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畜
犬
の
飼
主
に
保
管
上
の
過
失
を
認
め
た
事
例

徳

本

鎮

昭
和
三
七
年
二
月
一
日
第
一
小
法
廷
判
決
最
高
裁
民
集
第
一
六
巻
第
二
号
一
四
三
頁
　
　
棄
却

　
　
　
〔
判
決
要
旨
〕
　
畜
犬
の
占
有
機
関
が
そ
の
操
作
制
禦
方
法
を
十
分
会
得
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
道
上
を
、
二
頭
一

　
緒
に
運
動
さ
せ
、
畜
犬
が
被
害
者
に
跳
び
つ
い
た
際
そ
の
力
に
負
け
で
制
禦
で
き
な
か
っ
た
な
ど
原
判
示
の
よ
う
な
事
情
（
原
判
決
引
用

　
　
の
第
一
審
判
決
理
由
参
照
）
が
あ
る
と
き
、
は
飼
主
に
薄
墨
保
管
上
の
過
失
が
あ
る
。

　
　
　
〔
事
実
〕
　
事
故
発
生
の
当
時
、
満
九
才
一
〇
ケ
月
で
小
学
校
第
四
学
年
に
在
学
中
の
少
女
X
（
原
告
．
被
控
訴
人
．
被
上
告
人
）
が

　
小
学
校
か
ら
の
帰
途
、
反
対
方
向
か
ら
進
行
し
て
き
た
Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
の
雇
人
議
席
A
が
引
網
を
も
っ
て
牽
き
、
被
告

　
　
Y
の
飼
育
占
有
す
る
グ
レ
ー
ト
デ
ン
種
の
牝
犬
二
頭
に
、
突
然
、
相
前
後
し
て
跳
び
か
か
ら
れ
、
顔
、
後
頭
部
、
願
、
首
、
胸
、
腕
等

　
　
上
半
身
至
る
と
こ
ろ
に
か
み
つ
か
れ
、
身
体
を
引
き
倒
さ
れ
、
縦
横
に
引
き
つ
り
廻
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
X
は
左
腕
関
節
骨
折
な

　
　
ら
び
に
両
側
上
腕
、
前
胸
部
、
願
部
、
右
耳
前
後
お
よ
び
後
頭
部
等
に
咬
創
の
傷
害
を
受
け
、
な
お
、
多
大
の
精
神
的
損
害
を
蒙
っ
た
。

　
　
そ
こ
で
、
原
告
X
は
そ
の
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
、
ω
右
の
咬
創
四
三
⊥
指
針
も
縫
う
重
傷
で
あ
っ
た
た
め
、
事
故
当
日
昭
和
三
二
年
二
月

　
　
四
日
よ
り
同
年
三
月
一
七
日
迄
西
京
警
察
病
院
に
入
院
加
療
を
う
け
、
そ
の
間
学
業
を
中
断
さ
れ
た
こ
と
、
②
入
院
中
負
傷
部
分
の
治
療

究
，研

手
術
の
た
め
苦
痛
を
締
っ
た
こ
と
、
㈹
退
院
後
X
の
左
手
は
不
自
由
で
あ
り
全
治
迄
相
当
期
間
加
療
を
要
す
る
こ
と
、
四
少
女
の
身
で
二

鞭
頭
の
大
き
な
犬
に
襲
讐
れ
た
こ
走
よ
る
、
そ
の
後
単
独
で
健
外
を
歩
行
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
を
と
・
翻
面
の
咬
摺
よ
る
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容
貌
鍛
損
は
将
来
に
お
い
て
も
女
性
と
し
て
大
き
な
精
神
的
苦
痛
を
味
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
を
考
慮
し
、
ま
た
被

告
Y
が
少
な
く
と
も
数
千
万
円
の
資
産
を
有
す
る
こ
と
も
考
え
て
、
そ
の
慰
籍
料
額
は
一
〇
〇
万
円
を
相
当
と
す
る
と
し
て
、
被
告
Y
に

対
し
、
前
記
の
畜
犬
二
頭
の
占
有
者
と
し
て
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
義
務
あ
り
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
X
－
の
父
親
X
2
（
原

告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
X
－
の
父
親
と
し
て
治
療
費
金
三
二
、
五
六
八
円
、
通
院
交
通
費
金
七
、
四
八
○
円
の
支
出
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
か
つ
X
－
に
事
故
当
時
着
用
さ
せ
て
い
た
衣
類
一
揃
（
金
四
、
○
○
○
相
当
）
を
損
傷
さ
れ
て
合
計
金
四
四
、
〇
四
八
円
の
損

害
を
受
け
た
の
で
、
被
告
Y
は
X
2
に
そ
の
賠
償
義
務
あ
り
と
主
張
し
、
か
つ
、
X
－
お
よ
び
X
2
は
右
各
全
員
に
対
す
る
本
件
訴
状
送

達
の
習
日
で
あ
る
昭
和
三
二
年
五
月
一
八
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
右
支
払
ず
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支

払
を
求
め
る
と
述
べ
、
ま
た
、
被
告
の
抗
弁
事
実
は
、
こ
れ
を
否
認
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
被
告
Y
は
、
右
の
加
害
事
実
と
入
院
の
事
実
、
お
よ
び
X
2
が
X
－
の
父
親
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
そ
の
他
の
事
実

