
r
ob
jek
tiv
en
Z
ure
ch
n
u
n
g
im

S
ch
a
d
e
n
sersatzrech
t.F
S
ftir
R
ic
h
ard
M
.

H
o
n
ig
.
1970.S
.8
2.

(8
)
L
a
renz,
S
ch
u
td
r
ech
t.a.ab
.
(F
n
.)).
S
_4
3
6
.
な
お
､
F
n
.32.
に
お
い
て
'
そ
の
よ
う
な
損
害
に
つ
い
て
は
､
"casu
m
sentit
d
om
in
u
s
(事

変
は
所
有
者
が
負
担
す
る
)
"
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
す
る
o

(8
)
D
euts
c
h
＼泣

h
r
e

ns
,

a.ab
.
(F
n

.56),S

.23fE"

(
8

)
L
a
ren
z,
S
ch
u
ld
re
c
ht
一a.aゎ
t
(F
n
1
),S
.4
3
7
_

(
86
)
L
aren
z,
S
ch
u
td
re
c
h
t.a.a.0
.
(F
n
_1).
S
.4
37
.

(87
)
L
aren
z
,
S
ch
ul
d
r
e
ch
t.
a.ab
.
(F
n
.i),S
.44
0.同
旨
M
ed
icus,D
ie
ter,
I
.vo
n
S
taud
in
g
e
rs
K
o
m
m
tar
zu
m
B
tirg
erlic
h
es
G
esetzb
u
ch

mi

t
E

in
fti首
u
n
g
sg
eSetZ
u
n
d
N
eb
e
n
g
eSetZ
B
u
c
h
2
,
S
∽
24
9･2
54
,
198
0
,
8
24
9
R
n
･4
5
･‥
M
ed
ic
u
s,
D
ie
te
r

/L
o
re
n
Z,
S
tej,h
a
n
,

Sch
u
ld
rech
t
I
A
llg
em
ein
er
T
e
il,1
81A
u
a
.,2008
.
S
55.
2.R
n.6
38
.

9594 939291908988

L
a
ren
z,
S
ch
u
td
re
c
h
t
a
a
.0
.
(F
n
.1).
S
.4
40.

L
a
ren
z,
S
ch
u
td
re
ch
t.
a.ab

.(F
n
.i),S
.4
4
0.

彼
は
具
体
的
に
裁
判
例
を
示
し
て

い
な
い
が
'彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
､
冒
･2
3
】

B
G
H
l
九
七
六
年
二
月
六
日
判
決
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.

R
G
Z
15
5
.
37
.

F
ik
en
tsch
er,
W
o
lfg
a
ng
,
Sch
u
ld
re
c
h
t
7.A
ua

198
5.
S
.3
12.

裁
判
例
と
し
て
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
､
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
後
述

冒
ム
0
】
O
L
G
K
o
ble
n
z
r
+
S
19
8
7
.
)08
で
あ
ろ
う
｡

B
G
H
Z
20.
13
7
,
14
2
,
143
.

F
ik
e
n
tsch
er,
a.ab
.
(F
n
.9
2).
S
.34
2
1
な
お
､
同
書
第
八
版
以
降
は
､
こ
の
点
に
関
す
る
論
述
が
削
除
さ
れ
て
お
り
､
最
新
の
F
iken
tsch
er,

W
o
lfg
a
ng/H
in
e
m
a
n
n
,
A
nd
r

eas,
Sc
h
u
ld
re
c
h
t
10
.A
u
a
..
2006
で
は
､

∽
5
7
V

R
n
.629.
S
.3
)4
で
､
冒
古
山

R
G
一
九
三
七
年
四
月
二

六
日
判
決
及
び

B
G
H
一
九
九
六
年
四
月
三

〇
日

(N
I
W

19
9
6
.
2
4
2
5
)
を
引
用
し
て
､
特
別
な
身
体
的
体
質

(B
eson
d
ere
k
brp
erlich
e

K

on
stitution
)
が
存
在
す
る
場
合
'
そ
れ
は
相
当
因
果
関
係
説
の
意
味
に
お
け
る
因
果
関
係
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
る
｡

(96
)
F
ike
n
tsch
er.
a.a
O
.
(F
n
.92
).
S
34
2
(F
n
.236
).
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読
･≡△一

日間

(97
)
な
お
､
ブ
イ
ケ
ン
チ
ャ
ー
は
､
｢素
因
事
例
｣
と
し
て
素
因
不
考
慮
命
題
を
論
じ
て
い
る
が
､
彼
の
い
う

｢素
因
事
例
｣
が
い
わ
ゆ
る
素
因
競

合
の
事
例
で
あ
る
の
か
'
仮
定
的
因
果
関
係
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る

｢素
因
事
例
｣
の
こ
と
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
｡

(98
)
D
e
u
tsc
h
＼泣
h
ren
s,
a
.a
b
.(Fn

.

