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紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
　
（
三
九
四
）

浦
田
一
晴
著

『
責
任
保
険
法
論
』

　
責
任
保
険
契
約
と
は
、
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
保
険
契
約
i
す
な
わ

ち
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
一
定
の
給
付
を
な
す
べ
き
責
任
を
負
担
す

る
に
い
た
つ
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
惹
保
険
契
約
で
あ

る
。
わ
が
商
法
典
中
に
は
、
責
任
保
険
に
関
す
る
法
規
は
、
一
、
二
を
数
え
る

の
み
で
あ
る
が
、
実
際
の
保
険
取
引
に
お
い
て
は
、
各
種
の
賠
償
責
任
保
険
が

最
近
大
い
に
そ
の
地
歩
を
占
め
る
に
い
た
り
、
ま
た
自
動
車
損
害
賠
償
保
障

法
・
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
・
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関

す
る
法
律
等
の
単
行
法
の
立
法
も
な
さ
れ
る
に
い
た
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
、
責
任
保
険
契
約
の
近
時
に
お
け
る
発
展
は
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
企
業
体
の

賠
償
責
任
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
民
事
責
任
が
過
失
責
任
主
義
か
ら
無
過
失

責
任
主
義
へ
と
拡
大
さ
れ
て
来
た
こ
と
と
対
応
し
て
居
り
、
そ
し
て
今
日
、
企

業
上
の
責
任
が
実
質
に
お
い
て
保
険
制
度
へ
移
行
転
嫁
さ
れ
る
機
運
が
醸
成
せ



ら
れ
、
そ
れ
が
前
面
に
強
く
押
し
進
め
ら
れ
る
時
期
に
立
ち
い
た
つ
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
（
序
章
）
。

　
そ
し
て
、
「
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
責
任
保
険
契
約
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を

有
し
、
か
つ
、
ど
の
よ
う
な
構
成
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
、
あ
る
種
の
責
任
保

険
契
約
法
の
妥
当
性
、
解
釈
論
な
ら
び
に
立
法
論
、
責
任
保
険
法
に
お
け
る
被

害
者
救
済
の
問
題
、
し
か
し
て
、
責
任
保
険
契
約
を
導
ぎ
、
ま
た
、
そ
の
中
を

貫
流
す
る
も
の
は
何
か
、
責
任
保
険
契
約
の
性
格
と
理
念
を
、
主
と
し
て
、
法

律
的
見
地
か
ら
考
察
し
よ
う
」
（
四
頁
）
と
す
る
目
的
を
も
つ
て
公
刊
さ
れ
た
も

の
が
本
書
で
あ
る
。
従
来
、
法
律
的
な
専
門
文
献
の
少
な
い
こ
の
分
野
に
お
い

て
、
本
書
の
よ
う
な
纒
つ
た
研
究
書
の
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
責
任
保
険
法
学

を
更
に
一
歩
進
め
る
た
め
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
著
者
浦
田
助
教
授
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
保
険
契
約
法
学
の
泰
斗
・
野
津
務

博
士
の
専
門
的
指
導
を
受
け
ら
れ
た
学
究
で
あ
り
、
現
在
神
奈
川
大
学
に
籍
を

置
き
、
こ
れ
ま
で
主
に
同
大
学
の
機
関
誌
で
あ
る
「
商
経
法
論
叢
」
誌
上
に
責

任
保
険
契
約
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
労
作
を
発
表
し
て
来
ら
れ
た
が
、
そ
れ

ら
の
論
説
を
基
に
、
未
発
表
の
も
の
を
含
め
て
構
成
さ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
本

書
で
あ
る
。

　
本
書
は
本
文
八
章
お
よ
び
序
章
・
結
章
・
参
考
資
料
か
ら
成
り
、
今
、
本
文

の
章
目
を
掲
記
す
る
と
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
↓
章
責
任
保
険
契
約
序
説

