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交
通
事
故
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公
の
営
造
物
責
任

徳

本

鎮

一
、
問
題
の
所
在

二
、
判
決
の
傾
向
・
特
徴

三
、
轟
父
通
営
造
物
の
燗
取
疵

四
、
む
　
す
　
び

一、

竅
@
題
　
の
　
所
　
在

　
　
一
　
昭
和
四
〇
年
度
の
交
通
事
故
は
遂
に
五
六
万
七
、
○
○
○
件
と
こ
れ
ま
で
の
最
高
を
記
録
し
、
死
者
一
万
二
、
四
八
四
人
、
負
傷
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
四
二
万
六
、
○
○
○
人
に
達
し
た
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
り
、
ま
さ
に
交
通
戦
争
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
交

　
　
通
事
故
．
わ
け
て
も
自
動
車
事
故
の
防
止
は
今
日
の
重
要
な
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
文
字
通
り
国
民
の
宿
願
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

　
　
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
今
度
の
総
選
挙
に
あ
た
り
、
各
政
党
が
、
こ
ぞ
っ
て
自
動
車
事
故
防
止
対
策
を
重
要
政
策
と
し
て
取
り
上
げ
た
も

説　
　
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
動
車
事
故
防
止
が
今
日
の
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ

論　
　
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
対
策
を
め
ぐ
っ
て
、
従
来
、
や
や
も
す
れ
ば
不
良
運
転
者
の
規
制
、
教
育
と
い
う
点
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の
み
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
咋
愈
は
、
そ
れ
と
並
ん
で
交
通
安
全
の
た
め
の
酔
言
備
と
い
・
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
て
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
交
通
安
全
の
た
め
の
環
境
整
備
の
う
ち
、
特
に
重
要
で
あ
り
、
か
つ
効
の

果
讐
の
は
、
道
路
、
お
よ
び
交
通
蕉
設
（
藤
聡
按
除
磯
、
弄
る
矯
の
麓
有
償
継
縷
欝
鴇
が
綱

影
誹
鍾
の
鷺
だ
と
い
わ
れ
る
．
こ
の
占
だ
つ
い
て
、
警
察
庁
の
調
査
墾
．
は
、
旧
瓢
署
で
交
通
案
施
設
の
整
備
さ
れ
た
⑬

モ
デ
ル
地
区
を
選
び
・
施
設
を
設
置
し
た
・
以
前
の
六
ケ
月
間
と
、
以
後
の
六
ケ
月
間
の
交
通
事
故
発
生
状
況
を
比
較
す
る
と
、
．
設
置
後
お

の
事
故
減
少
率
は
・
安
全
施
設
の
種
類
に
よ
っ
て
異
る
が
、
平
均
し
て
三
〇
％
前
後
で
あ
り
、
特
に
成
積
の
よ
か
っ
た
区
聞
で
は
七
〇
％

に
達
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
審
・
た
と
え
ば
・
歩
道
や
横
断
歩
道
橋
や
横
断
地
下
歩
道
を
設
け
、
あ
る
い
は
道
肇
に
中
央
分
離

帯
を
設
け
る
な
ど
し
て
・
入
と
自
動
璽
自
動
車
と
自
動
車
の
接
触
を
物
理
的
に
不
可
能
に
す
る
場
A
．
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
効
果

的
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
・
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
政
府
も
よ
う
や
く
交
通
安
全
施
設
等
整
備
釜
一
ハ
三
ケ
年
計
画
の
実
施
を

意
図
す
る
に
い
た
ぞ
い
爺
）
が
・
遅
き
に
失
し
て
い
る
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
う
つ
．
、

　
二
　
そ
こ
で
・
今
後
・
自
動
車
事
故
防
止
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
重
要
な
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
道
路
、
お
よ
び
交
通
安
全
施

設
の
改
善
・
整
備
に
つ
い
て
の
強
力
な
オ
∬
政
的
措
置
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
墜
、
れ
と
し
て
、
日
々
発
生
す
る
自
動

車
事
故
が
右
の
よ
う
な
措
置
を
待
っ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
別
個
の
事
柄
が
聞
題
と
な
っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
・
周
囲
の
状
況
か
ら
し
て
当
然
存
在
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
ば
歩
道
と
か
交
通
信
号
機
な
ど
の
交

通
安
全
施
設
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
歩
行
者
が
自
動
車
事
故
に
で
あ
っ
た
と
す
る
、
．
こ
の
場
合
、
歩
行
者
は
、
た
だ
自
動

車
運
警
な
い
し
運
行
供
碧
に
対
し
て
だ
け
損
害
賠
馨
荏
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
か
（
三
七
〇
九
条
、
自
賠
法
三
条
）
、
・
ゲ
、
れ
と
・
b
、

歩
道
と
か
交
通
信
号
機
な
ど
の
交
通
安
全
施
設
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
さ
ら
に
園
家
賠
償
法
の
、
そ
し
て
特
に
同
法
二
条
に
い

う
「
公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
暇
疵
」
が
あ
る
場
含
と
み
て
、
調
も
し
く
は
地
方
公
共
団
休
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
を
追
求
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し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
（
国
賠
法
四
条
、
民
七
一
九
コ
口
。
同
じ
こ
と
は
、
歩
薯
の
事
故
で
は
な
く
運
転
者
だ
け
の
事
故
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

も
い
い
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
種
の
間
題
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
路
面
上
に
穴
が
あ
い
て
い
た
と
か
、
同
じ
く
路
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

上
に
工
事
用
資
材
が
放
置
さ
れ
て
い
た
と
か
い
う
よ
う
に
、
つ
ま
り
路
面
と
い
う
現
実
に
存
在
す
る
営
造
物
の
原
始
的
も
し
く
は
後
発
的

不
完
全
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
が
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
も

す
で
に
こ
れ
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
交
通
完
全
施
設
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
同
法

二
条
の
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
も
な
く
、
ま
た
学
説
に
お
い
て
も
、
従
来
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
の
と
で
、
最
近
時
、
い
ず
れ
も
下
級
審
判
決
で
は
あ
る

が
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
、
し
か
も
問
題
を
肯
定
的
に
解
そ
う
と
す
る
二
つ
の
判
決
が
あ
い
つ
い
で
出
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
落
石
防
護
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

の
存
在
し
な
い
こ
と
が
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め
る
と
す
る
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
車
両
用
信
号
機
を
も

っ
て
横
断
歩
道
用
信
号
機
を
兼
ね
さ
ぜ
た
こ
と
、
つ
ま
り
横
断
歩
道
用
信
号
機
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

る
と
す
る
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
判
決
を
取
り
上
げ
、
そ
の
検
討
を

試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
と
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
の
成
否
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

