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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
〇
九
〕

昭
五
七
4
　
（
報
騙
磯
肇
、
涙
購
）

　
争
訟
の
裁
判
と
国
家
賠
償
責
任

　
　
　
判
例
研
究

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
五
七
・
三
・
一
二
・
第
二
小
法
廷
判
決
）

X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
昭
和
四
二
年
＝
一
月
二
〇
日
に
、
A
か
ら
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
（
＝
二
三
一
二
）
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判
例
研
究

シ
ン
を
一
人
で
二
台
以
上
使
用
す
る
た
め
の
機
械
装
置
の
発
註
を
受
け
、
右
装
置
納

品
時
に
代
金
一
六
万
円
が
支
払
わ
れ
る
約
定
で
あ
つ
た
が
、
装
置
の
調
子
が
悪
く
、

三
ケ
月
程
経
過
し
て
、
A
は
X
に
右
装
置
を
返
還
し
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
X
は
A

か
ら
昭
和
四
三
年
一
月
一
二
日
に
別
の
ミ
シ
ン
の
修
理
方
の
依
頼
を
受
け
、
引
渡
を

受
け
た
が
、
X
は
修
理
も
せ
ず
か
つ
A
の
返
還
請
求
に
も
応
じ
ず
こ
れ
を
留
置
し
、

昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
日
に
な
つ
て
未
修
理
の
ま
ま
返
還
し
た
。

A
は
こ
の
ミ
シ
ン
の
留
置
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
訴
を
起
し
た
。

X
は
こ
の
訴
訟
の
抗
弁
で
、
右
ミ
シ
ン
の
留
置
は
、
A
の
特
殊
装
置
の
代
金
債
務
不

履
行
を
理
由
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
右
装
置
の
売
買
契
約
の
解
除
と
そ
れ
に
基

く
原
状
回
復
義
務
の
履
行
に
よ
つ
て
返
還
さ
れ
た
装
置
が
、
返
還
を
受
け
る
ま
で
の

使
用
に
よ
つ
て
価
値
が
半
減
し
た
た
め
に
、
差
引
八
万
円
程
の
損
害
賠
償
請
求
権
を

取
得
し
た
た
め
、
右
請
求
権
の
担
保
と
し
て
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か

し
、
裁
判
所
は
、
X
が
修
理
の
た
め
に
預
か
つ
た
ミ
シ
ン
を
留
置
す
る
た
め
に
は
A

に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
右
ミ
シ
ン
に
関
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
事
を
要
す

る
が
、
X
の
右
損
害
賠
償
請
求
権
は
X
と
A
と
の
他
の
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
間
に
関
遠
性
を
認
め
る
事
が
で
ぎ
な
い
と
し
て
X
欺
訴
の
判
決
を
し
た
。
X
は

控
訴
せ
ず
右
判
決
が
確
定
し
た
後
に
、
国
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
を

相
手
に
、
A
－
X
の
訴
訟
に
お
け
る
X
の
敗
訴
は
、
右
事
件
を
審
理
し
た
判
事
が
当

事
者
双
方
と
も
に
商
人
で
あ
る
た
め
、
双
方
の
商
行
為
に
よ
り
生
じ
た
債
権
を
被
担

保
債
権
と
す
る
留
置
物
は
、
商
法
五
一
二
条
の
適
用
に
よ
り
被
担
保
債
権
と
の
関
連

を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
、
X
主
張
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
在
に
つ
い
て
判
断
す

べ
ぎ
で
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
な
さ
ず
、
原
告
を
敗
訴
せ
し
め
た
も
の
で
、
こ
の

点
に
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
公
務
員
の
職
務
に
よ
つ

て
損
害
を
受
け
た
と
し
て
損
害
賠
償
の
訴
を
提
起
し
た
。
一
審
・
原
審
と
も
に
X
敗

訴
。
原
審
は
前
訴
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
再
審
に
よ
り
前
訴
判
決
を
取
消
す
判
決

が
確
定
し
な
い
限
り
前
訴
確
定
判
決
の
違
法
に
基
く
国
家
賠
償
請
求
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
（
＝
三
二
四
）