　
第
二
章
　
企
業
責
任
と
責
任
保
険
法

　
第
三
章
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
責
任
保
険
性

　
第
四
章
　
原
子
力
賠
償
二
法
に
お
け
る
責
任
保
険
契
約
と
補
償
契
約

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
第
五
章
　
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
の
法
的
考
察

　
第
六
章
　
他
人
の
物
の
保
管
者
の
責
任
保
険

　
第
七
章
　
船
舶
所
有
者
の
委
付
権
と
責
任
保
険
法

　
第
八
章
　
再
保
険
契
約
の
責
任
保
険
契
約
性

　
以
下
に
お
い
て
、
各
章
ご
と
に
、
著
者
の
主
張
の
一
端
を
紹
介
し
て
行
き
た

い
。　

第
一
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
一
節
で
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
「
責
任
」

の
意
義
に
考
察
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
民
法
学
で
「
債
務
と
責

任
」
と
い
う
と
ぎ
（
例
え
ば
、
我
妻
「
債
権
総
論
」
五
〇
頁
以
下
）
の
「
責
任
」

概
念
が
責
任
保
険
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
被
保
険
者
の
第
三

者
に
対
す
る
責
任
が
責
任
保
険
契
約
の
「
発
源
的
」
「
基
本
的
」
な
高
い
意
義

を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責
任
か
ら
．
誘
導
的
に
保
険
契
約
が
概
念
せ
ら

れ
、
保
険
契
約
上
は
、
保
険
者
の
被
保
険
老
に
対
す
る
責
任
が
重
要
性
を
有
す

る
、
と
し
て
い
る
。

　
第
二
節
に
お
い
て
は
、
責
任
保
険
契
約
の
損
害
保
険
契
約
性
に
つ
い
て
論
証

せ
ん
と
す
る
．
責
任
保
険
の
性
質
に
つ
き
、
右
に
対
立
す
る
の
は
ブ
ル
ッ
ク
の

権
利
保
護
説
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ッ
・
オ
！
ス
ト
リ
i
・

ス
イ
ス
の
各
保
険
契
約
法
な
ら
び
に
わ
が
商
法
の
条
文
の
規
定
上
、
責
任
保
険

の
性
質
が
損
害
填
補
を
そ
の
本
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
損
害
保
険
に
お
け
る
「
損
害
」
お
よ
び
「
損
害
填
補
」
の
意
義
が

明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
　
「
責
任
負
担
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
損
害
」
と
な

り
、
ま
た
そ
の
、
責
任
の
転
嫁
」
が
な
に
ゆ
え
に
「
損
害
填
補
」
で
あ
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

つ
い
て
、
説
得
力
は
乏
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
節
に
お
い
て
は
、
責
任
保
険
に
お
け
る
保
険
事
故
の
発
生
要
件
に
っ
い

て
論
じ
、
被
保
険
者
に
お
い
て
、
法
律
上
の
損
害
賠
償
義
務
な
ど
が
明
白
で
な

い
場
合
で
も
、
訴
訟
上
の
手
続
が
拙
劣
で
あ
つ
た
た
め
に
敗
訴
と
い
う
結
果
を

招
来
し
た
よ
う
な
場
合
の
損
害
、
あ
る
い
は
勝
訴
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
の

訴
訟
費
用
と
い
つ
た
損
害
が
填
補
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
多
数
説
の
論
拠
に
加

え
て
、
「
責
任
保
険
の
保
険
事
故
の
要
件
は
、
被
害
者
の
保
護
の
見
地
に
お
い

て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
被
害
者
と
し
て
は
、
で
き
る
か

ぎ
ソ
、
保
険
事
故
が
、
単
純
に
迅
速
に
、
確
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
望
ま
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
事
故
の
発
生
要
件
と
し
て
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対

し
て
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
、
か
つ
、
そ
の
請
求
を
受
け
た
こ
と
、
と
す
る
二