（一

j
建
設
省
編
・
建
設
白
書
（
昭
和
四
一
年
版
）
三
五
頁
参
照
。

（
二
）
道
路
お
よ
び
公
通
安
全
施
設
の
整
備
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
清
水
馨
八
郎
「
交
通
事
故
か
ら
み
た
都
市
問
題
」
　
（
都
市
間
題
講
座
四
と
…
二

　
〇
頁
以
下
、
建
設
省
編
・
前
掲
書
三
七
頁
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
八
日
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
警
察
庁
報
告
書
「
交
通
安
全

　
上
の
問
題
点
」
　
（
朝
日
新
聞
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
八
日
掲
載
）
各
参
照
。
ま
た
警
察
庁
の
実
体
報
告
に
つ
い
て
は
日
本
経
済
新
聞
昭
和
四
｛
年

　
四
月
二
日
掲
載
を
参
照
。

（
三
）
、
歩
行
者
保
護
施
設
轄
備
事
業
三
ケ
年
計
画
実
施
に
つ
い
て
の
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日
付
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
建
設
省
通
達
参
照
。

（
四
）
最
判
昭
和
四
〇
年
四
月
一
六
日
判
例
時
報
四
〇
五
号
一
六
二
五
一
頁
、
お
よ
び
本
判
決
の
下
級
審
判
決
（
仙
台
地
判
昭
和
三
五
年
九
月
七
日
下
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論説

　
級
煮
魚
二
巻
九
号
一
八
三
七
頁
）
を
検
討
し
た
加
藤
一
郎
「
道
路
の
管
理
の
蝦
疵
に
よ
る
責
任
」
（
不
法
行
為
法
の
研
究
所
収
）
四
三
頁
、
お

　
よ
び
本
判
決
を
検
討
し
た
谷
五
佐
夫
「
公
の
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
暇
疵
」
　
（
判
例
不
法
行
為
法
所
収
）
二
七
七
頁
各
参
照
。

（
五
）
最
判
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
、
お
よ
び
乾
昭
三
「
同
判
例
研
究
」
民
商
四
八
巻
六
号
八
八
一
頁
参
照
。

（
六
）
自
然
河
川
の
提
防
の
不
存
在
を
問
題
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
加
藤
一
郎
「
水
害
と
国
家
賠
償
法
」
法
律
時
報
二
五
巻
九
号
一
二
頁
以
下
が

　
あ
る
。

（
七
）
高
知
地
判
昭
和
三
九
年
一
二
月
三
日
下
級
取
集
一
五
巻
二
二
号
二
八
六
五
頁
。

（
八
）
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
八
月
九
日
判
例
時
報
四
五
五
号
二
七
頁
．
、
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二
　
判
決
の
傾
向
・
特
徴

　
一
　
判
決
日
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
取
り
上
げ
る
と
、
こ
の
判
決
の
事
実
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　
四
国
運
輸
建
設
株
式
会
社
の
ト
ラ
ッ
ク
助
手
で
あ
っ
た
A
は
、
社
用
で
同
僚
B
の
運
転
す
る
同
会
社
の
貨
物
自
動
車
に
同
乗
し
、
高
知

市
か
ら
中
村
市
に
向
う
途
中
、
須
崎
市
安
和
長
佐
古
ト
ン
ネ
ル
東
方
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
道
路
の
上
方
か
ら
の
落
石
に
よ
っ
て
即
死
し

た
・
こ
の
道
路
は
一
級
国
道
で
国
の
営
造
物
で
あ
り
、
高
知
県
知
事
が
管
理
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
道
路
は
、
一
口
同
さ
約
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
急
傾
斜
の
山
岳
が
そ
の
ま
ま
海
中
に
没
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
中
腹
を
切
り
取
っ
て
道
路
を
設
置
し
た
も
の
で
あ

り
・
道
路
の
山
側
は
、
あ
た
か
も
屏
風
を
立
て
た
よ
う
な
切
り
立
っ
た
崖
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
地
質
は
中
世
代
の
白
亜
紀
に
属
す
る

須
崎
層
と
呼
ば
れ
る
泥
岩
と
砂
岩
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
崩
壊
寸
前
の
岩
石
を
は
ら
ん
で
い
る
た
め
、
従
来
か
ら
落
石
の
絶
え
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
事
故
に
対
し
・
A
の
両
親
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
、
お
よ
び
三
条
に
よ
っ
て
国
お
よ
び
高
知
県
に
営
造
物
の
管
理

の
蝦
疵
資
任
が
あ
る
と
し
て
、
園
、
高
知
県
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
五
〇
、
○
○
○
円
の
損
害
金
を
賠
償
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
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て
、
被
告
等
は
、
道
路
本
体
と
し
て
の
路
面
に
は
な
ん
ら
蝦
疵
が
な
か
っ
た
こ
と
、
上
方
高
度
か
ら
の
落
石
に
つ
い
て
ま
で
は
道
路
管
理

責
任
は
及
ば
な
い
こ
と
、
か
り
に
管
理
責
任
が
あ
る
と
し
て
も
落
石
等
を
防
ぐ
防
護
覆
を
設
け
る
こ
と
は
巨
費
を
必
要
と
し
、
国
、
公
共

団
体
の
人
力
・
財
力
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
落
石
は
お
り
か
ら
の
台
風
が
原
因
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
主
張
し

て
争
っ
た
。

　
右
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
、
高
知
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
原
告
の
請
求
を
全
面
的
に
認
め
た
。

　
す
な
わ
ち
、
A
の
死
亡
は
本
件
道
路
に
接
続
す
る
急
斜
面
の
狭
間
の
東
側
面
垂
直
上
方
六
五
メ
ー
ト
ル
の
箇
所
が
、
東
西
の
長
さ
約
一

〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
路
面
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
崩
壊
し
た
た
め
、
直
径
約
一
メ
ー
ト
ル
の
岩
石
が
運
転
台
助
手
席
に
落
下
し
て
、
被
害

者
を
直
撃
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
右
落
石
は
、
本
件
崩
壊
現
場
附
近
が
砂
岩
と
藻
岩
の
互
層
帯
で
、
風
化
し
易
い
真
岩
の
長
年
月
に
わ

た
る
自
然
風
化
の
た
め
、
数
日
来
の
降
雨
が
誘
因
と
な
っ
て
崩
壊
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
本
件
崩
壊
現
場
の
下
方

の
道
路
ぎ
わ
に
は
、
長
さ
九
・
八
メ
ー
ト
ル
高
さ
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ガ
ー
ド
レ
…
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
崩
れ
落
ち
、
　
鉄
筋
が
曲
っ
て
露
出
し
、
　
ひ
ど
い
部
分
は
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
部
分
の
断
崖
下
及
び
附
近
一
帯
の
海
岸
に
は
岩
石
が
累
々
と
散
在
し
て
い
る
こ
と
、
本
件
崩
壊
現
場
を
事
前
に
調
査
す
れ
ば
、

