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日
本
の
不
法
行
為
制
度
の

　
　
　
　
原
則
と
そ
の
修
正
・
発
展
に
つ

い
て

一二三

日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
原
則

日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
修
正
・
発
展

日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
今
後
の
課
題

徳
　
本

鎮

　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
本
論
文
は
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
、
北
京
大
学
法
学
部
で
の
講
演
で
あ
る
。
こ
の
拙
い
論
文
を
畏
友
有
地
亨
教
授
、
お
よ
び
石
塚
英
夫
教
授
の

こ
還
暦
の
お
祝
い
と
し
て
、
ま
た
、
あ
わ
せ
て
私
自
身
の
還
暦
の
思
い
出
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
原
則

説
　
　
私
は
、
日
本
の
九
州
大
学
法
学
部
で
民
法
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
徳
本
鎮
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、

論
　
北
京
大
学
法
学
部
に
お
い
て
お
話
を
申
し
上
げ
る
機
会
を
得
ま
し
て
、
大
変
、
光
栄
に
存
じ
ま
す
。

貴
国
で
最
も
古
い
伝
統
の
あ
る
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論説

ぞ
さ
て
い
本
日
の
私
の
お
話
は
、
日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
原
則
と
そ
．
の
修
正
．
発
展
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
民
法
な
～
，
今
か
ら
ほ
ぼ
九
〇
年
前
の
」
八
九
六
年
に
、
’
フ
ラ
ン
ス
〈
司
轟
昌
。
①
）
、
ド
イ
ツ
〈
O
Φ
『
ヨ
”
昌
）
、
さ
ち
に
憾
、
・
イ
ギ

り
ろ
∵
《
燭
昌
σ
q
冨
a
）
酒
ナ
．
メ
リ
カ
（
》
ヨ
Φ
ユ
O
鋤
）
な
ど
の
民
法
を
参
考
に
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
民
法
の
形
式
は
、
ド
イ
ツ
の

勺
碧
α
。
蓉
9
制
度
に
な
ら
ρ
て
編
纂
さ
れ
て
お
ゆ
》
第
，
一
編
総
則
、
第
二
編
物
権
、
第
三
編
債
権
、
・
第
四
編
親
族
、
、
第
五
編
相
続
の
五

三
か
ら
な
り
」
総
記
文
数
は
一
〇
四
四
条
κ
の
ぼ
る
、
大
変
、
膨
大
な
制
定
法
で
あ
り
ま
す
。

＝
そ
の
う
ち
の
七
〇
九
条
か
ら
七
二
四
条
に
至
る
一
六
条
が
、
直
接
Ψ
不
法
行
為
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
民
法
上
の
不
法
行
為

に
か
か
わ
る
規
定
憾
、
・
条
文
数
と
し
て
は
ぞ
う
多
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
・
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
に
沢
山
の

特
別
法
が
あ
り
ま
す
9
ま
た
、
今
日
の
日
本
で
は
、
交
通
事
故
、
医
療
過
誤
、
鉱
害
、
公
害
、
製
造
物
事
故
、
行
政
事
故
な
ど
が
、
大
変

増
加
し
て
達
て
お
り
ま
す
つ
わ
け
て
も
交
通
事
故
が
非
常
に
多
い
た
め
に
、
現
在
～
日
本
で
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
民
事
訴
訟
の
中
で

は
不
法
行
為
訴
訟
が
一
．
番
多
い
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
。

－
と
の
よ
う
ん
～
白
本
に
お
き
ま
し
て
億
、
・
、
不
法
行
為
制
度
は
、
今
日
、
法
的
人
格
の
制
度
、
所
有
権
の
制
度
、
契
約
の
制
度
と
並
ん
で
文

字
通
り
民
法
財
産
法
の
中
核
を
な
し
て
い
み
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
」
日
本
民
法
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、

さ
ら
に
拡
イ
ギ
リ
ス
野
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
民
法
の
現
状
と
全
く
同
様
と
言
づ
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ρ