要
件
を
要
す
る
と
す
る
（
例
え
ば
大
森
博
士
の
立
場
）
よ
り
も
、
単
に
被
保
険

者
が
そ
の
請
求
を
受
け
た
こ
と
、
と
い
う
一
要
件
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
の
方

が
、
保
険
金
給
付
判
定
の
機
会
が
多
い
と
み
ら
れ
、
そ
れ
は
被
保
険
者
を
経

て
、
結
局
、
被
害
者
に
対
し
、
有
利
に
展
開
す
る
か
ら
て
あ
る
」
と
述
べ
て
多

数
説
に
賛
成
す
る
．

　
被
保
険
者
の
責
任
負
担
を
要
件
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
た
し
て
実

際
に
保
険
金
給
付
判
定
の
機
会
が
多
く
な
る
か
否
か
は
大
い
に
疑
問
て
あ
る
が

（
保
険
事
故
の
発
生
を
認
め
て
も
、
填
補
す
べ
き
損
害
額
ー
保
険
金
の
額

ー
の
方
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
）
、
著
者
の
基
本

的
な
立
場
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
企
業
が
有
す
る
社
会
的
意
義
の
史
的
発
展
を
跡
つ
け

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
企
業
責
任
が
無
過
失
責
任
に
転
移
す
る
必
要
性
を
述
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
三
九
六
）

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
企
業
責
任
の
拡
大
は
企
業
内
部
に
お
け
る
「
企
業
維
持
の

原
則
」
と
相
反
す
る
点
を
見
る
．
こ
の
よ
う
な
対
立
的
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め

に
、
著
者
は
、
「
企
業
責
任
の
責
任
保
険
制
度
へ
の
軒
嫁
と
い
う
手
段
を
採
り

あ
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
根
本
的
解
決
が
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。
企
業
上
に
お

い
て
発
生
し
た
責
任
の
て
ん
補
を
、
そ
れ
が
過
失
責
任
で
あ
れ
、
無
過
失
責
任

で
あ
れ
、
第
三
者
の
被
害
を
救
済
す
る
と
い
う
目
標
に
よ
つ
て
責
任
保
険
制
度

へ
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
社
会
公
共
性
へ
の
要
求
と
企
業
維
持
の
要

求
と
を
同
時
に
満
足
し
、
相
反
す
る
と
見
ら
れ
る
対
立
的
立
場
が
調
整
さ
れ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
．
企
業
体
の
無
過
失
責
任
主
義
が
現
実
に
お
い
て
通
常
の

観
念
と
し
て
み
と
め
ら
れ
、
立
法
せ
ら
れ
る
に
お
い
て
、
そ
の
寄
り
か
か
る
と

こ
ろ
の
責
任
保
険
制
度
に
対
す
る
認
識
と
活
用
と
が
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
．
今
や
、
企
業
責
任
に
基
因
す
る
賠
償
は
、
責
任
保
険
制
度
の
利

用
な
し
に
は
、
そ
の
完
全
性
を
保
有
す
る
こ
と
は
て
ぎ
な
い
」
（
三
〇
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
第
三
節
に
お
い
て
、
右
に
見
た
よ
5
な
企
業
責
任
保
険
の
制
度
的

発
展
段
階
に
対
し
企
業
責
任
保
険
法
が
ど
の
よ
う
に
立
法
さ
れ
て
い
る
か
を
考

察
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
商
法
六
六
七
条
に
他
人
の

物
の
保
管
者
の
責
任
保
険
に
つ
き
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
「
現
実
に
著
し
い

発
展
過
程
に
あ
る
責
任
保
険
を
規
律
す
る
上
に
お
い
て
、
そ
の
完
全
を
期
待
ず

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
点
を
先
ず
指
摘
し
、
近
時
に
お
い
て
「
実
質
的
に
無

過
失
責
任
主
義
の
立
場
に
基
づ
く
責
任
保
険
法
の
性
格
を
帯
有
す
る
」
と
こ
ろ

の
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
」
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
「
原

子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
」
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
」
「
鉱