　
　
前
訴
判
決
の
既
判
力
が
生
じ
る
事
項
に
つ
い
て
の
担
当
裁
判
官
の
判
決
行
為
自
体
の

　
　
違
法
を
主
張
し
え
ず
裁
判
所
も
右
違
法
の
判
断
を
な
し
え
な
い
と
判
示
L
た
。

　
　
X
は
こ
れ
に
対
し
て
、
前
訴
判
決
の
効
力
を
争
う
の
で
は
な
く
担
当
裁
判
官
の
不
法

　
　
行
為
に
よ
る
損
害
に
関
す
る
争
い
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
は
理
由
不
備
で
あ
り
、
さ

　
　
ら
に
、
国
家
賠
償
法
一
条
第
一
項
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
原
判
決
が
と
る
制
約
説

　
　
は
、
前
訴
判
決
に
対
し
て
は
如
何
な
る
場
合
に
も
上
訴
・
再
審
を
経
な
い
限
り
右
法

　
　
条
の
適
用
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
実
質
は
適
用
否
定
説
で
あ
つ
て
、
従
来
の
最
高

　
　
裁
の
判
例
に
も
違
反
す
る
と
し
て
上
告
し
た
。

　
　
本
判
決
は
こ
れ
に
応
え
て
、
裁
判
官
が
し
た
争
訟
の
裁
判
に
上
訴
等
の
訴
訟
上
の
救

　
　
済
方
法
に
よ
つ
て
是
正
さ
れ
る
べ
ぎ
暇
疵
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
当
然
に
国
家
賠

　
　
償
法
一
条
一
項
に
い
う
違
法
な
行
為
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
国
の
損
害
賠
償
責
任
の

　
　
問
題
が
生
ず
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
右
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該

　
　
裁
判
官
が
違
法
又
は
不
当
な
目
的
を
も
つ
て
裁
判
し
た
な
ど
、
裁
判
官
が
付
与
さ
れ

　
　
た
権
限
の
趣
旨
に
明
ら
か
に
背
い
て
こ
れ
を
行
使
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な

　
　
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
必
要
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
従
つ
て
上
告
人
の

　
　
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
結
論
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
と
し

　
　
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
上
告
棄
却
の
結
論
に
は
賛
成
だ
が
、
こ
れ
に
至
る
理
論
に
は
反
対
で
あ
る
。

一
、
本
判
決
は
、
確
定
し
た
前
訴
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
の
行
為
に
対
し
て
国

家
賠
償
法
が
適
用
さ
れ
る
事
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
要
件
と
し
て
、
前
訴
判

決
に
上
訴
等
に
よ
つ
て
是
正
さ
れ
る
べ
き
理
疵
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
足
り

ず
、
当
該
裁
判
官
が
違
法
又
は
不
当
な
目
的
を
も
つ
て
裁
判
し
た
な
ど
特
別
な

事
情
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
裁
判
官
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
の
裁

判
官
へ
の
適
用
に
関
し
て
、
学
説
は
未
だ
一
致
を
み
な
い
状
況
に
あ
る
が
、
大
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？
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穿
）

別
し
て
、
適
用
肯
定
説
と
否
定
説
が
あ
り
、
肯
定
説
は
さ
ら
に
全
面
適
用
説
と

　
　
　
（
3
）

制
限
適
用
説
と
に
分
類
す
る
事
が
で
き
る
。
従
来
、
通
説
的
な
見
解
は
全
面
適

用
説
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
公
務
員
に
つ

い
て
、
例
外
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
以
上
、
当
然
に
裁
判
官
に
対
し
て
も
、

一
般
の
公
務
員
と
同
様
に
適
用
す
る
べ
き
で
あ
る
事
、
又
、
裁
判
官
を
除
外
す

る
の
で
は
、
市
民
の
権
利
を
守
る
と
い
う
国
家
賠
償
法
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な

い
危
険
が
あ
る
と
い
う
事
、
さ
ら
に
、
前
訴
裁
判
の
効
力
や
判
断
自
体
を
争
う

の
で
は
な
く
前
訴
裁
判
は
前
提
事
項
に
す
ぎ
な
い
事
な
ど
を
理
由
と
す
る
も
の

　
へ
4
）

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
英
法
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
法
律
上
明
文
の
規
定

が
な
い
事
を
理
由
に
、
裁
判
官
の
あ
ら
ゆ
る
職
務
上
の
行
為
に
つ
い
て
審
理
す

る
可
能
性
を
残
す
の
で
は
、
裁
判
官
の
自
由
な
行
動
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
こ
れ