に
つ
い
て
は
争
い
、
特
に
次
の
点
を
主
張
し
た
。
ω
右
事
故
は
飼
育
訓
練
を
担
当
す
る
訴
外
A
が
犬
を
運
動
に
連
れ
出
れ
し
た
間
に
起
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
の
犬
の
占
有
者
は
訴
外
A
で
あ
っ
て
被
告
Y
で
は
な
い
。
②
か
り
に
、
そ
の
場
合
被
告
Y
が
犬
二
頭
を
占

有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
Y
は
犬
の
種
類
、
性
質
に
従
い
次
の
と
お
り
相
当
の
注
意
を
も
っ
て
そ
の
保
管
を
し
て
い
た
か
ら
Y
に
は
過
失

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ω
問
題
の
二
頭
の
犬
は
子
供
の
護
衛
犬
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
性
質
温
順
な
グ
レ
ー
ト
デ
ン
種
の
牝
犬
で
、
そ
の

う
ち
一
頭
は
、
訓
練
士
を
つ
け
数
カ
月
に
わ
た
り
家
庭
犬
と
し
て
服
従
訓
練
を
施
し
、
優
秀
な
成
績
で
訓
練
試
験
に
合
格
し
た
も
の
で
、

た
だ
一
度
学
童
の
挑
発
に
よ
り
塀
を
飛
び
越
え
て
学
童
一
名
に
軽
傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
ほ
か
、
街
頭
を
運
動
さ
せ
て
も
通
行
人
に

か
み
つ
い
た
こ
と
は
な
く
、
他
の
一
頭
も
、
そ
の
犬
の
仔
で
優
良
犬
に
選
定
さ
れ
、
そ
れ
迄
に
事
故
を
起
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
回
被

告
Y
は
、
自
宅
敷
地
内
に
鉄
窓
ア
ン
グ
ル
に
太
い
鉄
網
を
張
り
床
を
コ
ン
ク
ジ
ー
ト
で
固
め
た
丈
夫
な
殿
舎
を
設
け
て
二
頭
の
犬
を
収
容

し
逸
走
防
止
な
ど
に
注
意
を
払
っ
た
。
的
昭
和
三
二
年
一
月
一
五
日
に
被
告
Y
が
雇
入
れ
た
飼
育
係
A
は
獣
医
の
資
格
を
有
す
る
上
、
獣
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匪
少
尉
と
し
て
軍
用
犬
の
訓
練
に
関
係
し
、
被
告
Y
が
雇
入
れ
る
直
前
迄
米
国
た
の
ハ
ウ
ス
ボ
ー
イ
と
し
て
剰
桿
な
ワ
イ
マ
ー
ル
成
犬
三

頭
、
未
成
犬
一
二
頭
の
飼
育
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
。
目
被
告
Y
は
、
現
住
所
に
移
転
し
た
昭
和
三
二
年
一
月
二
五
日
以
来
、
訴
外

A
に
対
し
本
件
犬
を
運
動
の
た
あ
屋
敷
外
へ
連
れ
出
す
に
は
常
に
一
頭
つ
つ
、
早
朝
ま
た
は
夜
間
入
通
り
の
少
な
い
時
刻
を
選
ぶ
よ
う
指

示
し
た
。
困
被
告
Y
は
、
本
件
犬
二
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
牛
皮
製
の
長
さ
約
四
尺
の
堅
牢
な
引
網
な
ら
び
に
右
の
引
網
を
引
け
ば
自
然
に
犬
の

顕
部
が
締
る
仕
組
の
鎖
製
の
頸
輸
を
は
め
、
引
網
に
よ
っ
て
犬
を
自
由
に
操
作
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
あ
っ
た
。
㈹
か
り
に
、
被
告
Y
に

過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
Y
の
長
男
訴
外
B
は
、
事
故
当
日
午
後
六
時
三
〇
分
頃
交
番
に
て
巡
査
立
会
の
上
、
原
告
X
－
の
法
定

代
理
人
で
も
あ
る
原
告
X
2
に
金
五
、
○
○
○
円
を
見
舞
金
と
し
て
贈
与
し
、
な
お
、
治
療
費
等
一
切
を
被
告
Y
が
負
担
す
る
こ
と
と

し
、
原
告
等
に
お
い
て
は
本
件
事
故
に
よ
る
被
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
旨
の
和
解
契
約
が
成
立
し
た
か
ら
、
原
告
等

の
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
し
た
。
㈲
か
り
に
、
、
和
解
契
約
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
本
件
事
故
は
、
訴
外
A
が
原
告
X
－

に
大
き
な
声
を
立
て
な
い
よ
う
に
注
意
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
X
－
が
、
突
然
、
大
声
で
「
ギ
ャ
ッ
」
と
い
っ
た
た
め
犬
が
驚
い

た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
、
被
害
者
で
あ
る
X
－
の
過
失
は
損
害
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
掛
酌
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
一
審
、
二
審
と
も
に
原
告
X
l
X
2
勝
訴
の
判
決
を
与
え
た
。
原
審
の
採
用
す
る
主
な
理
由
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
ω
被
告
Y
は
、

簿
外
A
を
犬
の
世
話
係
と
し
て
雇
入
れ
、
事
故
当
日
は
、
訴
外
A
は
被
告
の
指
示
に
よ
り
本
件
二
頭
の
犬
を
運
動
の
た
め
連
れ
出
し
た
も

の
で
あ
り
、
A
は
雇
主
で
あ
る
Y
を
補
助
し
、
そ
の
機
関
と
し
て
本
件
二
頭
を
占
有
し
て
い
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
法
律
上

の
占
有
者
は
被
告
Y
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
②
被
告
Y
は
犬
の
種
類
性
質
に
従
い
担
当
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
し
た
と
抗
弁
す