業
法
」
の
ご
と
ぎ
企
業
別
の
立
法
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
責
任
保
険
法
が
企
業
の
種
類
別
に
よ
つ
て
立
法
せ
ら
れ

る
こ
と
は
、
個
々
の
企
業
の
特
性
を
充
分
に
考
慮
し
て
法
の
中
に
採
り
入
れ
、

そ
の
企
業
に
適
応
し
た
責
任
保
険
契
約
立
法
が
確
立
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
る

か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
妥
当
な
措
置
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
が
、
し

か
し
「
企
業
責
任
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
一
般
的
責
任
の
意
義
を
帯
有
さ
せ
、

そ
の
実
現
を
期
す
る
見
地
か
ら
、
普
遍
的
責
任
保
険
契
約
法
の
立
法
」
を
要
求

す
る
（
三
九
頁
）
。

　
そ
し
て
、
ド
イ
ッ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ー
・
ス
イ
ス
・
中
華
民
国
の
営
業
責
任
立

法
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
、
「
被
害
者
・
被
保
険
者
・
保
険
者
の
三
者
関
係
に

お
い
て
、
被
害
者
が
保
険
契
約
の
効
果
を
享
受
す
る
こ
と
の
真
実
の
地
位
に
立

つ
こ
と
の
確
認
的
立
法
は
、
被
害
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
へ
の
い
と

ぐ
ち
を
な
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
中
華
民
国
保
険
法
二
一
三
条
が
、
被
害

者
の
利
益
保
護
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
有
意
義
て
あ
る
が
、
こ
の
趣
旨
は
、
さ

ら
に
進
ん
で
、
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
立
法
ま
で
行
な
わ
れ
る
こ
と

と
な
れ
ば
、
よ
り
一
層
完
全
さ
を
ま
す
こ
と
と
な
る
。
」
「
被
害
者
の
立
場
も
第

一
義
的
に
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
保
険
者
に
対
す
る
優
先
的
保
険
金
直

接
請
求
権
が
法
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
」
（
四
三
頁
）
と
し
て
、
第
四
節
の

立
法
論
に
続
く
．

　
「
企
業
の
行
為
に
よ
つ
て
損
害
を
受
け
た
被
害
者
の
救
済
を
可
及
的
完
全

に
、
か
つ
、
迅
速
に
行
な
わ
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
本
書
に
お
い
て
絶
え
ず

繰
り
返
え
さ
れ
る
キ
題
的
主
張
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
第
四
節
に
お
い
て
著
者

は
、
立
法
論
と
し
て
、
被
害
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
を
法

　
　
　
紹
介
と
批
評

定
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
．

　
た
だ
し
、
そ
の
請
求
権
の
法
的
根
拠
．
」
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
は
明
確
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
「
責
任
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
つ
て
加
害
者
と
い

う
責
任
地
位
が
保
険
者
に
移
転
し
た
た
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
保
険
者
は
当

然
に
被
害
者
の
要
求
に
対
し
て
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
論
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
賠
償
請
求
権
↓
加
害
者
の
賠
償
義
務
↓

保
険
者
の
保
険
金
給
付
義
務
（
実
質
的
賠
償
義
務
）
↓
被
害
者
の
保
険
金
直
接

請
求
権
と
い
う
法
的
経
過
構
成
に
よ
り
、
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
理

論
は
構
成
が
可
能
と
な
る
」
（
四
八
頁
）
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
従
来
の
学
説

が
、
被
保
険
者
の
地
位
を
第
三
者
が
襲
う
と
考
え
る
　
（
例
え
は
、
野
津
「
保
険

契
約
法
論
」
三
ニ
ニ
頁
．
な
お
責
任
保
険
法
学
の
分
野
で
は
、
第
三
者
の
地
位
に
つ

い
て
最
近
中
西
助
教
授
・
西
島
助
教
授
等
の
労
作
が
集
中
し
て
居
り
、
こ
れ
ら
の
学

説
に
対
す
る
著
者
の
見
解
も
こ
．
一
で
は
聞
ぎ
た
い
と
こ
ろ
て
あ
る
）
こ
と
に
対
し

て
、
加
害
者
た
る
被
保
険
者
の
地
位
を
保
険
者
が
受
け
継
ぐ
と
す
る
点
に
独
自

性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
図
式
で
は
経
済
的
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の