・
－
さ
て
馬
一
六
条
か
ち
構
成
さ
れ
る
日
本
民
法
の
不
法
行
為
制
度
は
、
責
任
の
種
類
と
し
て
は
七
〇
九
条
の
一
般
不
法
行
為
責
任
、
七
一

四
廉
の
責
任
無
能
力
者
の
監
督
者
責
任
、
七
L
五
条
の
使
用
者
責
任
」
七
一
六
条
の
注
文
堵
の
責
任
、
七
一
七
条
の
土
地
の
工
作
物
責

任
内
七
，
一
八
条
の
動
物
の
占
有
者
の
責
任
、
お
よ
び
七
一
九
条
の
共
阿
不
法
行
為
者
の
責
任
の
七
種
類
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

”
そ
あ
年
層
を
な
す
も
①
濾
七
〇
九
条
の
一
般
不
法
行
為
責
任
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
七
〇
九
条
は
、
「
故
意
又
ハ
過
失
二
重
リ
テ
他

人
ソ
権
利
ヲ
侵
害
ツ
タ
ル
者
ハ
之
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
二
任
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
惑
れ
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ま
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
過
失
責
任
の
原
則
を
明
塗
し
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
失
責
任
は
、
そ
の
他
六
種
類
の
特
殊
不
法
行

為
責
任
に
通
ず
る
原
則
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
民
法
の
不
法
行
為
責
任
の
最
も
基
本
的
な
原
則
は
、
過
失
責
任
の
原
則
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
’

　
通
常
、
ネ
法
行
為
と
は
、
違
法
に
他
人
の
権
利
・
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
0
よ
う
な
損
害
の
発
生
を
予
見
し
回
避
で
き
な
か
っ
た
行
為
者
の
不
注
意
が
過
失
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
責
任
と

は
、
’
行
為
者
が
、
損
害
の
発
生
を
予
見
し
回
避
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
注
意
義
務
を
尽
く
さ
な
い
た
め
に
発

生
ル
た
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
責
任
（
民
法
四
一
七
条
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
民
法
の
不
法
行
為
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
過

失
責
任
を
基
本
原
則
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
七
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
過
失
責
任
の
原
則
は
、
な
に
も
日
本
民
法
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
日
本
民
法
の
母
法
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
馳
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
民
法
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
・
そ
れ
以
外
の
、
近
代
市
民
法
国
家
の
民
法
の
殆
ん
ど
が
過
失
責
任
の
原
則
を
採
用
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
近
代
市
民
法
国
家
の
民
法
は
そ
の
不
法
行
為
制
度
に
お
い
て
過
失
責
任
の
原
則
を
採
用
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。・

不
法
行
為
制
度
の
歴
史
は
、
民
法
財
産
法
の
各
制
度
の
中
で
も
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
法
制
史
学
者
の
指
摘
す
る

と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
不
法
行
為
制
度
は
、
ま
ず
私
的
復
讐
に
始
ま
り
、
や
が
て
、
任
意
細
金
時
代
、
法
定
嫡
金
時
代
な
ど
の
素
朴
な

原
因
責
任
（
な
・
い
し
結
果
責
任
）
を
経
て
近
代
の
過
失
責
任
へ
と
発
展
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
原
因
責
任
か
ら
過
失
責
任
へ
発
展
し
て
ゆ
く
理
由
を
最
も
簡
潔
に
示
す
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
起
草
委
員
会
の
議

事
録
が
あ
り
ま
す
。
同
議
事
録
に
よ
り
ま
す
と
、
古
い
原
因
責
任
は
過
責
概
念
（
Q
Q
O
げ
賃
一
島
び
Φ
o
q
触
一
h
h
）
を
知
ら
な
い
文
化
程
度
の
低
い
時
55（2－4●145）471



論説

代
の
法
理
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
行
為
お
よ
び
不
法
行
為
に
当
り
相
当
の
注
意
を
用
い
な
け
れ
ば
危
険
を
生
ず
る
と
考
え
ら
れ