崩
壊
落
石
の
危
険
を
探
知
し
得
た
こ
と
、
高
知
県
須
崎
土
木
出
張
所
は
、
本
件
落
石
事
故
防
止
対
策
と
し
て
被
告
等
の
主
張
す
る
よ
う
に
修

路
工
事
人
等
を
し
て
見
廻
り
等
を
さ
せ
た
ほ
か
、
特
に
右
の
よ
う
な
調
査
を
せ
ず
、
本
件
事
故
現
場
附
近
よ
り
藩
論
キ
ロ
十
二
ト
ル
手
前
に

「
落
石
注
意
」
の
白
木
の
標
示
札
を
設
置
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
須
崎
土
木
出
張
所
は
、
本
件
事
故
発
生
後
直
ち
に
崩
壊
現
場
を
調
査

し
た
が
、
　
ま
だ
二
立
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
崩
壊
寸
前
の
岩
石
が
あ
り
、
　
そ
の
他
に
も
崩
れ
落
ち
た
砂
岩
が
つ
も
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る

の
で
、
落
石
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
下
方
の
道
路
に
鉄
材
に
よ
る
防
護
覆
を
設
置
す
べ
く
計
画
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
落
石
の
危
険
の
あ
る

部
分
を
入
口
的
に
落
下
さ
せ
て
危
険
度
を
少
な
く
し
た
の
で
、
予
算
が
不
十
分
で
あ
り
、
本
件
道
路
中
他
に
も
っ
と
危
険
な
箇
所
が
あ
る
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論　説

こ
と
な
ど
の
た
め
、
い
ま
だ
実
現
し
な
い
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
は
、
　
「
本
件
道
路
は
通
常
備

え
る
べ
き
安
全
性
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
原
告
等
の
前
記
主
張
の
通
り
、
本
件
道
路
の
管
理
に
は
理
疵
が
あ
っ
た
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
被
告
等
が
主
張
す
る
よ
う
に
本
件
崩
壊
現
場
の
事
前
調
査
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
防
護
覆
を
設
け
る
に
は
莫
大

な
費
用
を
要
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
右
の
暇
疵
が
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
一
般
に
許
容
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
A
は
、
渋
谷
方
面
か
ら
川
崎
方
面
に
い
た
る
二
級
国
道
上
の
東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
町
附
近
の
交
差
点
に
設
け
ら
れ
た
横
断
歩
道
を
通

行
中
、
右
横
断
歩
道
の
東
端
附
近
で
交
差
し
て
い
る
東
急
電
鉄
軌
道
上
を
南
方
か
ら
進
行
し
て
き
た
同
電
鉄
電
車
の
左
側
前
方
部
に
後
背

部
を
接
触
さ
れ
て
転
倒
し
、
急
性
硬
膜
上
血
腫
傷
害
を
受
け
た
。
A
は
雨
の
中
を
歩
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
信
号
機
、
お
よ
び
そ
の

赤
色
信
号
に
気
づ
か
ず
、
ま
た
、
そ
の
時
警
察
官
が
交
通
整
理
を
し
て
お
り
、
事
故
を
制
止
す
べ
く
警
笛
を
吹
鳴
し
た
が
そ
れ
に
も
気
づ

か
ず
、
さ
ら
に
電
車
の
導
音
器
に
よ
る
警
笛
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
。
　
本
件
二
級
国
道
は
東
京
都
知
事
の
管
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
ま

た
、
本
件
交
差
点
の
横
断
歩
道
お
よ
び
交
通
信
号
機
は
東
京
都
知
事
の
機
関
で
あ
る
公
安
委
員
会
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
、

A
お
よ
び
そ
の
妻
、
長
男
は
、
本
件
事
件
の
原
因
が
、
も
と
も
と
横
断
歩
道
を
軌
道
と
交
差
す
る
よ
う
に
設
置
し
た
こ
と
、
横
断
歩
行
者

絹
の
信
号
機
を
別
個
に
設
置
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
電
車
用
信
号
機
で
兼
用
し
て
お
り
誤
認
す
る
危
険
が
申
・
o
る
こ
と
、
お
よ
び

路
面
の
状
況
が
悪
る
く
歩
行
者
の
注
意
が
奪
わ
れ
る
こ
と
の
三
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
原
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
横
断
歩
道
、
信

号
機
、
お
よ
び
道
路
に
つ
き
、
設
置
。
管
理
の
蝦
疵
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
東
急
電
鉄
に
対
し
て
は
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物

責
任
を
求
め
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
東
京
都
に
対
し
て
国
家
賠
償
法
二
条
に
よ
り
、
A
に
つ
い
て
は
三
、
八
六
八
、
三
七
九
円
、
妻
に
つ

い
て
は
五
〇
〇
、
○
0
0
円
、
長
男
に
つ
い
て
は
二
五
〇
、
○
○
○
円
の
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
．
、
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
横
断
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歩
道
、
信
号
機
、
お
よ
び
道
路
の
設
置
．
管
理
に
は
暇
々
が
な
か
っ
た
こ
と
、
A
の
事
故
は
A
の
過
失
と
電
車
運
転
手
の
過
失
に
よ
っ
て

生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
か
り
に
、
信
号
機
の
設
置
に
蝦
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
警
察
官
の
交
通
整
理
に
よ
り
、
そ
の
蝦
疵
は
治
癒
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
か
り
に
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
A
の
過
失
が
損
害
額
算
定
に
お
い
て
銀
面
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
同
様
に
、
か
り

に
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
A
と
東
急
電
鉄
と
の
裁
判
上
の
和
解
の
効
果
は
共
同
不
法
行
為
者
の
立
場
に
あ
る
被
告
の
賠
償
債
務

に
も
効
力
を
も
つ
こ
と
、
な
ど
を
主
張
し
て
争
っ
た
。

　
右
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
横
断
歩
道
設
置
の
墨
刺
、
お
よ
び
道
路
の
管
理
の
理
疵
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否

定
し
た
が
、
信
号
機
の
設
置
の
暇
疵
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
こ
れ
を
肯
定
し
東
京
都
に
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を

認
め
た
。
た
だ
し
、
損
害
金
額
に
つ
い
て
は
、
過
失
相
殺
、
証
明
不
十
分
、
そ
の
他
の
理
由
な
ど
に
よ
っ
て
請
求
額
を
滅
麗
し
、
ま
た
長

男
の
慰
籍
料
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
歩
行
者
用
信
号
機
は
、
本
来
、
歩
行
者
が
容
易
に
そ
の
所
在
を
認
識
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
設
置
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
、
本
件
交
差
点
は
通
常
の
交
差
点
と
異
な
り
、
き
わ
め
て
特
殊
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
、
「
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
交
差
点