プ
ロ
セ
ス
を
示
す
だ
け
で
あ
つ
て
、
法
律
的
な
説
明
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
保
険
者
は
実
際
に
は
加
害
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
法
律
上
ど
の
よ
う
な

理
論
構
成
に
よ
つ
て
加
害
者
の
地
位
に
立
ち
得
る
の
か
、
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
、

著
者
の
構
想
す
る
責
任
保
険
の
法
理
念
の
基
本
的
問
題
が
潜
む
と
も
考
え
ら

れ
、
一
層
の
理
論
的
考
察
が
望
ま
し
か
つ
た
と
思
う
。

　
第
三
章
で
、
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
三
〇
法
九
七
号
）
の
成
立
の

意
義
は
認
め
な
が
ら
も
、
著
者
の
本
法
に
対
す
る
基
本
的
立
場
は
、
「
被
害
者

の
立
場
は
、
本
法
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
↓
木
だ
充
分
と
は
い
え
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
一
一
　
　
　
（
三
九
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

（
五
】
頁
）
と
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
被
害
者
は
、
法
律
上
は
、
責
任

保
険
契
約
当
事
者
で
は
な
い
が
、
そ
の
奥
底
に
は
、
被
害
者
こ
そ
重
要
な
位
置

に
あ
つ
て
、
そ
の
（
責
任
保
険
契
約
の
）
成
立
の
要
因
を
成
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
本
法
に
お
け
る
責
任
保
険
契
約
締
結
の
原
動
力
は

損
害
賠
償
請
求
権
（
不
法
行
為
責
任
の
成
立
）
を
予
想
し
前
提
と
す
る
」
1

自
賠
法
は
、
自
己
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
の
損
害
賠
償

の
責
任
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
の
不
法
行
為

の
規
定
に
よ
る
旨
を
明
定
し
て
い
る
ー
が
、
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠

償
請
求
に
よ
る
と
、
「
問
題
に
よ
つ
て
は
、
訴
訟
行
為
の
煩
雑
お
よ
び
経
費
の

点
に
お
い
て
、
こ
の
救
済
が
阻
止
さ
れ
が
ち
で
あ
り
」
（
五
五
頁
）
、
同
法
三
条

は
、
挙
証
責
任
の
転
換
を
定
め
て
い
る
が
、
「
自
動
車
損
害
賠
償
の
責
任
に
お

い
て
も
、
可
及
的
速
か
に
、
原
則
と
し
て
、
厳
格
無
過
失
責
任
主
義
が
、
法
律

上
、
明
白
に
採
ら
れ
、
被
害
者
の
保
護
せ
ら
る
べ
き
地
位
の
強
化
が
、
企
図
せ

ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
」
く
、
い
わ
ば
自
賠
法
は
「
過
渡
的
立
法
」
に
過
ぎ
な

い
、
と
し
て
い
る
。

　
輔
方
、
著
者
は
、
自
賠
法
の
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
同
法
第
一
六
条
を
挙

げ
る
。
同
条
に
お
け
る
、
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
悪
意
の
場
合
に
も
被
害

者
の
請
求
が
あ
れ
ば
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
と
す
る
点
は
、
「
特
異
な
規
定
」

で
あ
る
が
、
「
被
害
者
の
保
護
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
制
度

で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　
「
被
害
者
の
保
護
」
が
責
任
保
険
の
原
動
力
で
あ
る
と
す
る
著
者
の
立
場
で