れ
る
範
囲
で
の
み
他
人
の
利
益
を
尊
重
す
れ
ば
よ
い
過
失
責
任
は
、
高
度
の
文
化
発
展
の
一
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
よ
っ
て
生
じ
た
損

害
の
填
補
と
個
人
の
自
由
の
確
保
と
の
最
も
調
和
の
と
れ
た
責
任
法
理
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
過
失
責
任
が
、
個
人
の
自
由
・
平
等
・
独
立
を
最
高
原
理
と
し
、
ま
た
、
各
人
が
よ
く
注
意
す
れ
ば
結
果
の
発
生
を
回
避

で
き
る
通
常
の
日
常
生
活
行
為
か
ら
の
損
害
を
主
要
対
象
と
し
た
近
代
市
民
法
国
家
の
民
法
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
原
則
の
一
つ
と
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
の
説
明
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
一
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
一

三
八
二
条
）
、
』
八
九
六
年
の
ド
イ
ツ
民
法
（
八
二
三
条
）
、
一
九
〇
七
年
の
ス
イ
ス
（
ω
≦
＃
“
o
円
冨
昌
α
）
民
法
・
（
四
一
条
）
、
さ
ら
に
は

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
普
通
法
（
判
例
法
）
な
ど
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
民
法
を
継
受
し
母
法
と
し
た
日
本
民
法
が
、
い
ず
れ

も
過
失
責
任
の
原
則
を
採
用
し
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

55（2－4ρ146）472

二
、
日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
修
正
・
発
展

　
こ
の
よ
う
に
、
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
填
補
と
個
人
の
活
動
の
自
由
の
確
保
と
の
調
和
を
図
る
べ
く
、
古
い
原
因
責
任
に
と
っ
て
か
わ

っ
て
登
場
し
た
近
代
市
民
法
国
家
の
過
失
責
任
の
原
則
は
、
そ
の
他
の
法
的
人
格
の
制
度
、
所
有
権
の
制
度
、
契
約
の
制
度
と
あ
い
ま
っ

て
、
当
初
は
近
代
市
民
社
会
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
過
失
責
任
の
原
則
も
、
や
が
て
、
近
代
市
民
社
会
が
成
熟
し
、
各
種
の
近
代
的
大
企
業
が
出
現
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
よ
う
や
く
反
省
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
鉱
山
業
、
工
業
、
商
業
馬
自
動
車
・
船

舶
・
飛
行
機
な
ど
の
各
種
交
通
業
な
ど
が
出
現
し
て
く
る
と
、
．
こ
れ
ら
の
近
代
的
大
企
業
は
、
一
方
に
お
・
い
て
大
き
な
社
会
的
利
益
を
も
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た
ら
す
反
面
、
他
方
で
は
鉱
害
、
公
害
、
交
通
事
故
、
製
造
物
事
故
、
労
働
災
害
な
ど
と
呼
ば
れ
る
各
種
の
企
業
災
害
を
も
た
ら
す
と
こ

ろ
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
企
業
災
害
は
、
通
常
の
日
常
生
活
行
為
か
ら
発
生
す
る
損
害
と
異
な
り
、
よ
く
注

意
し
て
も
な
お
発
生
し
が
ち
な
損
害
で
あ
る
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
近
代
的
大
企
業
か
ら
各
種
企
業
災
害
が
続
出
し
、
し
か
も
、
そ
の
損
害
が
よ
く
注
意
し
て
も
な
お
発
生
し
が
ち
な
損
害
で
あ

る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
損
害
に
過
失
責
任
が
直
面
す
る
と
き
、
過
失
責
任
は
そ
の
損
害
填
補
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
二
つ
の
困
難
に
逢
着

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
は
、
よ
く
注
意
し
て
も
な
お
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
な
お
、
そ
こ
に
は
過
失
が
存
在
し
た
と
い
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
は
、
近
代
的
大
企
業
の
多
く
は
、
い
わ
ば
沢
山
の
人
と
機
械
と
の
組
織
的
活
動
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
組
織
的
活
動
の
中
で
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
過
失
が
あ
っ
た
か
を
裁
判
所
で
立
証
す
る
こ
と
は
至
難
の
事
柄
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
前
者
の
問
題
は
、
近
代
的
大
企
業
が
ら
の
企
業
災
害
に
過
失
責
任
が
直
面
し
た
場
合
の
、
い
わ
ば
過
失
理
論
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
の