に
お
け
る
横
断
歩
道
に
よ
る
横
断
を
規
制
す
る
た
め
の
信
号
機
は
、
横
断
歩
道
西
端
に
立
っ
た
歩
行
者
が
特
に
斜
め
右
方
を
注
意
し
て
み

れ
ば
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
位
置
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ
り
容
易
に
即
ち
右
歩
行
者
が
前
方
を
見
れ
ば
当
然
に
歩
行
者

の
眼
に
映
ず
る
よ
う
な
位
置
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
横
断
歩
道
西
端
か
ら
黄
昏
〇
米
離
れ
て
、
横
断
歩
道
に
正

対
し
て
右
約
三
七
度
な
い
し
五
五
度
の
角
度
に
あ
り
、
歩
行
者
が
横
断
歩
道
に
入
っ
て
前
進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
右
の
角
度
が
広
く
な
る
本

件
信
号
機
の
位
置
は
、
本
件
横
断
歩
道
に
よ
り
本
件
道
路
を
横
断
し
よ
う
と
す
る
歩
行
者
に
と
っ
て
容
易
に
本
件
横
断
歩
道
に
よ
る
横
断

を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
映
ず
る
の
に
適
切
な
位
置
と
は
い
え
ず
、
本
来
そ
の
位
置
は
よ
り
歩
道
端
に
近
接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
前
示
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
て
車
両
の
進
行
を
規
制
す
る
信
号
機
を
も
っ
て
、
本
件
横
断
歩
道
規
制
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（
＝
）

　
　
の
た
め
の
信
号
機
を
兼
ね
さ
せ
た
こ
と
に
は
、
信
号
機
の
設
置
に
つ
き
蝦
疵
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
し
、
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

説　
　
　
二
　
高
知
地
方
裁
判
所
、
お
よ
び
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
内
容
は
、
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
下
級
審
判

論　
　
決
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
両
下
級
審
判
決
に
は
、
　
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
た
三
つ
の
特
徴
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
　
す
で
に

　
　
「
問
題
の
所
在
」
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
方
は
落
石
防
護
覆
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
他
方
は
電
車
用
信
号
機
を
も
つ

　
　
て
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
を
兼
ね
さ
せ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
独
自
の
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
い
う
よ
う
に

　
　
そ
の
態
様
は
異
る
が
、
い
ず
れ
も
交
通
安
全
施
設
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
国
家
賠
償
法
二
条
に
い
う
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵

　
　
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
形
式
的
に
は
、
こ
の
よ

　
　
う
に
交
通
安
全
施
設
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
国
家
賠
償
法
二
条
に
い
う
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
を
構
成
せ
し
め
る
こ
と
と
な

　
　
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
実
質
的
に
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
の
客
観
・
的
事
情
の
も
と
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
通

　
　
安
全
施
設
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
を
構
成
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

　
　
て
、
そ
の
客
観
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
、
落
石
防
護
覆
の
必
．
要
性
の
説
明
に
よ
っ
て
、
ま
た
東
京

　
　
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
必
要
牲
の
説
明
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
の
交
通
安
全
施
設
の
必
要
性
の
説
明
は
、
実
質
的
に
は
、
旧
家
賠
償
法
二
条
に
い
う
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
の
評
価
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
両
下
級
審
判
決
が
国
家
賠
償
法
二
条
に
い
う
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の

　
　
蝦
疵
を
認
め
て
い
る
、
そ
の
蝦
疵
の
対
象
と
し
て
の
鴬
造
物
の
性
格
に
つ
い
て
で
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
形
式
的
に
は
、
た
と
え
ば
高

　
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
「
道
路
」
が
そ
の
対
象
営
造
物
と
さ
れ
、
ま
た
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
「
信
号
機
」

　
　
が
そ
の
対
象
営
造
物
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
道
路
」
や
「
信
号
機
」
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
あ
っ
て
実
質
的
に
も
蝦
疵
の
対

　
象
営
造
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
か
な
り
疑
悶
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
内
容
の
明
白
な
東
京
地
方
裁
判
所
の
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判
決
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
と
も
と
歩
行
者
横
断
用
信
号
機
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
蝦
疵
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
場
合
の
対
象
営
造

物
を
「
信
号
機
」
と
す
る
の
は
論
理
予
盾
で
あ
る
。
た
と
え
ば
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
が
老
朽
し
て
転
倒
し
た
た
め
に
通
行
入
を
負
傷
さ

せ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
さ
し
く
「
信
号
機
」
が
蝦
疵
の
対
象
営
造
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
が
存
在

し
な
い
こ
と
が
蝦
蟹
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
疵
の
対
象
営
造
物
は
少
く
と
も
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
以
外
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
東
京
地
方
裁
判
所
で
い
っ
て
い
る
「
信
号
機
」
は
、
歩
行
者
横
断
信
号
機
で
は
な
く
て
電
車
用
信
号
機

の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
電
車
用
信
号
機
に
対
す
る
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
構
造
的
。
機
能
的
意

味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
場
合
の
実
質
的
な
営
造
物
は
「
信
号
機
」
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
実
質
的
な
営
造
物
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
判
決
全
体
の
内
容
か
ら
し
て
、

結
局
、
交
差
点
な
い
し
は
横
断
歩
道
と
い
う
路
面
と
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
で
も
っ
て
複
合
的
に
構
成
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
路
面
を
主
と

し
て
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
を
従
と
し
て
集
合
的
に
構
成
さ
れ
る
、
交
通
安
全
の
た
め
の
、
い
わ
ば
交
通
営
惜
物
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
複
合
的
も
し
く
は
集
合
的
な
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
を
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
あ
る
営
造
物
の
、
つ
ま
り
交
通
営
造
物
の
蓋
置
と
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
こ
の
実
質
的
な
対
象
と
し
て
の
交
通
営
造
物
を
、
た
ん
に
「
信
号
機
」
と

い
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
。
そ
こ
で
も
、
実
質
的
な
営

造
物
は
　
「
道
路
」
で
は
な
く
し
て
、
　
道
路
本
体
と
し
て
の
路
面
と
落
石
防
護
覆
と
で
も
っ
て
複
合
的
に
も
し
く
は
集
合
的
に
構
成
さ
れ

る
、
交
通
安
全
の
た
め
の
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
判
決
の
内
容
か
ら
、
十
分
、
推
察
し
う
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
落
石
防
護
覆
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
　
そ
の
交
通
営
造
物
の
暇
疵
と
な
り
、
　
こ
れ
を
形
式
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