る
が
、
お
よ
そ
、
他
入
を
自
己
の
占
有
機
関
と
し
て
動
物
を
占
有
す
る
者
は
、
そ
の
占
有
機
関
ど
し
て
、
適
当
な
者
を
選
任
す
る
と
と
も

に
、
事
故
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
右
の
占
有
機
関
に
適
切
な
指
示
を
与
え
る
等
こ
れ
を
監
督
す
べ
き
点
に
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
が
、
た
え
と
、
そ
の
選
任
監
督
に
何
等
の
過
失
な
し
と
す
る
も
、
万
一
、
そ
の
占
有
機
関
た
る
者
に
動
物
の
保
管
に
つ
い
て
過
失
が
あ
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れ
ば
、
そ
の
過
失
に
つ
い
て
当
然
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
事
故
当
時
望
外
A
が
被
告
Y
の
機
関
と
し

て
本
件
犬
を
占
有
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
訴
外
A
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が

っ
て
、
被
告
Y
も
ま
た
本
件
事
故
の
際
に
お
け
る
本
件
犬
の
保
管
に
つ
き
過
誤
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
畜

犬
は
、
一
般
に
家
人
に
対
し
て
は
温
順
で
あ
る
が
、
未
知
の
人
に
対
し
て
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
ま
た
音
響
そ
の
他
外
界
の
刺

戟
に
よ
り
容
易
に
昂
奮
す
る
性
癖
を
有
す
る
動
物
で
あ
る
か
ら
、
犬
を
戸
外
に
連
れ
出
す
者
は
、
万
一
犬
が
昂
奮
し
た
際
に
も
、
十
分
、

こ
れ
を
制
禦
で
き
る
よ
う
、
自
己
の
体
力
、
技
術
の
程
度
と
犬
の
種
類
、
そ
の
性
癖
等
を
考
慮
し
て
、
通
行
の
場
所
、
時
間
、
犬
を
索
引

す
る
方
法
、
そ
の
頭
数
等
に
つ
い
て
注
意
を
払
う
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
訴
外
A
は
小
柄
で
あ
り
、
か
っ
未
だ
右

犬
の
制
禦
方
法
を
会
得
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
頭
を
一
緒
に
運
動
さ
せ
た
た
め
X
－
に
跳
び
つ
い
た
際
、
そ
の
力
に
ま
け
て
制
禦
で

き
な
か
っ
た
こ
と
は
訴
外
A
の
過
失
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
㈹
被
告
Y
は
、
本
件
事
故
に
つ
き
、
当
H
、
和
解
契
約
が
成
立
し
た
と
抗

弁
す
る
が
、
こ
れ
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
証
拠
は
な
い
。
以
上
の
諸
懇
由
か
ら
、
本
件
控
訴
は
棄
却
す
る
。

　
〔
上
告
理
由
〕
　
第
一
点
・
原
判
決
は
上
告
人
の
免
責
事
由
の
抗
弁
に
対
す
る
判
断
に
つ
き
法
律
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

ω
原
判
決
は
「
思
う
に
、
畜
犬
は
一
般
に
家
入
に
対
し
て
は
温
順
で
あ
る
が
、
未
知
の
人
に
対
し
て
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
く
、
ま
た

音
響
そ
の
他
外
界
の
刺
戟
に
よ
り
容
易
に
昂
奮
す
る
性
癖
を
有
す
る
動
物
で
あ
る
か
ら
、
犬
を
戸
外
に
連
れ
出
す
者
は
、
万
一
犬
が
昂
奮

し
た
際
に
も
充
分
こ
れ
を
制
禦
出
来
る
よ
う
自
己
の
体
力
、
技
術
の
程
度
と
犬
の
種
類
、
そ
の
性
癖
等
を
考
慮
し
て
、
通
行
の
場
所
、
時

間
、
犬
を
牽
引
す
る
方
法
、
そ
の
頭
数
等
に
つ
い
て
注
意
を
払
う
べ
き
義
務
が
あ
る
（
中
略
）
訴
外
A
は
身
長
五
尺
三
寸
、
体
重
＝
二
貫

の
小
柄
な
男
で
あ
る
こ
と
、
同
人
が
昭
和
三
二
年
一
月
一
五
口
被
告
に
雇
わ
れ
て
か
ら
本
件
事
故
当
日
迄
僅
か
半
月
を
経
過
し
た
ば
か
り

で
、
本
件
二
頭
の
犬
を
取
扱
っ
た
期
間
も
短
く
、
末
だ
飼
犬
の
制
禦
方
法
を
会
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
日
昼
右
二

頭
の
犬
を
一
緒
に
運
動
さ
せ
た
た
め
、
右
二
頭
の
犬
が
原
告
X
－
に
跳
び
つ
い
た
際
そ
の
力
に
負
け
て
こ
九
を
制
禦
す
る
こ
と
が
で
き
な
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か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
（
中
略
）
、
も
し
訴
外
A
に
お
い
て
、
本
件
犬
を
一
頭
ず
つ
夜
間
或
い
は
早
朝
人
通
り
の
少
い
時
間
運
動
さ
せ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
件
事
故
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
訴
外
A
は
前
記
の

注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
・
と
判
示
し
て
い
る
。

②
民
法
第
七
一
八
条
第
一
項
但
書
に
よ
れ
ば
、
動
物
の
占
有
者
は
当
該
動
物
の
種
類
及
び
性
質
に
従
っ
て
相
当
の
注
意
を
以
て
其
保
管
を