56).S.2
7
.

(99
)
D
eut
s

c
h
＼
泣
h
ren
s,
a

a
.0
.
(F
n
.5
6),S
I2
7
.

(1-
)
D
e
u
tsc
h
＼泣
h
ren
s,
a
.a
O
.(Fn
.56).S
2
7
.
な
お
､
ド
イ
チ
エ
は
明
示
し
て
い
な
い
が
'
お
そ
ら
-

冒
･)4
3
0
L
G
C
e
lle
t
九
八
〇
年
七
月

一
八
日
判
決
が
念
頭
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
｡

(1-1
)
D
e
u
tsc
h
､泣
h
r
e
n
s,
a
a
.0
.
(F
n
.56).S.2
7
1

(
1-

)

K
b
tz
,

H
e
in/
W
ag

n
er,
G
erh
a
rd
,
D
elik
tsre
ch
t
.
9
-A
ufL
2001.S.62_な
お
､
同
書
第

l
O
版

(
二
〇
〇
五
)
以
降
は
､
ヴ
ア
-
グ

ナ
I
に
よ

-
同
書
第
九

版
の
内
容
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
お
-

､
ヴ
ァ

-
グ
ナ
-
は
､
帰
責
関
連
の
縮
減
の
項
目
の
下
で
規
範
目
的
説
的
見
地

か
ら
素
因
不
考
慮
命
題
を
説
明
す
る
に
す
ぎ
ず
'
同
命
題
に
対
す
る
彼
自
身
の
評
価
は
不
明
で
あ
る

(d
e
rs,D
e
lik
tsre
ch
tJ
1.A
ua
.,
2
0
1
0
.

R
n
.2
1
0
H
.)
｡
ヴ
ア
-
グ
ナ
｣
に
よ
れ
ば
､
八
二
三
条

一
項
の
構
成
要
件
を
充
足
し
､
そ
の
こ
と
を
根
拠
と
す
る
責
任
が
加
害
者
に
生
じ
た
場
合
'

加
害
者
の
損
害
の
発
生
を
予
見
し
え
た
か
否
か
'
ま
た
は
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
は
､
損
害
帰
責
に
お
い
て
重
要
で
は
な
-

(R
n
.
129)'

加
害
者
の
義
務
違
反
は
､
｢第

一
次
侵
害
｣
に
の
み
関
連
づ
け
ら
れ
れ
ば
足
-
､
｢後
続
侵
害
｣
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
｡

素因
不
考

慮
命
題
も
こ
の
後
続
侵
害
の
帰
責
の
ル
ー
ル
で
あ
-
､
こ
こ
で
は
立
法
者
の
明
確
な
意
思
に
よ
る
被
害
者
救
済
が
目
さ
れ
て
い
る

(R
n
.210f.)｡

た
だ
し
､
エ
ッ
グ
シ
ェ
ル

･
ス
カ
ル

･
ル
ー
ル

(ド
イ
ツ
法
で
は
素
因
不
考
慮
命
題
)
の
例
外
､
す
な
わ
ち
加
害
者
が
免
責
さ
れ
る
場
合
に
つ

い
て
は
､
規
範
目
的
説
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

(R
n
.2
18
)
｡
同
書

一
一
版
の
邦
語
訳
と
し
て
'
ハ
イ
ン
･ケ
ッ
ツ
/
ゲ
ル
ハ
ル
ト
･ヴ
ア
-

グ
ナ
-

(吉
村
良

一
/
中
田
.邦
博
監
訳
)
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法

(法
律
文
化
社
､
二
〇
二

)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(1-
)
K
b.tz/
W
ag
n
er
[9
.A
u
a
L
a
.a
b
.
(F
n
.102),S
.62
.

(1-4
)
ド
イ
ツ
民
法
第
二
五
四
条

(共
働
過
責
)
第

一
項

損
害
の
発
生
に
際
し
被
害
者
の
過
責
が
共
働
し
た
と
き
は
､
賠
償
義
務
及
び
給
付
す
べ

き
賠
償
の
範
囲
は
､事
情
に
よ
っ
て
､特
に
'
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
い
ず
れ
の
当
事
者
が
主
と
し
て
損
害
を
惹
起
し
た
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
｡

第
二
項

債
務
者
が
知
ら
ず
､
且
､
知
る
こ
と
を
要
し
な
い
異
常
に
高
い
損
害
の
危
険
を
被
害
者
が
債
務
者
に
注
意
し
な
か
っ
た
こ
と
､
叉

は
被
害
者
が
損
害
を
防
止
若
し
-
は
軽
減
し
な
か
っ
た
こ
と
に
被
害
者
の
過
責
が
あ
る
と
き
も
､前
項
と
同
様
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
､