は
、
エ
ー
レ
ン
ツ
ワ
イ
ク
流
の
「
完
全
扶
助
」
保
険
．
問
巳
一
≧
血
、
一
墓
霞
導
8

（
伊
沢
「
責
任
保
険
の
発
展
と
そ
の
止
揚
」
我
妻
記
念
論
集
（
中
）
五
五
七
頁
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
三
九
八
）

参
照
）
に
止
揚
さ
れ
る
の
が
必
然
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

著
者
の
立
場
は
、
加
害
者
の
「
故
意
」
に
も
と
づ
い
て
負
担
す
る
ご
と
き
責
任
、

ま
た
は
重
大
な
過
失
に
も
と
づ
く
債
務
不
履
行
の
責
任
は
、
保
険
事
業
の
保
護

の
見
地
か
ら
、
責
任
保
険
契
約
の
対
象
と
な
ら
ず
除
外
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る

（
一
二
頁
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
は
「
特
異
な
規
定
」
と
評
価
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
保
険
者
が
加
害
者
た
る
地
位
に
立
つ
と
す
る
著

者
の
理
論
と
、
右
の
立
場
は
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
四
章
・
第
五
章
は
と
も
に
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
論
説
で
あ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
原
子
力
二
法
（
昭
三
六
法
一
四
七
号
、
同
一
囚
八
号
）
に
つ
い
て

の
著
者
の
評
価
は
、
こ
の
立
法
は
自
賠
法
に
比
し
て
「
飛
躍
的
立
法
」
で
あ
る

と
す
る
（
六
三
頁
）
。
そ
の
要
点
は
、
原
子
力
事
業
者
の
責
任
の
規
定
に
あ
る
。

そ
こ
で
第
四
章
で
は
、
そ
の
第
二
節
に
お
い
て
右
の
責
任
を
検
討
し
、
そ
の
無

過
失
責
任
性
・
無
限
責
任
性
・
責
任
の
集
中
性
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
に
い
う
責

任
の
集
中
性
と
は
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
第
三
条
一
項
・
同
二

項
・
第
四
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
の
運
転
・
核
燃
料
の
運
搬
等
に
際
し
て
生
じ

た
損
害
に
つ
い
て
も
原
子
力
事
業
者
の
み
が
賠
償
責
任
を
負
5
点
を
指
し
、
そ

し
て
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
「
わ
が
国
の
立
法
と
し
て
は
、
そ
の
内
容
上
、
画

期
的
立
法
と
称
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
．

　
ま
た
、
同
法
に
お
け
る
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
法
的
構
造
と
し

て
は
、
諾
成
・
有
償
・
双
務
契
約
た
る
損
害
保
険
契
約
で
あ
り
、
し
か
し
て
同

法
が
被
害
者
の
保
護
を
最
大
目
的
と
す
る
責
任
保
険
契
約
の
実
効
を
図
る
た
め

の
方
策
と
し
て
、
保
険
金
に
関
し
て
次
の
三
事
項
を
規
定
し
た
点
に
注
目
す

る
。
す
な
わ
ち
．
ω
保
険
金
支
払
に
つ
い
て
の
優
先
権
、
＠
保
険
金
請
求
権
の



差
押
え
な
ど
に
つ
い
て
の
制
限
、
の
被
保
険
者
の
保
険
金
支
払
請
求
の
制
限
、

に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ
る
、
国
家
と
原
子

力
事
業
者
と
の
間
の
補
償
契
約
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
そ
れ
は
形
式
的
に
は

保
険
契
約
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
責
任
保
険
契
約
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
五
章
に
お
い
て
は
．
わ
が
国
の
主
力
損
害
保
険
会
社
が
構
成
す
る
日
本
原