為
し
た
る
と
き
は
免
責
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
右
の
「
相
当
の
注
意
」
と
は
動
物
の
占
有
者
が
当
該
動
物
の
種
類
、
性
質
に
応

じ
て
、
通
常
払
う
べ
き
程
度
の
注
意
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
動
物
の
種
類
、
性
質
上
、
通
常
予
知
し
得
ぬ
異
常
な
事
態
に
対
処

し
う
べ
き
程
度
の
注
意
義
務
ま
で
課
し
た
も
の
で
は
な
い
。

團
本
件
の
グ
レ
ー
ト
デ
ソ
ニ
頭
は
い
ず
れ
も
レ
6
優
秀
犬
と
し
て
種
犬
に
選
定
さ
れ
（
2
第
一
号
証
の
一
、
二
）
特
に
リ
リ
ー
は
日
本
警
備
犬

協
会
の
訓
練
試
験
（
跨
癖
の
有
無
を
も
検
査
す
る
）
に
九
〇
点
の
優
秀
な
成
績
で
合
格
し
て
い
る
犬
で
あ
っ
て
、
全
く
、
出
癖
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
。
回
上
告
人
は
本
件
グ
レ
ー
ト
デ
ン
を
目
白
通
り
の
繁
華
街
に
連
れ
歩
く
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
た
が
、
全
く
事
故
が
な
か

っ
た
こ
と
。
　
（
上
告
人
の
本
入
訊
問
の
結
果
）
囚
水
橋
の
家
の
犬
だ
と
い
う
こ
と
を
他
人
が
知
っ
て
い
て
頭
を
撫
で
た
り
し
て
い
た
下
人

に
親
し
み
を
持
つ
犬
で
あ
る
こ
と
（
上
告
人
の
本
入
訊
問
の
結
果
）
国
子
供
と
遊
び
戯
れ
て
も
（
お
そ
ら
く
こ
の
時
に
キ
ャ
ッ
、
キ
ャ
ッ

と
い
う
甲
高
い
声
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
）
興
奮
な
ど
し
な
い
犬
で
あ
る
。
　
（
上
告
人
の
本
人
訊
問
σ
結
果
、

2
第
四
号
証
の
一
乃
至
三
）
。

㈲
以
上
の
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
グ
レ
ー
ト
デ
ン
ニ
頭
は
い
ず
れ
も
一
般
の
グ
レ
ー
ト
デ
ン
同
様
に
そ
の
性
質
が
温
順
で
あ
っ
て
他
人
に

も
親
し
み
、
特
別
な
挑
発
行
為
が
な
い
限
り
人
に
勝
．
付
く
こ
と
は
全
く
な
い
充
分
に
訓
練
さ
れ
た
犬
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
従
っ

て
上
告
人
は
本
件
犬
を
戸
外
に
連
出
す
に
当
っ
て
は
ω
一
般
に
グ
レ
ー
ト
デ
ン
の
飼
主
は
特
に
犬
係
を
付
け
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る

が
（
証
入
C
の
証
言
）
、
上
告
人
は
特
に
専
属
的
に
犬
係
と
し
て
A
を
雇
い
入
れ
、
右
A
は
獣
医
師
、
獣
医
少
尉
の
経
歴
が
あ
り
、
且
つ
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猟
犬
の
ワ
イ
マ
ー
ル
種
の
母
犬
三
頭
、
子
犬
十
二
頭
の
飼
育
管
理
に
従
事
し
た
経
験
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
同
人
は
原
判
決
判
示
の
と
お

り
「
身
長
五
尺
三
寸
、
体
重
十
三
貫
の
小
柄
な
男
で
あ
り
、
且
上
告
人
に
雇
わ
れ
て
か
ら
本
件
事
故
当
時
ま
で
半
月
の
経
過
」
で
あ
っ
て

も
右
の
よ
う
に
犬
の
飼
育
管
理
に
専
問
的
経
験
を
有
し
且
つ
獣
医
師
で
あ
る
か
ら
（
上
告
人
本
人
訊
問
の
結
果
及
証
人
A
の
証
吝
）
上
告

入
は
同
人
の
犬
に
対
す
る
特
殊
の
技
術
を
信
頼
し
て
犬
を
戸
外
に
連
出
し
て
い
た
こ
と
。
回
外
出
時
に
は
引
網
を
つ
け
て
い
た
こ
と
。
㈲

最
初
は
一
頭
宛
戸
外
に
連
出
し
、
A
が
馴
れ
て
か
ら
、
二
頭
の
犬
を
連
れ
出
し
た
こ
と
。
こ
の
二
頭
の
犬
を
連
れ
る
こ
と
は
一
般
の
飼
主

が
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
（
証
人
C
の
証
言
）
特
別
に
A
の
み
が
こ
れ
を
為
し
て
い
る
も
の
で
な
い
が
ら
之
を
以
て
A
に
過
失
あ

り
と
は
言
え
ぬ
。
以
上
の
如
く
、
上
告
入
は
、
本
件
犬
の
性
質
に
応
じ
て
一
般
の
飼
主
が
通
常
払
う
べ
き
程
度
以
上
の
注
意
を
以
て
戸
外

に
連
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
告
人
は
、
相
当
の
注
意
を
以
て
保
管
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
原
判
決
は
本
件
犬

の
性
質
と
全
く
相
異
る
性
癖
（
前
掲
判
示
に
よ
れ
ば
、
外
界
の
刺
戟
に
よ
り
容
易
に
昂
奮
す
る
性
癖
）
を
前
提
と
し
て
上
告
人
に
過
重
な