問
題
は
、
や
は
り
、
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
企
業
災
害
に
過
失
責
任
が
直
面
し
た
場
合
の
、
い
わ
ば
訴
訟
立
証
上
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
過
失
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
過
失
責
任
は
、
結
果
と
し
て
被
害
者
の
損
失
負
担
に
お
い
て
企

業
へ
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
合
理
な
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
企
業
災
害
に
過
失
責
任
が
直
面
す
る
場
合
の
以
上
の
よ
う
な
過
失
責
任
の
不
合
理
さ
は
、
や
が
て
、
諸
近
代
市

民
法
国
家
に
お
い
て
過
失
責
任
へ
の
反
省
を
う
な
が
す
と
こ
ろ
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
不
合
理
を
解
決
す
る
た
め
の
新
し
い
責
任
理

論
な
い
し
制
度
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
理
論
な
い
し
制
度
と
は
、
企
業
（
個
人
の
場
合
も

あ
る
）
の
、
い
わ
ゆ
る
無
過
失
責
任
の
理
論
な
い
し
制
度
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

55（2－4・147）473



論説『
：
『
、
』
’

　
日
本
の
場
合
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
日
本
で
は
、
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
後
、
き
わ
め
て
急
速
に
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
た
め
に
、

一
八
九
八
年
の
艮
本
民
法
の
施
行
と
殆
ん
ど
前
後
し
て
，
す
で
に
こ
の
よ
う
な
無
過
失
責
任
理
論
の
提
唱
が
、
特
に
鉱
山
業
か
ら
の
鉱
害

に
つ
い
て
み
ら
れ
ま
ず
。
し
か
し
、
そ
れ
が
現
実
め
制
度
と
な
る
の
は
そ
れ
か
ら
、
ほ
ぼ
四
〇
年
後
の
一
九
三
九
年
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
．
．
幽
，
九
三
九
年
の
鉱
害
賠
償
制
度
は
日
本
で
最
初
の
無
過
失
責
任
制
度
で
あ
り
ま
す
。
つ
づ
い
て
一
九
四
七
年
の
労
働
災

害
補
償
制
魔
．
公
の
営
造
物
理
疵
賠
償
制
度
、
一
九
五
五
年
の
自
動
車
損
害
賠
償
制
度
、
一
九
六
一
年
置
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
、
一
九

六
八
年
の
大
気
汚
染
賠
償
制
度
、
，
一
、
九
七
〇
年
の
水
質
汚
濁
賠
償
制
度
、
お
よ
び
一
九
七
五
年
の
油
濁
損
害
賠
償
制
度
な
ど
が
次
々
に
立

法
化
ざ
れ
て
い
ま
す
9
そ
し
て
ざ
目
下
の
懸
案
と
し
て
は
、
製
造
物
事
故
や
財
産
的
公
害
な
ど
の
無
過
失
責
任
立
法
化
が
挙
げ
ら
れ
ま

ず
α
．ぞ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
無
過
失
責
任
制
度
の
特
徴
を
こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
ま
す
と
、
次
の
諸
点
と
な
り
ま
す
。

－
．
そ
の
噌
は
、
，
と
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
無
過
失
責
任
の
下
で
は
、
過
失
は
全
く
責
任
の
成
立
要
件
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ぎ
す
9
し
た
が
っ
て
、
，
過
失
責
任
の
下
で
み
ら
れ
た
、
被
害
者
に
と
っ
て
至
難
と
も
い
え
た
企
業
損
害
な
ど
の
避
失
立
証
の
煩
は
、
こ