を
保
障
す
る
裁
判
官
独
立
の
原
則
に
も
反
す
る
と
し
て
、
適
用
を
否
定
す
る
学

　
　
（
5
）

説
が
あ
る
。
し
か
し
所
説
に
対
し
て
は
、
適
用
の
否
定
は
、
憲
法
一
七
条
制
定

以
前
の
国
家
無
答
責
の
状
態
に
後
退
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て

　
（
6
）

い
る
。
又
、
通
説
に
対
し
て
、
現
在
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
反
対
説
は
、
適

用
を
肯
定
し
な
が
ら
も
制
限
を
す
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
有
力

説
に
は
西
独
の
国
家
賠
償
法
が
、
裁
判
官
の
職
務
活
動
に
つ
い
て
制
限
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
璃

る
事
を
理
由
と
す
る
も
の
、
仏
法
を
も
含
め
た
、
英
米
独
仏
の
立
法
例
を
参
酌

し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
司
法
国
家
で
あ
る
英
米
が
司
法
免
責
を
置
く
の
は
当
然

と
し
て
も
、
独
仏
な
ど
の
行
政
国
家
に
お
い
て
す
ら
裁
判
官
に
対
す
る
国
家
賠

償
法
の
規
定
は
制
限
的
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
現
在
、
英

米
法
の
影
響
を
弦
く
受
け
る
司
法
国
家
的
性
格
の
強
い
我
国
に
お
い
て
、
無
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

限
に
右
規
定
を
許
す
の
に
は
疑
問
が
あ
る
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
有

　
　
　
判
例
研
究

力
説
は
、
制
限
適
用
の
要
件
と
し
て
、
裁
判
官
の
刑
事
上
罰
す
べ
ぎ
行
為
が
あ

つ
た
場
合
、
あ
る
い
は
事
実
認
定
な
り
法
令
解
釈
の
適
用
な
り
を
歪
曲
し
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

つ
た
場
合
を
挙
げ
る
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
は
、
理
由
は
明
瞭
で
は
な
い
が

（
引
用
さ
れ
た
同
趣
旨
に
出
る
と
さ
れ
る
判
決
も
そ
の
点
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
の
指
摘
が

（
L
o
）

あ
る
）
、
一
応
こ
の
制
限
適
用
説
に
該
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
、
外
国
法
と
の
比
較
か
ら
、
特
に
裁
判
官
を
除
外
し
て
い
な
い
我
国
の
国
家

賠
償
に
お
い
て
は
、
解
釈
上
、
特
に
除
外
す
る
意
図
を
立
法
者
は
持
つ
て
い
な

い
と
考
え
る
事
も
で
ぎ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
通
説
の
考
え
方
に
対
し
て

は
、
悪
し
き
法
実
証
主
義
の
弊
に
陥
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
い
批
判
が
あ

（
1
1
）

る
。
確
か
に
通
説
は
、
法
条
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
て
本
質
を
見
失
う
慮
れ
の
あ

る
も
の
で
あ
り
、
再
考
の
必
要
が
あ
る
。
そ
の
必
要
を
思
い
至
ら
せ
た
点
で
、

有
力
説
は
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
較
法
的
な
考
察
は
、
と
も

す
る
と
、
他
国
の
多
く
が
採
用
す
る
事
を
理
由
に
あ
た
か
も
そ
の
制
度
が
正
当

な
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
誤
解
に
陥
り
や
す
い
。
他
国
の
立
法
例
を
範
と
す
る

と
し
て
も
、
単
に
右
国
家
の
制
度
が
、
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理

由
で
、
我
国
に
も
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
即
断
す
る
の
は
は
な
は
だ
危
険
で
あ

る
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
他
国
に
お
い
て
、
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
を
支
え
る

考
え
方
で
あ
つ
て
、
単
な
る
立
法
例
な
ど
で
は
な
い
。
特
に
、
有
力
説
が
、
制

限
の
要
件
と
し
て
、
何
故
に
、
裁
判
官
の
害
意
を
挙
げ
る
の
か
は
、
理
解
し
難

い
も
の
で
あ
る
。
所
説
は
、
制
限
適
用
の
論
拠
と
し
て
裁
判
官
独
立
の
原
則
、

司
法
権
の
本
質
と
裁
判
官
の
地
位
の
目
的
論
的
考
察
、
裁
判
官
責
任
追
求
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
し
て
英
米
独
仏
の
制
度
と
の
比
較
を
掲
げ
る
が
、
前
三
者
の
理
由
づ
け
か
ら