「
道
路
」
の
瑚
庇
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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三
　
以
上
が
、
両
下
級
審
判
決
に
共
通
す
る
主
．
要
な
特
徴
で
あ
る
．
，
そ
こ
で
、
　
こ
れ
ら
の
諦
特
徴
を
眺
め
た
場
合
、
　
最
も
璽
要
で
あ

り
、
か
つ
唱
題
点
と
思
わ
れ
る
の
は
、
両
下
級
審
判
決
が
墨
黒
の
実
質
的
な
対
象
を
、
交
通
繋
金
の
た
め
の
、
全
体
と
し
て
の
交
通
鴬
造

物
に
求
め
て
い
る
第
三
の
特
徴
で
あ
る
．
、
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
両
下
級
審
判
決
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
全
休
と
し
て
の
交
通
営
造
物
こ
そ
が

落
石
防
護
覆
や
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
不
存
在
と
園
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
と
を
結
含
さ
せ
る
媒
介
項
と
な
っ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
ま
た
、
本
稿
の
課
．
題
の
解
決
も
、
　
こ
の
点
に
一
つ
の
道
を
み
い
だ
す
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
と
同
時
に
、
こ
の
、
黒
は
、
従

来
の
類
似
の
先
例
と
比
較
し
て
も
著
し
い
特
徴
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
も
道
路
の
不
整
備
に
よ
る
交
通
事
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

つ
い
て
は
、
か
な
り
の
先
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
路
面
上
に
穴
が
あ
い
て
い
た
た
め
に
バ
イ
ク
が
転
倒
し
た
事
故
、
路
肩
の
一
部
が
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

壊
し
た
た
め
に
貨
物
自
動
車
が
河
中
に
転
落
し
た
事
故
、
水
道
管
か
ら
の
漏
水
に
よ
り
道
路
上
の
く
ぼ
み
に
生
じ
た
水
た
ま
り
．
に
，
旧
動
三

輪
車
が
落
ち
こ
み
荷
台
に
乗
車
し
て
い
た
者
の
転
落
事
鞄
暗
渠
新
設
工
事
の
た
め
魁
上
に
放
置
さ
れ
て
い
た
枕
木
に
原
動
機
付
自
転

車
が
激
突
し
転
倒
し
た
事
故
な
ど
が
そ
れ
で
眠
範
・
し
か
し
・
こ
れ
．
り
の
先
例
は
・
い
ず
れ
も
路
盤
ま
た
は
路
肩
と
し
て
現
実
に
存
在
す

る
個
別
的
な
営
造
物
を
前
提
に
し
て
岡
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
石
の
両
下
級

審
判
決
は
存
在
す
べ
き
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
を
前
提
に
し
て
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
お

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
両
下
級
審
判
決
に
み
ら
れ
る
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
の
理
論
は
、
注
目
す
べ
き
理
論
で
あ
る
と
と
も
に
、
十
．
動

検
討
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
．
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（
三
）
谷
五
佐
夫
「
公
の
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
」
　
（
判
例
不
法
行
為
法
所
収
）
二
八
○
頁
以
下
は
、
こ
の
判
決
の
蝦
疵
の
判
断
に
つ
い
て
多

　
少
、
疑
問
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
論
者
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
人
的
措
置
の
評
価
を
強
く
考
る
こ
と
が
適
切
な
こ
と
か
ど
う
か
は
国

　
家
賠
償
法
一
条
と
の
関
係
か
ら
も
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
四
）
道
路
法
二
条
か
ら
す
れ
ば
、
落
石
防
護
覆
も
、
も
と
も
と
道
路
の
な
か
に
含
め
て
解
す
る
余
地
は
あ
る
（
横
井
大
三
・
木
宮
高
彦
・
註
釈
道
路

　
交
通
法
三
〇
頁
以
下
参
照
）
。
し
か
し
、
本
判
決
の
立
場
が
、
そ
の
意
味
で
道
路
の
蝦
窺
と
い
っ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
判
決
内
容
の
示
す
と

　
お
り
で
あ
る
。

（
五
）
仙
台
地
細
昭
和
三
五
年
九
月
七
口
下
級
民
集
一
一
巻
九
号
一
八
三
七
頁
、
そ
の
上
告
審
判
決
と
し
て
最
判
昭
和
四
〇
年
四
刀
一
六
日
判
例
時
報

　
四
〇
五
ロ
万
一
山
ハ
ニ
五
一
百
ハ
。

（
六
）
大
阪
地
判
昭
和
三
八
年
一
一
月
三
〇
日
下
級
民
集
一
四
巻
一
一
号
二
三
六
五
頁
。

（
七
）
福
岡
高
判
昭
和
三
五
年
一
二
月
二
七
臼
下
級
民
音
一
一
巻
一
二
号
二
八
〇
七
頁
。

（
八
）
最
判
昭
和
三
七
年
九
月
五
日
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
五
頁
。

三
交
通
営
造
物
の
暇
疵

交通事故と公の営造物y

　
一
　
以
上
か
ら
、
両
下
級
審
判
決
に
共
通
す
る
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
問
題
点
と
も
思
わ
れ
る
事
柄
は
、
両
下
級
審
判
決

が
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
安
全
施
設
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
導
く
に
あ
た
り
、
結
局
、
実
質
的
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
お
け
る
路
面
と
交
通
安
全
施
設
と
で
も
っ
て
複
合
的
に
あ
る
い
は
集
合
的
に
構
成
さ
れ
る
交
通
安
全
の
た
め
の

全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
を
認
め
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
知
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
路
面
と
落

石
防
護
工
が
、
ま
た
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
あ
っ
て
は
路
面
と
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
前

者
に
．
あ
っ
て
は
落
石
防
護
覆
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
ま
た
、
後
者
に
あ
っ
て
は
歩
行
者
用
横
断
信
号
機
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
あ
る
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，
三

十
造
物
の
、
つ
ま
り
交
通
當
造
物
の
蝦
疵
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
関
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物

責
任
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
と
い
っ
た
理
論
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
が
と
り
も
な
お
き
ず
本
稿
の
課
題
の
解
決
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
二
　
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
と
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
設
題
に
つ
い
て
、
学
説
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
取
り
上
げ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
「
問
題
の
所
在
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
比
較
的
類
似
す
る
問
題
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ

て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
河
川
の
堤
防
の
不
存
在
と
国
家
賠
償
法
二
条
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
問
題

は
、
人
口
的
に
、
な
ん
ら
手
を
加
え
て
い
な
い
自
然
の
ま
ま
の
河
川
が
氾
濫
し
て
水
害
を
与
え
た
場
合
に
、
堤
防
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

が
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
成
立
せ
し
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も

の
と
否
定
す
る
も
の
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
る
。
肯
定
説
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
い
が
た
く
、
し
た
が
っ
て
設
置
・
管
理