子
力
保
険
プ
ー
ル
で
採
用
し
て
い
る
約
款
に
つ
き
、
そ
の
各
条
項
ご
と
に
著
者

の
見
解
を
示
す
。

　
保
険
者
の
責
任
範
囲
条
項
に
つ
い
て
は
、
約
款
が
、
↓
般
災
害
を
事
由
と
す

る
損
害
に
つ
い
て
も
責
任
負
担
を
定
め
た
こ
と
は
、
「
被
害
者
の
保
護
救
済
の

範
囲
を
拡
大
す
る
と
い
デ
見
地
か
ら
見
て
き
わ
め
て
適
切
な
措
置
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
輔
○
輔
頁
）
と
す
る
。
な
お
、
人
的
障
害
に
つ
い
て

は
、
給
付
の
基
華
と
な
る
べ
き
も
の
が
、
「
政
令
に
よ
つ
て
」
定
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　
告
知
義
務
条
項
に
つ
い
て
は
、
約
款
が
告
知
義
務
を
定
め
て
い
る
（
六
条
）
も

の
の
、
そ
の
違
反
の
効
果
を
定
め
て
い
な
い
点
、
解
除
権
を
排
除
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
か
ら
、
「
保
険
者
を
保
護
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら

ぽ
、
む
し
ろ
、
解
除
権
の
存
在
を
約
款
に
お
い
て
明
定
す
る
こ
と
が
妥
当
な
方

法
で
あ
る
と
考
え
る
」
（
一
〇
三
頁
）
と
す
る
。

　
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
故
意
に
よ
る
暗
償
責
任

の
み
を
免
責
し
、
重
過
失
に
基
づ
く
責
任
を
免
責
し
て
い
な
い
点
を
高
く
評
価

し
、
一
方
、
七
条
七
号
が
「
被
保
険
者
が
所
有
・
使
用
ま
た
は
管
理
す
る
も
の

の
損
壊
に
つ
き
、
そ
の
物
に
対
し
正
当
な
権
利
を
有
す
る
も
の
に
対
し
負
担
す

　
　
　
紹
介
と
批
評

る
賠
償
責
任
」
を
免
責
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
商
法
六
六
七
条
を
検
討
す
る
。
先
ず
解
釈
論
と
し
て
、
同
条

は
火
災
保
険
の
場
合
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
学
説
に
反
対
し
、
「
責
任
保

険
の
一
般
原
則
の
ご
と
く
解
し
、
貴
任
保
険
契
約
の
全
域
に
適
用
す
る
よ
う
に

積
極
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
（
二
二
四
頁
）
と
す

る
。　

さ
ら
に
、
同
条
に
お
い
て
は
、
所
有
者
・
保
管
者
と
も
に
保
険
金
請
求
権
を

併
存
的
に
有
す
る
が
、
保
管
者
は
所
有
者
に
損
害
賠
償
を
果
た
し
て
は
じ
め
て

保
険
金
を
請
求
し
得
る
と
す
る
。
現
在
の
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
本
書

二
二
八
頁
の
「
第
三
説
」
と
「
第
二
説
」
が
入
れ
か
わ
つ
て
い
る
。

　
責
任
保
険
に
お
け
る
第
三
者
の
保
険
関
係
へ
の
法
律
的
加
入
に
つ
い
て
は
、

被
害
者
た
る
第
三
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
を
、
保
険
者
代
位
（
商
法
六
六
二

条
）
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
イ
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
問
題
が

多
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
段
論
議
が
深
め
ら
れ
な
い
と
、
い
か
な
る
点

が
対
比
さ
れ
得
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。

　
第
七
章
に
お
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
の
責
任
制
限
と
し
て
わ
が
商
法
が
採
用

し
て
い
る
委
付
主
義
が
、
海
商
企
業
の
保
護
奨
励
と
い
う
合
目
的
的
な
制
度
で

あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
「
船
舶
所
有
者
の
任
意
的
委
付
行
為
に
よ

つ
て
、
債
権
者
が
そ
の
本
来
の
権
利
を
充
分
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
の
場
合

あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
保
護
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
、
船
舶
所
有
者
責

任
制
限
制
度
は
適
当
な
方
策
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
一
八
二
頁
）
と
す