こ
で
は
全
ぐ
無
用
の
こ
ど
ど
な
り
衷
す
。
，
、

．
・
そ
の
一
．
｝
は
、
，
噛
無
過
失
責
任
の
下
で
は
、
．
賠
償
責
任
は
原
則
と
し
て
企
業
音
（
通
常
は
法
人
）
に
集
中
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
過
失
責
任
に
み
ら
れ
た
企
業
内
の
誰
が
賠
償
責
任
者
な
の
か
と
い
う
加
害
者
特
定
の
瓢
飲
は
無
用
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。
同
時

に
、
、
そ
の
こ
と
は
無
過
失
責
任
の
下
で
も
、
こ
の
点
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
企
業
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
、
し
た
が
っ
て
、
・

そ
の
立
証
ど
い
う
点
に
？
い
て
、
そ
，
の
困
難
さ
を
か
な
り
緩
和
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
・

　
そ
の
三
は
、
無
過
失
責
任
の
下
で
は
、
原
則
と
し
て
賠
償
責
任
の
分
散
飢
担
保
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
無
過
失
責
任
と
な
り
、

い
ぐ
，
ら
賠
償
責
任
の
成
立
が
容
易
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
．
賠
償
義
務
者
で
あ
る
企
業
者
に
賠
償
資
力
が
無
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
絵
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に
画
い
た
餅
で
あ
り
、
被
害
者
勝
訴
の
判
決
は
、
い
わ
ば
空
手
形
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
賠
償
義
務
者
の
賠
償
責
任
の
分
散

・
担
保
と
し
て
～
責
任
保
険
の
制
度
と
、
賠
償
基
金
の
制
度
の
二
つ
が
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り
被
害
者
は
そ
の
賠
償

債
権
の
行
使
を
よ
ゆ
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
賠
償
義
務
者
も
少
額
の
負
担
で
高
額
の
賠
償
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
つ
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
そ
の
酉
は
㍗
無
遺
失
責
任
の
下
で
は
、
で
き
る
だ
け
、
そ
の
賠
償
方
法
を
原
状
回
復
方
法
へ
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
日

本
民
法
の
賠
償
方
法
は
、
そ
め
四
一
七
条
に
明
前
す
る
よ
う
に
金
銭
賠
償
を
原
則
と
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
身
傷
害
事
故
に
あ
っ

て
は
、
・
当
然
、
社
会
復
帰
の
た
め
各
種
の
医
療
の
ほ
か
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
賠
償
方
法
は
、

た
と
え
ば
労
働
災
害
補
償
制
度
な
ど
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
各
種
企
業
災
害
に
あ
っ
て
は
、
き
わ
め
て
地
理
的
に
広
範
囲
に
わ
た

る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
，
日
本
の
鉱
山
業
、
、
特
に
，
石
炭
鉱
山
業
は
そ
の
代
表
で
あ
り
、
数
市
町
村
に
わ
た
っ
て
家
屋
、
農
地
、
宅

地
、
道
路
、
鉄
道
、
山
林
、
河
川
、
港
湾
な
ど
に
鉱
害
を
与
え
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
金
銭
賠
償
の
ま
ま
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま

ま
放
置
す
る
こ
と
は
国
土
の
保
全
と
い
う
こ
と
か
ら
も
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
国
土
保
全
と
い

う
観
点
か
ら
国
紅
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
害
者
に
は
金
銭
賠
償
主
義
を
維
持
し
つ
つ
、
被
害
者
へ
の
原
状
回

復
賠
償
を
可
能
と
す
る
石
炭
鉱
害
復
旧
法
を
立
法
化
し
て
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

、
．
そ
の
五
は
、
無
過
失
責
任
の
下
で
は
、
裁
判
所
で
の
紛
争
処
理
の
ほ
か
に
各
種
の
行
政
機
関
的
な
紛
争
処
理
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
短
期
間
で
の
紛
争
処
理
は
裁
判
の
理
想
で
あ
り
ま
す
が
、
従
来
の
裁
判
手
続
で
は
あ
ま
り
期
待
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
無
過
失
責
任
の
下
で
は
、
で
き
る
だ
け
短
期
間
に
、
し
か
も
無
料
で
の
各
種
行
政
的
紛
争
処
理
機
関
を
用
意
し
よ
う
と
し
て
お