第
二
七
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
｡
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損害賠償法における素因の位置 (3)

( /′■■.･､( /′~■■､/′-■■■､/■一､＼/ー■■ヽ＼( /~~■､＼
113112111 110109108107106105＼J ) ＼J ＼J ＼J ＼J ) ) )

K
cjtz/
W
ag
n
e
r
[9
.A
u
a
].
a.ab
.(F
n
.102
).S
.6
2
1

同
旨
窪
田

･
前
掲
書
注

(
63
)

1
0
頁

｡

L
d
er,
H
a
n
s･J
och
em
,
D
ie
B
e
g
r
e
n
zu
n
g
d
e
r
H
a
ft
u
n
g
b
ei
fah
rLassig
b
e
g
an
g
en
en
u
n
ertau
b
ten
H
an
d
tu
n
g
e
n
,
)9
69.S
.137
.

L
d
er,
a.ab
_(F
n
1
07).S
.13
7
.

L
d
er,
a.ab

.(F
n
.107).S
1
39
.

L
lier
,
a
a.0
.(F
n
.107
).S
.14
0
1

L
an
g
e/
S
ch
iem
an

n
,
a
.ab
.(F
n
.)
).
∽
3
X
1.S
.128
1

L
an

g
e/
S
ch
ie
m
a
nn
,

a.ab
.(F
n
1
).
∽
3
X

i,S
1
30
.

L
a
nc
e/
S
ch
ie
m
a
nn
,
a.ab
.
(F
n
.i
).
∽

3
X
1
,
S
.13
)

.
こ

の
場
合

に
関
し

て
ラ
ン
ゲ
は
以
下

の
判
例
を
例
と

し

て
挙
げ

る
o
R
G
Z
D
J
Z

)9
)5
.
207
:
R
G
Z
17
0
.
12
9
:
B
G
H

N
IW

L
9
8
3.
34
0
;
B
G
H
V
e
r
sR
t
9
8
3
.7
50
.

(114
)
L
an

g
e/
S
ch
ie
m
an
n
,
a.ab
.(F
n
1
).
S
3
X

1
,
S
.130
.

(115
)
L
an
g
e/
S
c
h
ie
m
a
n
n
,
a
.ab
.(F
n
.i).
∽
3
X
1
.
S
.130
1

(116
)
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
､
R
G
I
W

t90
8
.4
1
:
O
L
G
K
a
rLs
ru
h
e
V
er
sR

19
66.
7
4
1
;
B
G
H

N
J
W

t9
7
6
,
1144
:
K
G
V
e
r
sR

L
9
8
7
.

10
5;
O
L
G
K
a
rlsru
h
e
M
D
R
19
93,2
9
:
O
L
G
N
B
rn
b
e
r
g
Z
fS
2000
.5
∞
.

(1
)
L
an
g
e/
S
c
h
ie
m
a
n
n
,
a.ab
.(F
n
.)),
8
3
X

1,S
.1305
.

(1-8
)
L
an
g
e/
S
ch
ie
m
a
n
n
,
a.ab
.(F
p
.i),
S
3
X

l.S
.131
.

(1
)
L
a
n
g
e/
S
ch
ie
m
a
n
n
,
a.a
O
.(F
n
.i).
S
3
X
1
.
S
.13
)
.
同
旨

S
ta
u
di
n

g
er/
M
e
d
ic
u
s,
a
.ab
.(F
n
18
7).
∽
24
9
R
n
.5
4
.

(埜
vo
n
caem
m
erer
.E
rnst,
D
as
P
ro
ble
md
es
K
au
s
alzu
sam

m
enh
an
g
im
Pr
iva
tr
e
c
h
t.
)
9
5
6
,
S
.18
.

(1-

1)
H
u
b
e
r,
U
lr
ich

,

N
o
r
m
zw
ec
k
th
eor
ie
u
n
d
A
d
a
q
u
a
n
zth
eor
ie
L
Z
t

969.S
.6
76
f.

(S
n

H
u
ber
,
a
.a
b
.(F
n
.12
1).
S
.68
1.

(1-3
)
H
u
ber,
a
.a
.0
.(F
n
1
28),S
.6
81
.

(ES
)
H
u
ber,
a.a
10
.(F
n
.12
1).S
168
1
.