る
．
そ
し
て
、
海
運
企
業
の
保
護
と
漬
権
者
保
護
と
の
円
満
調
和
の
た
め
に
、

海
商
法
中
に
、
船
舶
所
有
者
は
債
務
を
完
遂
す
る
た
め
責
任
保
険
に
加
入
す
べ
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）



　
　
　
紹
介
と
批
評

き
こ
と
の
義
務
的
条
項
を
規
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
す
る
。

　
第
八
章
に
お
い
て
は
、
夙
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
通
説
的
見
解
と
な
つ
て
い

る
再
保
険
契
約
の
責
任
保
険
契
約
性
を
論
証
し
、
さ
ら
に
、
立
法
論
と
し
て
、

元
受
被
保
険
老
の
再
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
を
構
想
す
る
。

　
本
書
の
特
色
は
、
論
文
集
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
個
別
的
な

契
約
の
具
体
的
考
察
か
ら
責
任
保
険
の
本
質
へ
、
い
わ
ば
帰
納
的
な
考
察
が
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
責
任
保
険
契
約
法
の
ご
と
き
新

し
い
法
領
域
の
研
究
方
法
と
し
て
は
、
最
も
適
当
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
結
論
的

に
は
ほ
ぼ
通
説
的
見
解
に
従
う
部
分
が
多
い
が
、
然
し
、
本
書
を
貫
ぬ
く
際
立

つ
た
特
色
は
、
責
任
保
険
に
お
い
て
「
被
害
者
保
護
」
を
第
一
義
的
な
法
理
念

と
し
て
高
く
う
た
い
上
げ
て
い
る
こ
と
て
あ
る
。

　
基
本
的
に
、
損
害
保
険
契
約
の
目
的
は
、
被
保
険
者
の
不
時
の
損
害
が
保
険

者
に
よ
つ
て
填
補
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
そ
れ
は
制
度
的
な
意
味
合
い
と
し

て
の
保
険
本
質
論
の
如
何
を
問
わ
ず
、
契
約
の
目
的
と
し
て
は
そ
う
で
あ
る
と

思
う
）
。
そ
こ
で
、
責
任
保
険
契
約
が
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
目
的
も
ま
た
被
保
険
者
に
生
じ
た
損
害
の
保
険
者
に
よ
る
填
補
を
基
本
と

す
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
著
者
の
表
現
を
籍
り
れ
ば
企
業
責
任
に
関
し

て
の
「
企
業
維
持
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
著
者
の
本
青
に
お
け
る
主
張
の
基
調

を
な
す
も
の
は
、
責
任
保
険
の
第
一
次
的
目
的
を
「
被
害
者
保
護
」
に
求
め
る

も
の
で
あ
り
、
「
企
業
維
持
」
は
む
し
ろ
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
責
任
者
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

位
が
保
険
者
に
転
移
す
る
こ
と
の
効
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
責

任
保
険
契
約
の
損
害
保
険
契
約
性
と
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

の
か
ー
あ
る
い
は
、
損
害
保
険
契
約
が
．
責
任
保
険
に
い
た
つ
て
、
そ
の
損
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害
填
補
契
約
性
か
止
揚
さ
れ
る
の
か
ー
本
書
に
対
し
て
敢
え
て
蜀
を
望
む
と

す
れ
ば
、
そ
の
点
の
明
確
な
理
論
的
見
解
を
聞
き
た
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
些
事
で
あ
る
が
、
文
中
の
注
（
一
四
頁
）
お
よ
び
巻
末
の
参
考
文
献

に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
も
の
の
著
者
の
う
ち
、
「
島
谷
英
助
」
と
あ
る
の
は
「
島

谷
英
郎
」
が
正
し
い
。
評
者
と
し
て
は
大
い
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
機

会
が
あ
つ
た
ら
訂
正
を
お
願
い
し
た
い
。
　
（
法
律
文
化
社
刊
　
二
四
七
頁
　
定
価

八
O
O
円
）
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