の
蝦
疵
と
い
っ
た
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
国
の
無
過
失
責
任
を
強
調
し
て
右
の
場
合
に
も
国
の
賠
償
責
任
が
生
ず
る

　
　
　
　
（
二
）

と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
否
定
説
は
、
河
川
・
海
岸
・
湖
沼
な
ど
の
自
然
公
物
も
国
家
賠
償
法
二
条
の
「
公
の
営
造
物
」
の
な
か

に
含
ま
れ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
設
置
・
管
選
の
蝦
疵
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
河
川
の
設
置
」
と
は

工
事
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
放
水
路
を
作
っ
た
り
、
流
路
を
変
更
し
た
り
す
る
場
合
を
指
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
工
事
の
際
に

当
然
堤
防
そ
の
他
を
作
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
作
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
水
害
を
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
は
園
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責

任
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
ん
ら
人
工
的
に
手
を
加
え
て
い
な
い
自
然
物
と
し
て
の
河
川
の
場
合
に
は
、
堤
防
を
作
ら
ず
放

置
し
て
お
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
は
設
置
の
黒
鼠
が
な
く
営
造
物
資
任
は
成
立
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
否
定

説
に
あ
。
て
も
、
た
と
え
ば
河
川
雛
旋
細
蝋
㌍
七
）
の
行
使
を
誤
っ
て
、
そ
の
農
性
霧
大
喜
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
人

為
的
な
行
為
が
加
え
ら
れ
た
結
果
と
し
て
水
害
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
お
河
川
の
管
理
の
蝦
疵
と
し
て
国
家
賠
償
法
二
条
の
成
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（
三
）

立
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
議
論
を
、
か
り
に
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
の
場
合
に
置
き
か
え
て
み
る
と
、
交
通
安
全

施
設
の
不
存
在
の
場
合
に
は
、
肯
定
説
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
否
定
説
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
を
消
極
的
に
考

え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
交
通
安
全
施
設
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
道
路
本
体
と
し
て
の
路
面
と
の

関
係
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
道
路
本
体
と
し
て
の
路
面
が
自
然
の
ま
ま
の
河
川
と
異
な
っ
て
文
字
通
り
人

工
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
、
　
こ
の
こ
と
は
、
　
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
の
場
合
に

は
、
自
然
河
川
の
堤
防
の
不
存
在
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
す
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
に
、
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
の
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
認
め

る
の
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
も
示
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
　
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
　
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
の
場
合
に

も
、
否
定
説
が
正
当
に
指
摘
す
る
よ
う
に
設
置
・
管
理
の
毅
疵
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
か
が
、
　
ま
さ
に
右
の
両
下
級
審
判
決
に
み
ら
れ
る
、
　
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
交
通
営
造
物
の
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
、
い
っ
そ
う
積
極
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
右
の
両
下
級
審
判
決
に
み
ら
れ
る
理
論
の

可
否
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物

責
任
を
め
ぐ
る
、
そ
し
て
、
わ
け
て
も
電
車
軌
道
や
鉄
道
に
お
け
る
踏
切
の
保
安
施
設
の
不
存
在
と
右
工
作
物
責
任
の
成
立
を
め
ぐ
る
一

連
の
下
級
審
判
決
の
立
場
で
あ
る
。

　
三
　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
危
険
責
任
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
が
、
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
損
害
の
賠
償

に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
民
法
の
不
法
行
為
制
度
の
な
か
に
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
必
要
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
説
に
あ
っ
て
は
、
同
条
を
、
で
き
る
だ

け
柔
軟
に
解
釈
し
、
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
、
す
こ
し
で
も
結
果
の
妥
当
性
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
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が
・
こ
れ
ま
で
の
ほ
ぼ
博
し
た
儒
と
い
っ
て
よ
鴇
そ
の
彙
、
工
場
の
建
物
塞
礎
と
す
る
企
叢
備
塁
上
と
し
て
「
土
地
ノ
鮒

零
物
」
に
な
る
と
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
危
糠
の
あ
る
傘
設
備
の
森
を
「
壷
ノ
エ
作
物
」
に
な
る
と
解
す
．
◎
．
」
と
は
、
今
日
鄭

で
は
・
ほ
と
ん
ど
通
説
に
な
ぞ
お
㍗
さ
、
り
に
進
ん
で
一
部
門
有
力
説
に
お
い
て
は
、
自
動
亨
航
空
機
の
よ
・
つ
な
動
的
な
企
業
設
備
ひ

ま
で
7
電
ノ
景
物
し
と
解
そ
》
つ
と
し
て
い
る
わ
け
で
穿
・
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
説
に
お
け
る
努
力
に
対
応
し
て
、
い
わ
ば
判
例
紐

の
側
の
発
展
を
示
し
て
い
る
の
が
、
電
車
軌
道
や
鉄
道
に
お
け
る
踏
切
の
保
安
施
設
の
不
存
在
と
工
作
物
責
任
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
連
の
　
鈴

下
級
審
判
決
の
立
場
で
あ
る
・
す
．
な
わ
ち
、
下
級
審
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
・
⇔
判
決
例
が
、
電
車
軌
道

や
鉄
道
に
お
け
る
踏
切
の
現
に
存
在
す
る
保
安
施
設
の
不
完
全
に
よ
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
工
作
物
責
任
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
フ
％
樋
、
さ
ら
に
進
ん
で
踏
切
の
保
安
施
設
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
も
す
べ
て
壬
作
物
責
任
の
成

影
穂
め
て
き
て
い
る
の
で
騒
・
そ
｝
し
て
・
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
下
馨
判
決
が
、
踏
切
の
保
安
施
設
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
も
っ

て
工
作
物
責
任
の
成
立
を
導
く
理
論
は
、
結
局
、
踏
切
と
い
う
軌
道
設
備
と
、
お
よ
び
、
保
安
施
設
と
で
も
っ
て
全
体
的
に
構
成
さ
れ
る

「
⊥
地
の
工
作
物
」
と
し
て
の
、
い
わ
ば
交
通
工
作
物
の
存
在
を
認
め
、
し
た
が
っ
て
、
保
安
施
設
を
欠
く
こ
と
が
右
の
「
土
地
ノ
工
作

物
」
と
し
て
の
演
述
工
作
物
の
環
疫
に
な
る
と
い
う
考
え
方
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
東
京
一
口
回
等
裁
判

所
の
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
踏
切
は
軌
道
施
設
の
；
で
あ
．
そ
列
車
の
運
行
と
道
路
交
通
の
塞
を
確

保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
土
地
の
工
作
物
で
あ
る
こ
と
は
多
　
ゴ
ロ
を
要
し
な
い
。
箆
、
し
て
踏
切
の
保
安
設
備
断
切
の
右
機