り
ま
す
ρ
鉱
害
裁
定
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
り
ま
す
。
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三
、
．
日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
今
後
の
課
題
・

　
以
上
、
日
本
の
不
法
行
為
制
度
の
原
則
、
お
よ
び
そ
の
修
正
・
発
展
の
概
略
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
日
本
の

不
法
行
為
制
度
の
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
お
話
を
し
、
こ
の
報
告
の
お
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
課
題
の
一
つ
は
、
今
日
、
日
本
の
不
法
行
為
制
度
に
は
、
結
果
と
し
て
過
失
責
任
ど
無
過
失
責
任
の
二
つ
が
出
現
し
て
お
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
こ
の
二
つ
の
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
今
後
の
関
係
な
い
し
在
り
方
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
．
日
本
を
含
め
て
諸
近
代
市
民
法
国
家
に
お
い
て
ま
だ
結
論
は
出
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
・
そ
こ
で
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
自
身
の
考
え
方
で
す
が
、
私
は
、
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
は
今
後
と
も
そ
の
併
用
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
併
用
す
る
場
合
、
よ
く
注
意
す
れ
ば
結
果
の
発
生
を
容
易
に
回
避
で
き
る
損
害
、
そ
れ
は
大
部
分
が
通
常
の

日
常
生
活
行
為
か
ら
発
生
す
る
損
害
で
す
が
、
そ
れ
に
は
、
や
は
り
過
失
責
任
が
最
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
次
に
、
よ
く
注
意

し
て
も
結
果
の
発
生
の
容
易
に
回
避
で
き
が
た
い
損
害
、
そ
れ
は
大
部
分
が
近
代
的
大
企
業
か
ら
発
生
す
る
損
害
で
す
が
、
そ
れ
に
は
無

過
失
責
任
が
最
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
’

　
前
者
の
、
よ
く
注
意
す
れ
ば
容
易
に
結
果
の
発
生
の
回
避
で
き
る
損
害
に
つ
い
て
過
失
責
任
を
課
す
こ
と
は
、
行
為
者
の
不
注
意
を
非

難
す
る
こ
と
で
あ
り
、
損
害
の
填
補
と
個
人
の
自
由
の
確
保
と
の
間
に
は
、
な
ん
ら
矛
盾
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
後
者
の
、
よ
く
注
意

し
て
も
結
果
の
発
生
の
回
避
で
き
が
た
い
損
害
に
つ
い
て
無
過
失
責
任
を
課
す
こ
と
は
、
行
為
者
の
危
険
性
を
内
在
し
た
利
得
行
為
（
通
、

常
は
企
業
活
動
）
を
非
難
す
る
こ
と
で
あ
り
ふ
行
為
者
は
発
生
す
る
損
害
を
無
過
失
的
に
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
、
危
険
性
を
内
在
し
た
、

利
得
行
為
を
そ
の
社
会
か
ら
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
も
損
害
填
補
と
個
人
（
企
業
）
の
自
由
の
確
保
は
、
や
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は
り
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
今
後
も
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
と
の
適
切
な
併
用

な
い
し
組
合
わ
せ
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
課
題
の
二
は
、
損
害
の
防
止
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
右
の
よ
う
に
賠
償
責
任
を
整
備
す
る
こ
と
は
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
必
要
な
こ
と

で
す
が
、
そ
の
整
備
は
、
直
接
に
は
、
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
填
補
の
た
あ
で
す
。
一
番
よ
い
事
は
損
害
の
発
生
し
な
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
賠
償
責
任
も
、
そ
の
内
容
が
高
額
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
防
止
機
能
を
持
ち
ま
す
。
し
か
し
、
損
害
防
止
に
最
も
効
果
的

な
の
は
事
前
の
規
制
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
さ
き
ほ
ど
、
私
は
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
損
害
は
、
よ
く
注
意
し
て
も
発
生
し
が
ち
な
損
害
だ