(C13
)
H
u
b
e
r,
a
.a
b

.(F
n
.12
1).S
.68
1.
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読
三･へ
rTJlu

(1-6
)
B
G
H
Z
2
5
.
8
6
.
90fE.
な
お
､
当
該
判
決
は
'

一
般
生
活
上
の
危
険
の
言
及
は
な
-
､
相
当
因
果
関
係
か
ら
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
た
事
案

で
あ
る
｡

Y
の
ト
ラ
ッ
ク
に
衝
突
さ
れ
重
症
を
お
っ
た
Ⅹ
の
夫
が
､
事
故
後
事
故
に
起
因
す
る
手
術
を
受
け
た
際
に
小
腸
に
メ
ッ
ケ
ル
憩
室
が

あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
､
当
該
手
術
中
に
除
去
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
除
去
部
分
の
縫
合
部
に
重
積
が
生
じ
､
そ
れ
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
た
め
､

Ⅹ
が
Y
に
対
し
て
埋
葬
費
用
及
び
扶
養
料
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
､
L
G
及
び
o
L
G
は
Ⅹ
の
請
求
を

(
一
部
)
認

容
し
て
い
た
が
､
B
G
H
は
次
の
理
由
か
ら
Y
の
責
任
を
否
定
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
ど
の
よ
う
な
重
傷
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
､
そ
の
治
療
の

た
め
に
行
わ
れ
た
手
術
が
さ
し
あ
た
り
成
功
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
､
事
後
的
に
塞
栓
症
や
そ
の
他
の
合
併
症
に
よ
-
被
害
者
が
死
亡
す
る
と

い
う
危
険
を
学
ん
で
い
る
｡
Y
は
'
Ⅹ
の
夫
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
に
よ
-
Ⅹ
が
事
故
結
果
の
除
去
の
た
め
に
行
わ
れ
た
手
術
に
持
ち
こ
た

え
ら
れ
な
い
と
い
う

1
枚
的
な
危
険
を
Ⅹ
に
与
え
た
の
で
は
あ
る
が
､
事
故
に
起
因
す
る
手
術
の
際
に
事
故
に
起
因
し
な
い
病
気
の
除
去
の
た

め
の
手
術
が
追
加
的
に
行
わ
れ
'
そ
の
後
の
合
併
症
に
よ
-
X
の
夫
が
死
亡
す
る
と
い
う
可
能
性
を
高
め
た
わ
け
で
は
な
い
｡
本
件
で
は
､
そ

の
除
去
が
Ⅹ
の
夫
の
死
亡
を
結
果
と
し
て
招
い
た
メ
ッ
ケ
ル
憩
室
が
す
で
に
事
故
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
が
､
患
者
が
自
発
的
に
手
術
を
受

け
る
こ
と
を
拒
否
し
､
後
か
ら
事
故
に
起
因
す
る
手
術
の
際
に
メ
ッ
ケ
ル
憩
室
の
除
去
を
望
ん
だ
場
合
と
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
｡
こ
の
場
合
で
も
自
然
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学
)
的
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
な
い
が
､
そ
の
原
因
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係
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本
質
的
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
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ば
､
被
害
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､

事
故
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-
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な
っ
た
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術
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に
事
故
結
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関
係
の
な
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別
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手
術
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受
け
､
合
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た
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に
死
亡
す
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こ
と
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予
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慮
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け
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な
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加
害
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ど
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る
｡
こ
の
意
味
で
t
Y
に
よ
る
事
故
の
惹
起
は
'
偶
発
的
原
因

で
あ
っ
て
､
真
の
原
因
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
Y
の
惹
起
し
た
交
通
事
故
と
メ
ッ
ケ
ル
憩
室
除
去
の
た
め
に
生
じ
た
Ⅹ
の
夫
の
死
亡
と
の

間
の
相
当
因
果
関
係

(判
決
文
で
は
相
当
な
原
因
関
係
と
い
う
)
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
､
Y
の
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
｡

(1-7

)
H
uber,a.ab
.(Fn.121).S
.681
.

(S

)
H
uber,a.a.0
.(F
n
.121).S
68
1
F
n
.40.

(1-9
)
M
ddrich,a
.a10.(Fn
.2).S.53.

(5
)
M
ddrich
,
a.a.0
.
(F
n
.2),S
.53.

(1-1
)ド
イ
ツ
法
に
お
け

る
仮
定
的
因
果
関
係
の
学
説

･
判
例
の
全
体
的
状
況
に
関
し
て
は
'
樫
見
由
美
子

｢不
法
行
為
に
お
け
る
仮
定
的
因
果
関

係
と
責
任
の
評
価

(
一
)
'
(二
)
､
(≡
)
'
(四
)
､
(義
)｣
判
時

二

二
四
号

(
一
九
八
六
)

l
七
頁

二

二

一七
号

(
一
九
八
六
)

一
七
頁
､

二

三
四
号

(
一
九
八
七
)

二

一頁
'
二

五
三
号

(
1
九
八
七
)

一
七
頁
'
二

六
六
号

二

九
八
七
)

1
人
頁
が
詳
し
い
.
ま
た
､
同

｢損

北法63(1･160)160



損害賠償法における素因の位置 (3)
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