判
示
の
注
意
義
務
を
課
し
た
こ
と
は
、
法
律
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
の
も
の
で
あ
る
。

㈲
尤
も
本
件
リ
リ
ー
は
嘗
っ
て
学
童
に
挑
発
さ
れ
て
塀
を
乗
越
え
た
折
、
　
学
童
が
擦
過
傷
　
（
咬
傷
で
は
な
い
）
を
負
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
右
は
原
判
決
認
定
の
如
く
、
全
く
学
童
の
執
掬
な
挑
発
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
犬
は
い
ず
れ
も
単
な
る
甲
高
い
声
に
よ

っ
て
衝
撃
を
受
け
て
事
故
を
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
原
判
決
が
本
件
犬
が
甲
高
い
声
の
衝
撃
に
よ
っ
て
驚

け
ば
事
故
を
起
す
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
右
は
何
等
証
拠
の
裏
付
け
の
な
い
違
法
な
判
断
で
あ
る
。
よ
く

訓
練
さ
れ
た
性
質
温
順
な
本
件
犬
に
つ
い
て
も
飼
主
の
全
く
予
知
で
き
ぬ
他
人
の
不
当
な
挑
発
行
為
に
昂
奮
し
た
際
に
充
分
に
之
を
制
禦

し
得
る
よ
う
万
一
の
場
合
の
手
段
を
溝
ず
べ
し
と
な
す
は
、
民
法
第
七
一
八
条
第
一
項
但
書
の
趣
旨
を
看
過
し
、
不
当
に
重
い
注
意
義
務

を
動
物
の
占
有
者
に
課
す
も
の
で
あ
っ
て
違
法
で
あ
る
。
若
し
飼
主
に
斯
る
程
度
の
注
意
義
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
性
温
順
な
牛
馬
に
さ

え
之
を
戸
外
に
連
出
す
際
は
常
に
数
人
の
屈
強
な
男
を
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
が
如
き
藩
翰
の
実
生
活
に
全
く
そ
ぐ
わ
ぬ
甚
だ
不
都
合
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な
結
果
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
前
原
判
決
は
経
験
則
を
無
現
し
法
律
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

㈲
又
前
記
の
通
り
、
「
も
し
A
が
本
件
犬
を
一
頭
ず
つ
夜
間
或
は
早
朝
入
通
り
の
少
い
時
間
に
運
動
さ
せ
て
い
た
と
す
れ
ば
本
件
事
故
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
A
は
前
記
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
斎
わ
ぬ
ば
な

ら
な
い
」
と
の
原
判
決
は
全
く
見
当
違
い
の
判
断
で
あ
る
。
犬
を
連
れ
て
運
動
さ
せ
る
こ
と
は
別
段
夜
間
又
は
早
朝
人
通
り
の
少
い
時
間

を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
も
し
か
か
る
論
理
を
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
寧
ろ
犬
を
全
然
戸
外
に
て
運
動

さ
せ
な
け
れ
ば
本
事
件
故
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
に
等
し
い
論
法
と
な
る
。
本
件
当
事
者
間
は
か
か
る
点
を
論
争
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
。
昼
間
に
お
け
る
犬
の
戸
外
運
動
は
法
律
上
別
段
制
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
白
昼
本
件
二
頭
の
犬
を
連
れ
歩

い
た
こ
と
が
別
段
過
失
と
な
る
筈
は
な
い
。
か
か
る
昼
間
に
お
け
る
本
件
事
故
発
生
に
つ
い
て
上
告
人
は
旦
ハ
体
的
に
い
か
な
る
過
失
責
任

が
あ
る
か
ど
う
か
が
争
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
原
判
決
は
、
経
験
則
に
反
し
審
理
不
尽
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
の
全
く
主

張
し
な
い
事
実
に
と
ら
わ
れ
て
判
断
を
逸
脱
し
た
違
法
が
あ
る
。

（
他
の
上
告
理
由
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
）
。

　
　
〔
判
決
理
由
〕
　
原
判
決
が
所
論
ω
掲
示
の
と
お
り
判
示
し
た
こ
と
並
び
に
民
法
七
一
八
条
一
項
但
書
の
注
意
義
務
は
所
論
②
の
ご
と

く
通
常
払
う
べ
き
程
度
の
注
意
義
務
を
意
味
し
、
異
常
な
事
態
に
対
処
し
う
べ
き
程
度
の
注
意
義
務
ま
で
課
し
た
も
の
で
な
い
と
解
す
べ

き
こ
と
は
、
所
論
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
原
判
決
の
是
認
、
引
用
す
る
第
一
審
判
決
は
、
本
件
グ
レ
ー
ト
デ
ン
種
の
無
学
二
頭
は
比

較
的
性
質
が
温
順
で
、
よ
く
家
族
に
は
馴
れ
て
お
り
、
内
一
頭
の
リ
リ
ー
は
被
告
が
新
宿
区
下
落
合
に
居
住
し
て
い
た
頃
附
近
の
学
童
に

挑
発
さ
れ
塀
を
飛
び
越
え
て
追
掛
け
一
名
に
擦
過
傷
を
与
え
た
こ
と
、
一
般
に
犬
は
か
ん
高
い
声
を
き
ら
い
本
件
二
頭
の
犬
も
そ
の
例
外

で
は
な
い
こ
と
、
右
二
頭
の
犬
は
本
件
事
故
当
時
判
示
の
ご
と
く
大
き
く
か
っ
力
の
強
い
犬
で
あ
っ
た
こ
と
並
び
に
、
か
ん
高
い
声
の
衝