と
申
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
代
的
大
企
業
か
ら
の
損
害
は
、
同
時
に
、
継
続
的
、
反
覆
的
損
害
で
も
あ
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
空
港
や
鉄
道
か
ら
の
騒
音
、
振
動
は
そ
の
適
例
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
科
学
技
術
的
に
法
律
制
度
的
に
創
意

工
夫
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
事
前
規
制
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
は
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
は
一
九
六
〇
年
代
に
、
全
国
的
に
深
刻
な
公
害
に
苦
し
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
、
一
九
六
七
年
の
公
害
対
策

基
本
法
を
中
心
に
、
次
々
に
大
気
汚
染
（
一
九
六
八
年
目
、
水
質
汚
濁
（
一
九
七
〇
年
）
、
湖
沼
水
質
汚
濁
（
一
九
八
四
年
）
、
海
洋
汚
染

（
一
九
八
○
年
）
、
農
地
土
壌
汚
染
（
一
九
七
〇
年
）
、
騒
音
（
一
九
六
八
年
）
、
公
共
飛
行
場
航
空
機
騒
音
（
一
九
六
七
年
）
、
振
動
（
一

九
七
六
年
）
、
悪
臭
（
一
九
七
一
年
）
、
廃
棄
物
（
一
九
七
〇
年
）
な
ど
の
行
政
的
規
制
立
法
を
制
定
し
、
公
害
防
止
に
努
力
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
公
害
防
止
は
、
今
日
、
相
当
に
効
果
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
行
政
的
規
制
は
、
そ
の

法
技
術
的
性
格
上
、
一
応
の
一
般
的
、
画
一
的
規
制
に
な
る
こ
と
は
や
む
を
囲
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
特
定
の
時
・
場
所
・
企
業
に
よ
り
適

合
し
た
、
そ
の
意
味
で
は
具
体
的
妥
当
性
の
あ
る
公
害
処
理
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
画
一
的
行
政
規
制
に
加
え
て
、

さ
ら
に
民
法
上
の
差
止
請
求
や
損
害
賠
償
な
ど
の
特
定
化
、
個
別
化
の
法
技
術
が
不
可
欠
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
場
合
の

民
法
上
の
差
止
請
求
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
本
体
が
現
在
お
よ
び
将
来
の
権
利
・
利
益
侵
害
の
救
済
方
法
に
あ
る
こ
と
を
直
視
し
、
し
た
が
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っ
て
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
・
利
益
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
侵
害
に
親
b
む
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
事
情
に
応
じ
て
、
全
部
差

止
、
部
盆
止
醤
渋
弐
鳶
婁
ど
の
柔
軟
な
救
済
方
法
を
指
向
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
公
宝
．
を
含
め
て
近
代
的
大

企
業
か
乃
の
継
続
的
㍗
反
覆
的
損
害
の
防
止
、
お
よ
び
そ
の
処
理
に
つ
い
て
、
適
切
な
行
政
的
規
制
、
，
民
法
上
の
差
止
請
求
、
損
害
賠
償

な
ど
の
組
合
せ
に
よ
る
総
合
的
な
法
技
術
の
理
論
化
、
・
制
度
化
が
第
二
の
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
課
題
の
三
は
、
，
不
法
行
為
法
の
国
際
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
不
法
行
為
法
に
は
国
境
が
無
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
意
楼
、
．
譲
行
換
ば
歯
の
体
制
を
整
て
里
性
を
涛
ち
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
不
法
行
為
法
の
国
際

化
と
申
も
て
お
り
ま
す
の
は
、
文
字
通
り
箇
際
化
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
沢
山
の
国
家
が
辱
め
き
あ
つ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
国
字
8
0
）

に
お
い
て
ヤ
た
と
え
ば
，
ラ
イ
ン
河
の
水
質
汚
濁
に
対
し
て
、
関
係
各
国
が
そ
の
汚
濁
防
止
に
国
際
的
に
対
処
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
書
起
撰
麿
煮
デ
労
力
・
カ
ナ
ダ
（
0
9
昌
9
畠
9
）
国
境
の
湖
水
地
帯
の
環
境
保
全
に
も
み
裏
ま
需
し
か
セ