は
、
制
限
の
必
要
性
が
推
論
さ
れ
る
と
し
て
も
、
制
限
の
要
件
は
論
理
必
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
＝
三
こ
五
）
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判
例
研
究

に
引
出
さ
れ
る
と
ぼ
思
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
英
米
独
仏
の
立
法
例
か
ら
の
最
大
公

約
数
的
な
制
限
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、

有
力
説
に
は
、
方
法
論
的
に
首
肯
し
難
い
点
が
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

三
、
現
在
主
張
さ
れ
て
い
る
三
説
は
、
結
論
的
に
は
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の

裁
判
官
へ
の
適
用
と
い
う
点
で
、
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
論
の
平
面
自

体
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
三
説
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
、
同
一
平
面
上
で
の
議
論
に
ひ
き
な
お
し
て
み
る
と
、
訴
訟
制
度
に
対
す

る
評
価
の
違
い
と
い
う
点
か
ら
論
じ
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
つ
ま
り
、
一
旦
な
さ
れ
た
裁
判
官
の
行
為
の
チ
ェ
ッ
ク
の
機
構
と
い
う
点

か
ら
考
え
る
と
、
制
度
論
的
な
説
明
は
無
い
が
、
通
説
は
裁
判
官
の
行
為
に
対

す
る
チ
ェ
ッ
ク
の
必
要
性
を
高
く
評
価
し
、
有
力
説
、
適
用
否
定
説
と
な
る
に

従
つ
て
こ
の
必
要
性
を
よ
り
低
く
見
積
も
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
問
題
は
、
一
個
の
手
続
の
完
結
し
た
訴
訟
手
続

の
完
成
度
と
い
う
も
の
に
対
す
る
評
価
の
相
違
と
い
う
も
の
が
、
三
説
の
対
立

の
原
因
と
考
え
る
。
従
つ
て
、
議
論
は
、
そ
の
評
価
の
度
合
が
、
ど
の
程
度
で
あ
る

と
考
え
る
の
が
正
当
か
と
い
う
点
で
、
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
事
に
な
る
。

四
、
さ
て
、
我
国
の
訴
訟
制
度
は
、
高
い
合
理
性
を
備
え
た
、
完
成
さ
れ
た
仕

組
で
あ
り
、
歴
史
的
に
培
わ
れ
た
叡
知
の
結
集
で
あ
る
と
言
つ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の
枠
組
の
緻
密
さ
に
比
し
て
、
こ
の
制
度
の
実
質
的

な
主
体
で
あ
る
裁
判
官
に
対
す
る
配
慮
に
は
、
少
し
ば
か
り
問
題
が
あ
る
。
実

際
に
、
裁
判
官
の
身
分
の
保
障
、
独
立
の
原
則
、
自
由
心
証
な
ど
、
裁
判
官
に

手
厚
い
保
護
を
与
え
、
信
頼
を
置
き
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
待
遇
を
受
け
る
事

が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
構
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
｝
四
　
　
（
＝
…
天
）

ろ
ん
、
そ
の
事
自
体
が
、
裁
判
官
の
身
分
保
障
と
相
反
す
る
危
険
を
孕
ん
で
い

る
事
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
官
と
し
て
、
適
当
で
な
い
者
に
そ
の
よ
う

な
地
位
を
付
与
す
る
の
は
た
い
へ
ん
危
険
で
あ
る
。
特
に
、
そ
う
い
う
裁
判
官

が
判
決
を
下
し
た
場
合
を
考
慮
す
る
と
、
チ
ェ
ッ
ク
機
構
と
L
て
の
国
家
賠
償

法
一
条
一
項
の
役
割
も
大
ぎ
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
大
多
数
の
裁
判
官
は
信
頼
に
足
る
（
我
国
の
制
度
自
体
が
、
実
は
優
秀
な
る

裁
判
官
の
み
を
前
提
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
危

険
、
す
な
わ
ち
、
不
適
当
な
裁
判
官
が
裁
判
を
す
る
危
険
は
、
上
訴
制
度
の
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

用
に
よ
つ
て
非
常
に
可
能
性
の
低
い
も
の
と
な
る
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
裁
判
官

自
体
に
対
す
る
不
服
と
上
訴
制
度
と
が
古
く
は
、
同
根
の
も
の
で
あ
つ
た
事
を

　
　
　
　
　
（
M
）

考
え
あ
わ
せ
る
と
、
歴
史
的
に
、
上
訴
制
度
に
浄
化
さ
れ
た
も
の
を
、
こ
と
さ

ら
抜
き
出
す
試
み
に
は
賛
成
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
又
、
純
粋
に
、
裁
判
官