撃
に
よ
っ
て
驚
け
ば
事
故
を
起
す
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
推
認
さ
れ
こ
れ
に
反
す
る
証
拠
が
な
い
こ
と
（
所
論
個
の
回
な
い
し
目
の
事
実
は
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原
判
示
の
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
）
駆
お
よ
び
訴
外
A
は
判
示
の
ご
と
く
小
柄
な
男
で
、
被
告
に
雇
わ
れ
て
か
ら
本
件
事
故
当
日

ま
で
僅
か
半
月
を
経
過
し
た
ば
か
り
で
、
本
件
二
頭
の
犬
を
取
り
扱
っ
た
期
間
も
短
く
、
ま
だ
右
犬
の
操
作
制
禦
方
法
を
会
得
し
て
い
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
二
頭
の
犬
を
一
緒
に
判
示
公
道
を
運
動
さ
せ
た
た
め
右
犬
が
原
告
X
－
に
跳
び
つ
い
た
際
そ
の
力
に
負
け

て
こ
れ
を
制
禦
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
等
の
事
実
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
定
は
挙
示
の
証
拠
関
係
に
照
ら
し
こ
れ

を
肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ば
、
原
判
決
の
所
論
判
示
は
、
通
常
の
注
意
義
務
を
認
め
た
正
当
な
判
示
で
あ
っ
て
、
所
論
の
違
法

は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
裁
判
官
全
員
一
致
で
棄
却
（
斉
藤
悠
軸
、
入
江
俊
郎
、
下
飯
坂
潤
夫
、
高
木
常
七
）

　
〔
参
照
条
文
〕
　
民
法
第
七
一
八
条
第
二
項

　
〔
批
　
評
〕
　
本
判
決
の
結
論
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
か
る
結
論
を
導
く
前
提
と
し
て
採
用
し
て
い
る
民
法
七
一

八
条
と
占
有
機
関
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
疑
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
先
例
も
少
な
く
、
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
畜
犬
を

め
ぐ
る
占
有
機
関
の
過
失
に
基
づ
く
民
法
七
一
八
条
一
項
の
占
有
者
の
動
物
責
任
を
認
め
た
点
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
判
決
で
あ
る
。
そ
し

て
本
判
決
の
問
題
点
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
二
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
点
は
、
占
有
機
関
な
い

し
補
助
者
は
民
法
七
一
八
条
二
項
の
動
物
保
管
者
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
お
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
第
二
点
は
、
そ
の
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
占
有
機
関
な
い
し
補
助
者
の
過
失
が
、
そ
の
ま
ま
民
法
七
一
八
条
一
項
の
動
物
占
有
者
の
過
失
に
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
場
合
を
わ
け
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
ま
ず
、
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
本
判
決
に
お
い
て
訴
外
A
が
占
有
機
関
に
当
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
原
審
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
当
時
、
訴
外
A
は
、
雇
主
た
る
被
告
Y
を
補
助
し
、
そ
の
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機
関
と
し
て
本
件
犬
二
頭
を
占
有
し
て
い
た
ζ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
社
会
観
尊
上
、
独
立
し
て
畜
犬
を
事
実
的
支
配
し
て
い
た
と
は
見

ら
れ
ず
、
3
よ
り
、
学
説
の
い
う
独
立
の
所
持
を
有
し
な
い
占
描
で
占
有
代
理
入
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
翫
ゴ
雑
訪
講

望
蜥
糎
概
童
言
受
難
強
議
礒
鄭
蓬
）
。
こ
の
粗
描
は
、
判
例
も
早
く
か
ら
認
め
て
い
る
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
判
例
に
よ

れ
ば
、
　
「
事
実
上
物
ヲ
所
持
シ
之
ヲ
使
用
ス
ル
者
自
首
ズ
シ
モ
物
ノ
占
有
者
ニ
ア
ラ
ズ
若
シ
モ
其
者
ニ
シ
テ
社
会
観
念
上
他
人
ノ
機
械
ト

シ
テ
其
占
有
ヲ
補
助
ス
ル
が
為
メ
物
ヲ
所
持
シ
之
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
其
者
ハ
占
有
者
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
占
有
ノ
補
助

罪
過
ギ
ズ
」
と
し
て
い
る
（
齢
献
講
麗
朋
苗
眠
肇
解
離
囎
課
諮
賜
蜘
南
談
≠
日
。
搬
遜
細
子
器
胱
顛
薩

緬
羊
駐
κ
望
編
翻
）
。
そ
こ
で
、
訴
外
A
が
占
有
機
関
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
問
讐
な
る
点
は
、
本
判
決
が
、
占
有

機
関
は
民
法
七
一
八
条
二
項
に
い
う
「
占
有
者
二
代
ハ
リ
テ
動
物
ヲ
保
管
ス
ル
」
つ
ま
り
動
物
保
管
者
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
こ

ど
で
あ
る
β
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
本
判
決
が
最
初
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
先
例
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
初
、
判

例
・
は
、
父
所
有
の
農
馬
を
長
男
が
父
の
農
作
物
の
収
獲
に
つ
い
て
使
用
中
そ
の
馬
が
第
三
者
に
被
害
を
与
え
た
事
件
で
は
、
長
男
は
占
有

補
助
者
に
す
ぎ
ず
、
長
男
を
占
有
補
助
者
と
す
る
父
が
民
法
七
一
八
条
一
項
の
動
物
占
有
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
も
の
と
し
な
が
ら
Y