こ
の
よ
う
な
欄
係
は
、
な
忙
も
丁
丁
ロ
渉
パ
や
北
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
貴
国
と
日
本
な
、
二
表
帯
水
の
地
理
的
条
件
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
東
ア
ジ
ア
の
海
上
に
は
無
数
の
船
舶
が
往
来
し
て
お
り
ま
す
。

も
し
一
隻
の
石
油
運
送
船
が
破
損
事
故
を
発
生
さ
せ
た
ら
そ
の
海
洋
汚
染
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
・
ま
た
、
貴
国
も
日
本
も
原
子
力

の
発
電
所
を
計
画
し
、
ま
た
日
本
は
現
に
操
業
し
て
お
り
ま
す
。
ソ
ヴ
エ
ッ
ト
（
ω
O
＜
一
①
“
　
d
昌
一
〇
昌
）
㊦
O
げ
①
葺
昌
。
げ
巳
ユ
原
子
力
発
電

所
の
事
故
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
も
し
将
来
、
．
い
ず
れ
か
の
発
電
所
に
事
故
が
発
生
し
た
ら
そ
の
原
子
力
汚
染
は
ど
う
な
る
の
で
し

ま
う
か
。
、
さ
ら
に
海
底
に
視
点
を
移
し
て
も
、
東
ア
ジ
ア
海
底
の
石
海
、
・
鉱
物
の
開
発
も
そ
う
遠
い
日
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
σ
そ

の
時
の
鉱
・
公
害
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
関
係
法
律
研
究
者
・
実

務
家
が
黛
各
自
の
国
の
不
法
行
為
法
・
公
害
法
・
環
境
法
な
ど
の
現
状
や
将
来
に
つ
．
い
て
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
右
の
よ
う
な
国
際
的
不

法
行
為
法
ゼ
．
公
害
法
、
ポ
環
境
法
な
ど
の
現
状
や
将
来
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
べ
き
会
合
の
必
要
性
を
提
唱
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
早
き
に
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過
ぎ
る
と
の
非
難
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
地
球
は
全
人
類
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
地
球
を
で
き
る
だ
け
美
し
い
も
の
と
し
て
後
世
の
子
孫
に
伝
え
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
貴
国
は
、
さ
き
に
一
子
制
度
を
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
急
速
な
地
球
人
口
増
加
の
抑
制
に
あ
っ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
近
時
に
は
、
責
任
法
の
整
備
さ
れ
た
民
法
通
則
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
だ
っ
て
は
、
整
備
さ
れ
た
環
境
法

な
ど
を
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
存
じ
て
お
り
ま
す
。
貴
国
の
地
球
環
境
保
全
へ
の
ご
努
力
に
敬
意
を
表
し
て
、
こ
の
拙
な
い
報
告
を
終
わ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
　
（
主
要
参
考
著
書
）

梅
　
謙
次
郎
・
訂
正
増
補
・
民
法
要
義

原
田
　
慶
吉
・
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描

岡
松
参
太
郎
・
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論

幾加四我末
代藤宮妻川

　
博
・
権
利
濫
用
の
研
究
・

　
栄
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為

和
夫
適
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為

一
郎
・
不
法
行
為

　
通
・
不
法
行
為

星
野
英
一
ほ
か
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為

川
井
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健
・
不
法
行
為
法

平
井
　
宜
雄
・
損
害
賠
償
法
の
理
論

森
島
　
昭
夫
・
不
法
行
為
法
講
義

前
田
達
明
・
不
法
行
為
滞
責
論

（
民
法
講
座
6
）
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説論

沢
井
　
　
裕
・
公
害
の
私
法
的
研
究

野
村
　
好
弘
・
公
害
の
判
例

石
田
　
　
．
穰
・
、
損
害
賠
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法
の
再
構
成

淡
路
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公
害
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．
理
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徳
本
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鎭
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企
業
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不
法
行
為
責
任
の
研
究
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