能
を
完
舎
ら
し
め
る
た
め
付
置
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
踏
切
三
体
を
な
す
工
作
物
で
あ
る
、
従
っ
て
も
し
踏
切
に
保
安
設
備
が
な
い
た

め
に
列
車
運
行
と
道
路
交
通
の
安
全
が
全
う
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
踏
切
は
本
来
の
機
能
を
墨
d
な
い
不
完
全
な
も
の
で
あ
る

か
ら
保
安
設
備
を
順
い
で
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
踏
切
即
ち
土
地
工
作
物
に
蝦
疵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

右
の
理
は
保
安
設
備
を
設
置
し
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
所
薯
の
過
失
で
な
鱈
笏
倉
お
い
て
も
異
・
9
一
G
レ
」
は
な
い
。
な
ぜ
な
・
り
民
法
七
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一
七
条
に
い
う
土
地
工
作
物
の
設
置
又
は
保
存
の
暇
疵
と
は
、
そ
の
存
在
が
所
有
者
の
過
失
に
起
因
す
る
と
否
と
を
間
わ
な
い
か
ら
で
あ
．

る
し
と
す
る
の
で
あ
覧
こ
の
判
決
に
よ
ぞ
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
・
電
車
軌
道
や
鉄
道
に
お
け
る
踏
切
の
保
安
施
設
が
存
在
し
な
か

た
こ
と
に
よ
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
も
工
作
物
責
任
認
を
め
よ
う
と
す
る
一
連
の
下
級
審
判
決
の
態
度
は
、
右
に
述
べ
ら
れ
た
学
説
の
、

い
わ
ば
一
つ
の
具
体
化
と
も
い
っ
て
よ
く
、
ま
た
、
そ
の
背
景
に
流
れ
て
い
る
も
の
が
、
交
通
事
故
被
害
者
の
公
平
な
保
護
に
あ
る
こ
と
．

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
右
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
の
立
場
は
、
い
ず
れ
も
、
ほ
と
ん
ど
の
学
説
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

て
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　
四
　
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
問
題
の
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
と
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
臨
3
5
物
責
任
を
め
ぐ
る
両
下

級
審
判
決
の
理
論
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
理
論
に
も
と
つ
く
両
下
級
審
判
決
の
結
論
は
、
少
く
と
も
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任

の
課
題
と
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、

そ
の
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
の
課
題
と
し
て
も
正
当
に
い
い
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
い
つ
の
検
討
は
、
あ
ま
り
多
く
の
説
明
を
要
し
な
い
事
柄
と
も
い
い
う
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
閲
題
は
、
結
局
、
民
法
七
一
七
条

と
国
家
賠
償
法
二
条
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
が
、
　
当
面
の
課
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
　
そ
こ
に
は
事
柄
を
積
極
的

に
解
す
る
要
素
は
み
ら
れ
て
も
、
　
そ
れ
を
消
極
的
に
解
す
る
要
素
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
　
す
な
わ

ち
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
学
説
上
の
立
場
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
を
、

ま
っ
た
く
民
法
七
一
七
条
と
同
一
に
考
え
て
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
も
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

様
に
、
そ
の
法
律
的
性
質
は
危
険
責
任
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
土
地
の
工
作
物
が
国
ま
た
は
公
共
団
体

の
設
置
・
管
理
す
る
も
の
か
、
私
人
の
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
た
だ
適
用
条
文
を
異
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
一
つ
の
立
場
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
と
民
法
七
一
七
条
と
が
基
本
に
お
い
て
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
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論説

る
点
で
は
第
一
説
と
同
様
で
あ
る
が
、
同
時
に
国
家
賠
償
と
い
う
特
殊
性
を
も
あ
わ
せ
考
慮
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
懸
物
責
任
の
法
律
的
性
質
も
、
た
ん
に
危
険
責
任
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、

さ
ら
に
社
会
保
険
性
な
い
し
補
償
性
の
加
味
さ
れ
た
も
の
と
解
し
、
ま
た
法
適
用
上
も
、
そ
の
対
象
は
土
地
の
工
作
物
に
と
ど
ま
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
う

で
、
さ
ら
に
動
産
を
も
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
法
七
一
七
条
と
国
家
賠
償
法
二
条
と
の
関
係
が
以
上
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
問
題
の
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
と
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
両
下
級
審
判
決
の
理
論
、
し

た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
理
論
に
も
と
つ
く
両
下
級
審
判
決
の
結
論
が
、
た
ん
に
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
の
課
題
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
ま
さ
し
く
国
家
賠
償
法
二
条
の
課
題
と
し
て
も
正
当
に
認
め
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
困
難
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
右
の
第
一
説
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
当
然
の
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
第
二
説
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ

ば
な
お
さ
ら
の
事
柄
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
加
藤
一
郎
「
水
害
と
国
家
賠
償
法
」
法
律
時
報
二
五
巻
九
号
一
二
頁
以
下
、
お
よ
び
同
・
不
法
行
為
法
の
研
究
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
二
）
末
川
博
「
国
家
賠
償
法
と
民
法
と
の
つ
な
が
り
」
法
律
時
報
二
五
巻
九
号
五
頁
、
末
弘
厳
太
郎
・
戒
能
通
孝
・
民
法
講
話
（
土
）
一
＝
頁
な

　
ど
。

（
一
一
一
）
加
藤
一
郎
・
前
掲
書
二
九
頁
以
下
、
今
村
成
和
。
国
家
賠
償
法
（
法
律
学
全
集
）
＝
一
四
頁
な
ど
。

（
四
）
民
法
七
｝
七
条
の
工
作
物
責
任
を
危
険
責
任
と
解
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
通
説
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
末
弘
厳
太
郎
・
債
権
各
論
一
〇
九
一
頁

　
鳩
山
秀
夫
・
日
本
債
権
法
各
論
九
二
六
頁
、
我
妻
栄
・
事
務
管
珊
。
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
新
法
学
全
集
所
収
）
一
八
○
頁
、
谷
口
知
平
。
植

　
林
弘
・
損
害
賠
償
法
概
説
一
六
一
頁
、
加
藤
一
郎
。
不
法
行
為
（
法
律
学
全
集
所
収
）
一
九
二
頁
な
ど
。
た
だ
し
岡
松
参
太
郎
・
無
過
失
損
害
賠
詣

　
償
責
任
論
七
六
八
頁
は
報
償
責
任
と
解
す
る
。

（
五
）
我
妻
栄
・
前
掲
書
一
八
一
頁
　
加
藤
一
郎
。
前
掲
書
一
九
三
頁
、
同
編
・
注
釈
民
法
三
〇
三
頁
以
下
各
参
照
。