そ
の
傍
論
で
は
「
同
条
第
一
項
ノ
責
任
ハ
被
害
者
二
対
シ
テ
ハ
同
条
第
二
項
ノ
責
任
ト
重
畳
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
動
物
ノ
占
有
者
二
対
シ
テ

賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ト
将
夕
占
有
者
二
代
リ
テ
動
物
ヲ
保
管
ス
ル
者
二
対
シ
テ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ト
ハ
＝
一
被
害
者
ノ
選
択
ニ
ア
ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
周
条
第
二
項
ノ
責
任
ア
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
同
条
第
一
項
二
依
ル
請
求
ヲ
拒
ム
コ
ト
得
天
キ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
、
か
な
噸
不
明
確
な
立

場
を
示
し
た
（
大
判
大
正
四
年
五
月
一
日
民
録
二
一
輯
六
三
〇
頁
。
な
お
、
台
当
院
判
昭
和
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
新
聞
四
七
一
六
号
二
九
頁
の
判
決
に
も
同
様
の
不
明
確
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
）
。
し
か
し
、
そ
の
次
の
運
送
会
社
の
被
用

者
が
荷
馬
車
を
ひ
い
て
い
る
途
中
そ
の
馬
が
第
三
者
に
被
害
を
与
え
た
事
件
で
は
、
被
用
者
は
占
有
機
関
で
あ
り
、
民
法
七
一
八
条
一
項

の
占
有
者
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
条
二
項
の
「
占
有
者
二
代
リ
テ
動
物
ヲ
保
管
ス
ル
」
者
で
も
あ
り
得
ず
、
そ
の
責
任
は
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運
送
会
社
が
同
条
項
の
、
監
訳
と
し
て
荏
を
負
う
べ
き
こ
と
を
嬰
b
か
午
、
た
（
大
判
大
正
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
民
謡
二
七
輯
二
一
六
九
頁
）
．
し
た
が
っ
て
、
本

判
決
は
、
こ
の
大
正
一
〇
年
の
大
審
院
判
決
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
対
し
て
学
説
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
ば
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
か
な
り
大
き
く

分
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
の
よ
う
な
立
場
を
、
そ
の
ま
ま
肯
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
（
唱
導
禰
媒
饗
藷
讐
訴
脳
囎

難
忌
寸
驕
黄
熱
譜
早
漏
偽
強
陣
鐘
諜
斐
瓢
順
、
）
、
判
例
と
は
逆
に
占
有
機
関
も
民
法
七
天
条
二
項
の
保
管
者
に

含
ま
れ
る
と
な
す
立
場
と
が
そ
れ
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
末
弘
・
債
権
各
論
一
〇
九
七
頁
、
鳩
山
・
日
本
債
権
法
各
論
下
巻
九
三
二
頁
、
宗
宮
・
不
法
行
為
論
二
七
四
頁
な
ど
）
。
そ
し
て
、
蔑
的
傾
向
と
し
て

は
、
後
者
の
立
場
か
ら
前
者
の
立
場
へ
と
い
う
の
が
そ
の
大
勢
と
い
え
よ
う
。
思
う
に
、
占
有
機
関
が
民
法
七
一
八
条
二
項
に
い
う
保
管

者
に
含
ま
れ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
学
説
が
分
れ
る
の
は
、
民
法
が
同
条
一
項
に
お
い
て
占
有
者
の
責
任
を
規
定
す
る
の

ほ
か
に
、
さ
ら
に
同
条
二
項
に
お
い
て
保
管
者
の
責
任
を
規
定
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
一
項
の

占
有
者
を
物
要
上
の
占
有
磐
と
同
意
善
解
し
（
た
と
え
ば
、
鳩
山
・
前
掲
書
九
三
二
頁
、
宗
宮
b
前
掲
書
二
七
四
頁
、
磯
谷
・
債
権
法
各
論
八
八
七
頁
な
ど
）
、
ま
た
、
、
同
条
二
項
の
存
在
意

義
を
よ
り
重
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
条
二
項
に
占
有
機
関
も
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
当
然
の
帰
結
と
も
い
い
う
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
被
害
者
の
保
護
を
よ
り
い
っ
そ
う
厚
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
判
例
の
よ
う
な
立
場
は
非
難
を
免
れ
な
い
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
二

項
に
占
有
機
関
が
含
ま
れ
る
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
に
わ
か
に
賛
成
し
が
た
い
難
点
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
条

二
項
に
占
有
機
関
が
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
の
実
質
的
意
味
を
考
え
た
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
同
条
二
項
に
占
有
機
関
が
含

ま
れ
る
と
す
る
と
、
た
ん
に
本
人
の
事
実
的
支
配
の
道
具
な
い
し
機
関
に
し
か
過
ぎ
な
い
、
つ
ま
り
独
立
性
の
な
い
占
有
機
関
も
、
一
種

の
農
責
任
と
も
い
い
う
る
、
い
わ
ゆ
る
中
間
荏
と
し
て
の
動
物
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
（
瀦
磧
違
陛
卿
麹
藷
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鵬
彊
艦
額
ゴ
雪
景
墨
書
摩
墾
q
駿
儲
謙
）
。
し
か
し
、
は
た
し
ズ
独
立
性
の
な
い
占
有
機
関
に
、
こ
の
よ
う
旧
い

責
任
を
負
わ
す
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
公
平
で
あ
り
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
の

こ
と
は
、
た
と
え
ば
民
法
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
を
め
ぐ
る
被
用
者
の
責
任
と
比
較
す
れ
ば
、
あ
ま
り
多
く
の
説
明
を
要
し
な
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
②
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
実
質
論
を
重
視
す
れ
ば
、
　
多
少
の
疑
問
は
残
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
　
民
法
七
一
八
条
二
項
に