を
相
手
に
す
る
不
法
行
為
訴
訟
と
、
確
定
し
た
判
決
の
効
力
を
争
う
訴
訟
と

が
、
明
確
に
分
離
で
き
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
当
事
者
と
す
れ
ば
、
自

己
の
出
費
し
た
金
額
が
戻
り
さ
え
す
れ
ば
、
敗
訴
し
た
判
決
の
大
半
は
無
意
味

な
も
の
と
な
る
。
結
局
、
払
い
戻
さ
れ
た
の
と
同
様
の
結
果
を
受
け
る
事
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
不
法
行
為
を
理
由
づ
け
る
上
で
も
、
お
か
し
な
点
が

あ
る
。
当
事
者
が
主
張
す
る
の
は
、
裁
判
官
の
不
当
な
行
為
に
よ
つ
て
、
判
決
が

下
さ
れ
た
た
め
、
本
来
払
う
必
要
の
な
い
金
銭
を
支
払
う
結
果
に
至
つ
た
と
い

う
事
に
な
る
が
、
損
害
で
あ
る
た
め
に
は
、
出
損
の
要
が
な
い
と
い
う
事
が
前

提
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
判
決
が
有
効
で
あ
る
事
を
動
か
さ
ず
に
何
故
に
そ
れ

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
Q
だ
か
ら
こ
そ
、
上
訴
制
度
を
完
備
さ
せ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
右
判
決
の
効
力
自
体
の
発
効
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
右
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の
よ
う
に
、
不
適
当
な
裁
判
官
に
よ
る
行
為
の
結
果
が
生
む
危
険
を
回
避
す
る

と
い
う
方
法
を
採
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
制
限
適
用
を
主
張
す
る
有
力
説
が
挙
げ

た
要
件
に
、
刑
事
上
罰
す
べ
ぎ
行
為
を
し
た
場
合
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
再
審
事
由
と
同
じ
と
考
え
る
事
も
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
所
説

自
体
、
こ
の
種
の
訴
が
、
実
は
、
前
訴
判
決
の
有
効
性
を
崩
さ
な
い
限
り
成
り

立
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
不
適
当
な
裁
判
官
の
チ
ニ
ッ
ク
は
、
上
訴
制
度
に
吸
収
さ
れ
て

い
る
と
捉
え
る
の
が
、
妥
当
で
あ
る
。

　
勿
論
、
い
わ
ゆ
る
不
適
当
な
裁
判
官
を
採
用
し
て
い
た
国
家
の
責
任
は
間
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
に
も
国
家
賠
償
法
が
適
用
さ
れ
る
事
に
よ
つ

て
、
国
家
が
不
適
当
な
裁
判
官
を
任
用
し
て
い
た
と
い
う
責
任
を
追
求
し
、
さ

ら
に
そ
の
事
に
よ
つ
て
国
民
が
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
制
度

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
民
が
不
利
益
を
受
け
る
可
能
性
は
、
制
度
の
完

成
度
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
我
国
の
制
度
が
高
い
合
理
性
に
支
え
ら
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
よ
り
高
い
合
理
的
な
制
度
に
変
化
す

る
可
能
性
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
以
上
、
国
民
が
不
利
益
を
受
け
る
場
合
の

救
済
制
度
は
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
判
決
行
為
以
外
の
裁
判
官
の
行
為
は
少
な
い
（
判
決
行
為
が
賠
償
の

対
象
に
な
る
事
は
、
争
い
が
、
前
訴
判
決
を
毅
損
す
る
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
以
外

で
あ
る
た
め
、
殆
ん
ど
あ
り
得
な
い
）
以
上
右
法
条
の
適
用
の
可
能
性
は
き
わ
め
て

低
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

五
、
以
上
の
事
か
ら
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
は
、
制
限
的
に
で
は
あ
る
が
、

裁
判
官
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
事
、
そ
の
制
限
の
要
件
は
、
前
訴
判
決

　
　
　
　
判
例
研
究

と
の
関
係
で
決
ま
る
と
い
う
事
が
結
論
さ
れ
る
。

　
従
つ
て
、
本
判
決
は
、
適
用
を
制
限
的
と
解
し
上
告
を
棄
却
し
た
点
で
賛
成

で
き
る
が
、
制
限
の
要
件
に
は
疑
間
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
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