（
六
）
我
妻
栄
・
前
掲
書
一
八
一
頁
、
末
川
博
「
土
地
の
工
作
物
に
よ
る
損
害
賠
償
」
　
（
権
利
濫
用
所
収
）
二
一
二
五
頁
、
谷
臼
知
平
・
植
林
弘
。
前
掲
目

　
書
一
六
一
頁
、
石
本
雅
男
「
民
法
第
七
一
七
条
の
意
義
」
民
商
三
九
巻
一
i
三
合
併
号
八
五
頁
、
加
藤
一
郎
・
前
掲
書
一
九
五
頁
各
参
照
。
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（
七
）
た
と
え
ば
我
妻
栄
・
前
掲
書
一
八
一
頁
。
な
お
野
田
良
之
「
自
動
車
事
故
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
責
任
法
」
法
協
五
七
巻
二
号
二
〇
三
頁

　
参
照
。

（
八
）
名
古
屋
地
判
昭
和
三
二
年
四
月
二
〇
日
（
不
法
行
為
下
級
無
下
）
九
〇
五
頁
。

（
九
）
た
と
え
ば
、
東
京
地
響
昭
和
二
六
年
八
月
｝
五
日
下
級
露
量
二
巻
八
号
一
〇
〇
三
頁
、
大
阪
高
樹
昭
和
二
八
年
＝
月
三
〇
日
下
級
民
集
四
巻
・

　
　
＝
号
｛
七
七
四
頁
、
東
京
地
山
昭
和
二
八
年
＝
一
月
二
四
日
下
級
民
集
四
巻
一
一
号
一
九
七
八
頁
、
そ
の
控
訴
審
判
決
と
し
て
東
京
高
判
昭
和
圏

　
三
〇
年
＝
一
月
二
三
日
下
級
二
二
六
巻
｝
二
号
二
六
七
〇
頁
、
東
京
高
士
昭
和
三
〇
年
＝
月
九
日
下
級
民
集
六
巻
一
一
号
二
一
二
五
〇
頁
、
東
京
・

　
高
女
昭
和
四
〇
年
魚
月
一
〇
日
高
三
民
集
一
八
巻
一
号
八
○
頁
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
戦
前
に
お
け
る
先
駆
的
判
例
と
し
て
大
刑
判
昭
和
五
年
九
’

　
月
二
二
日
法
律
新
聞
三
一
七
二
号
五
頁
が
注
目
さ
れ
る
。

（
一
〇
）
東
京
高
判
昭
和
四
〇
年
二
月
二
〇
日
高
等
官
集
一
八
巻
一
号
八
○
頁
。

（
＝
）
我
妻
栄
・
有
泉
享
・
債
権
法
（
民
法
五
）
　
四
〇
八
頁
、
我
妻
栄
・
有
泉
享
・
四
宮
和
夫
．
不
法
行
為
　
（
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
二
八
八

　
頁
、
四
宮
和
夫
・
判
例
不
法
行
為
法
一
〇
四
頁
▼
加
藤
一
郎
・
前
掲
書
一
九
五
頁
、
同
編
・
注
釈
民
法
三
一
〇
頁
な
ど
。

（
一
二
）
末
川
博
「
国
家
賠
償
法
と
民
法
と
の
つ
な
が
り
」
法
律
時
報
二
五
巻
九
号
三
頁
以
下
、
有
泉
享
「
公
務
員
の
不
法
行
為
と
国
家
賠
償
」
法
律

　
時
報
二
五
巻
九
号
七
頁
以
下
、
加
藤
一
郎
・
前
掲
書
一
九
四
頁
な
ど
は
い
ず
れ
も
同
一
性
を
認
め
る
。

（
＝
二
）
今
村
成
和
・
前
掲
書
八
三
頁
以
下
、
雄
川
一
郎
「
行
政
上
の
無
過
失
責
任
」
（
我
妻
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
下
）
一
九
一
頁
以
下
、
加
藤
一

　
郎
編
・
注
釈
民
法
四
一
七
頁
以
下
、
谷
五
佐
夫
「
公
の
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
蝦
疵
」
（
判
例
不
法
行
為
法
所
収
）
二
七
七
頁
以
下
参
照
。
な

　
お
、
本
稿
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
は
鉄
道
や
電
車
事
業
の
営
業
性
と
道
路
事
業
に
対
す
る
国
・
地
方
公
共
団
体
の
非
営
業
性
と
い
う
こ
と
が
問

　
題
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
み
ら
れ
る
社
会
保
険
性
な
い
し
補
償
性
の
観
念
は
特
に
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
と

　
な
ろ
う
。

四
　
む

す

び

　
一
　
以
上
、
本
稿
は
、
当
然
存
在
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
交
通
安
全
施
設
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、

国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
の
成
立
し
う
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
二
つ
の
下
級
審
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
し
て
き
た
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わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
下
級
審
判
決
が
認
め
て
い
る
の
と
同
様
に
、
や
は
り
原
則
的
に

は
国
な
い
し
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
を
肯
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
肯
定
し
う
る

根
拠
は
、
本
来
、
道
路
本
体
と
し
て
の
路
而
と
各
種
交
通
安
全
施
設
と
は
、
全
体
と
し
て
交
通
安
全
の
た
め
に
機
能
す
る
一
つ
の
、
い
わ

ば
交
通
営
造
物
（
常
識
的
に
い
え
ば
道
路
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
を
構
成
す
る
も
の
と
の
罷
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
こ
　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
交
通
安
全
施
設
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
が
成
立
し
う
る
余
地
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
国
な
い
し
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
が
い
た
ず
ら
に
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が

で
て
く
る
。
し
か
し
、
右
の
結
論
は
、
た
ん
に
交
通
安
全
施
設
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
国
家
賠
償

六
二
条
の
営
造
物
責
任
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
と

は
、
道
路
本
体
と
し
て
の
路
面
と
各
種
交
通
安
全
施
設
と
で
も
っ
て
全
体
と
し
て
交
通
安
全
に
機
能
し
て
い
る
交
通
営
造
物
と
い
う
観
点

か
ら
の
不
存
在
で
あ
り
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
交
通
安
全
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
だ
け
が
対
象
に
さ
れ
う
る
に

過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
闘
題
は
、
　
む
し
ろ
交
通
安
全
に
と
っ
て
ど
の
程
度
に
意
味
の
あ
る
交
通
安
全
施
設
の
不
存
在
．

が
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
営
造
物
責
任
を
成
立
さ
せ
る
、
つ
ま
り
公
の
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
無
疵
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
朋
題
は
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
の
み
い
い
う
る
事
柄
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
一
般
的
に
、
そ
．

の
程
度
は
、
各
事
案
に
お
け
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
交
通
安
全
施
設
の
妥
当
と
思
わ
れ
る
必
要
性
の
程
度
に
よ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指

摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
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