は
占
有
機
関
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
至
当
と
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
　
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
同
条
二
項
は
、
占

有
代
理
人
が
同
条
一
項
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
を
立
法
者
が
よ
り
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る

（同

|
、
我
妻
・
前
掲
書
一
九
〇
頁
、
加
藤
・
前
掲
書
二
〇
四
コ
口
、
し
た
が
．
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
占
だ
つ
い
て
の
本
判
決
の
立
場
も
、
9
り
お
う
・
疋

認
し
う
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
本
判
決
を
め
ぐ
る
第
二
の
問
題
点
は
、
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
右
に
検
討
し
た
、
占
有
機
関
が
民
法
七
一
八
条
二
項
に
含
ま

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
判
決
が
、
占
有
機
関
の
過
失
は
、
そ
の
ま
ま
同
条
一
項
の
動
物
占
有
者
の
過
失
に
な
る
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
原
審
判
決
を
肯
定
す
る
に
あ
た
り
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
　
「
畜
犬
の
占
有
機
関

が
そ
の
操
作
制
禦
方
法
を
十
分
会
得
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
道
上
を
、
二
頭
一
緒
に
運
動
さ
せ
、
畜
犬
が
被
害
者
に
跳

び
つ
い
た
際
そ
の
力
に
負
け
て
制
禦
で
き
な
か
っ
た
な
ど
原
判
示
の
よ
う
な
事
情
（
原
判
決
引
用
の
第
一
審
判
決
理
由
参
照
）
が
あ
る
と

き
は
、
飼
主
に
畜
犬
保
管
上
の
過
失
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
く
翻
麟
決
）
。
し
か
し
、
占
有
機
関
の
過
失
が
、
そ
の
ま

ま
同
条
一
項
の
動
物
占
有
者
の
過
失
に
な
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
決
判
が
判
示
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
こ
と
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
か
な
り
検
討
を
要
す
る
事
柄
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
も
し
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
事
柄
で
あ
る
と
す
れ
ば
同
条
一

項
の
但
書
に
い
う
「
動
物
ノ
種
類
及
ヒ
性
質
二
従
ヒ
相
当
ノ
注
意
ヲ
以
テ
其
保
管
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
と
さ
れ
る
動
物

占
有
者
の
免
責
規
定
は
、
少
な
く
と
も
占
有
機
関
の
介
在
す
る
、
つ
ま
り
本
件
事
案
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
か
な
り
無
意
味
な
規
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定
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ひ
た
し
か
に
占
有
機
関
と
い
う
も
の
の
意
味
、
．
そ
し
て
浬
さ
ら
に
ば
動
物
責
任

の
厳
格
性
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
判
決
の
よ
う
な
立
場
も
、
十
分
、
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
封
決
の
よ
う

な
傾
向
は
、
前
述
の
歪
四
年
の
大
判
饒
決
（
大
判
大
正
四
年
五
月
一
日
民
録
二
一
輯
よ
二
三
〇
頁
）
や
、
同
δ
年
の
大
護
判
決
（
麟
警
莇
誕
福
㌍
五
）
に

も
、
あ
る
程
度
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
条
一
項
の
但
書
を
、
か
な
り
制
限
的
に
解
す
る
こ
と
は
理
由
の
あ

る
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
条
一
項
の
但
書
を
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
ら
し
め
る
ほ
ど
の
制
限
が
許
さ
れ

て
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
様
々
な
事
例
を
仮
定
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
占
有
者
の
免
責
の
可
能
性
は
残
し
て
お
く
の
が
公
平

と
い
う
べ
き
だ
塑
り
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
我
妻
・
有
泉
。
四
宮
・
前
掲
書
二
九
一
頁
や
、
我
妻
・
有
泉
・
債
権
法
コ
y
メ
ソ
タ
ー
ル
）
五
八
二
頁
は
、
立
論
は
異
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
を
認
ぬ
る
）
。
同
様
の
関
係
は
、
履
行
補

助
者
の
過
失
に
よ
る
債
響
の
雪
面
磐
責
任
を
め
ぐ
。
て
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
（
驚
纒
響
麺
重
量
蟹
菱
楚

駅
器
量
翻
敵
塁
酪
馨
患
畜
冊
頁
）
，
し
か
し
、
そ
こ
で
も
履
行
補
助
者
の
過
失
が
、
そ
の
ま
ま
霧
者
の
過
失
に
な
る
と

す
る
判
例
理
論
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
は
、
倉
、
な
お
学
説
に
お
い
て
争
い
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
轡
型
臨
惣
鶉

灘
鵡
灘
鶉
墜
．
誌
講
書
聴
講
繕
軸
装
鑑
頃
パ
碧
羅
陥
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
覧
て
く
る
と
、
民
法

七
一
八
条
一
項
の
動
物
占
有
者
の
免
責
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
当
然
に
占
有
機
関
の
過
失
が
そ
の
ま
ま
右
占
有
者
の

過
失
に
な
る
と
す
る
本
判
決
の
立
場
は
、
か
な
り
反
省
を
要
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
判
決
の
結
論
に

は
変
わ
り
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
原
審
の
認
定
す
る
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
本
事
案
に
お
い
て
は
、
畜
犬
占
有
者
の
免

責
の
余
地
は
殆
ん
ど
な
い
も
の
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
（
編
離
㌫
撮
墨
客
要
撃
蹴
巖
繁
論
馨
齢
鰯
雛
藤

砧
）
。
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