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判
例
研
究

顧
客
が
銀
行
の
店
舗
出
入
口
に
敷
設
さ
れ
た
足
拭
き
用
ゴ
ム
マ
ッ
ト
が
ま
く
れ

上
が
っ
て
転
倒
し
た
場
合
に
、
同
マ
ッ
ト
が
床
面
上
を
滑
り
や
す
い
状
態
で
敷
設
さ
れ
て
い

た
と
し
て
、
損
害
賠
償
が
命
じ
ら
れ
た
事
例

平
成
二
六
年
三
月
一
三
日
東
京
高
裁
判
決
、
平
成
二
五
年
（
ネ
）
第
六
一
七
四
号
、
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
、

取
消
（
確
定
）、
判
例
時
報
二
二
二
五
号
七
〇
頁

大

滝

哲

祐

Ⅰ．

事
実
の
概
要

Ｘ
女
（
当
時
五
七
歳
）（
原
告
、
控
訴
人
）
は
、
平
成
二
一
年
八
月
一

六
日
午
後
四
時
一
五
分
頃
に
、
左
肩
に
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
を
掛
け
、

両
手
に
荷
物
を
提
げ
て
、
Ｙ
銀
行
（
被
告
、
被
控
訴
人
）
の
Ａ
支
店
を

訪
れ
、
Ａ
支
店
に
設
置
さ
れ
た
現
金
自
動
預
払
機
（
以
下
、「
Ａ
Ｔ
Ｍ
」

と
い
う
）
を
利
用
し
た
後
、
来
店
時
と
同
様
に
、
左
肩
に
シ
ョ
ル
ダ
ー

バ
ッ
グ
を
掛
け
、
両
手
に
荷
物
を
提
げ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
の
出
入

口
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
。
Ａ
支
店
の
出
入
口
付
近
の
床
に
は
、
足

拭
き
用
の
ゴ
ム
マ
ッ
ト
（
以
下
、「
本
件
マ
ッ
ト
」
と
い
う
）
が
敷
設
さ
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れ
て
い
た
が
、
そ
の
裏
面
が
水
で
濡
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
Ｘ
が
、

本
件
マ
ッ
ト
に
足
を
左
側
の
端
か
ら
一
〇
な
い
し
二
〇
㎝
の
位
置
に
右

足
を
乗
せ
た
と
こ
ろ
、
本
件
マ
ッ
ト
が
Ｘ
の
右
足
を
乗
せ
た
ま
ま
中
央

部
に
む
か
っ
て
横
に
ず
れ
た
た
め
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
身
体
の
左
側
を

下
に
し
て
マ
ッ
ト
も
ろ
と
も
滑
り
込
む
よ
う
な
体
勢
と
な
っ
て
転
倒

し
、
左
側
頭
部
が
本
件
出
入
口
の
ガ
ラ
ス
ド
ア
に
当
た
っ
た
（
以
下
、

「
本
件
事
故
」
と
い
う
）。
そ
の
た
め
、
Ｘ
は
、
頸
椎
捻
挫
等
の
障
害
を

負
い
、
左
半
身
の
感
覚
鈍
麻
そ
の
他
の
後
遺
障
害
が
残
っ
た
。

Ｘ
は
、
Ｙ
の
Ａ
支
店
出
入
口
に
敷
設
さ
れ
た
足
拭
き
マ
ッ
ト
の
管
理

が
適
切
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
マ
ッ
ト
に
足
を
乗
せ

た
途
端
に
こ
れ
が
ま
く
れ
上
が
っ
て
転
倒
し
、
頸
部
捻
挫
等
の
傷
害
を

負
い
、
左
半
身
の
感
覚
鈍
麻
そ
の
他
の
後
遺
障
害
が
残
っ
た
と
主
張
し

て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
Ｙ
に
対
し
、
損

害
賠
償
金
六
四
九
〇
万
九
八
九
八
円
及
び
う
ち
六
四
五
二
万
四
六
一
一

円
に
対
す
る
不
法
行
為
の
日
の
後
で
あ
る
平
成
二
三
年
四
月
二
日
か

ら
、
う
ち
三
八
万
五
二
八
七
円
に
対
す
る
平
成
二
五
年
四
月
一
八
日
か

ら
支
払
済
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
い
を
求
め
た
。

原
審
（
東
京
地
裁
平
成
二
五
年
九
月
二
四
日
判
決
（
判
例
時
報
二
二

二
五
号
七
五
頁
））は
、Ｘ
が
本
件
マ
ッ
ト
に
躓
い
て
転
倒
し
た
こ
と
や
、

Ｘ
が
本
件
マ
ッ
ト
の
手
前
で
体
勢
を
崩
し
な
が
ら
足
を
前
方
に
踏
み
出

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
本
件
事
故
が
発
生
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き

ず
、「
仮
に
本
件
事
故
の
態
様
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

Ｘ
が
自
ら
体
勢
を
崩
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
本
件
マ
ッ
ト
の
端
に
躓

い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
件
マ
ッ
ト
の
形
状
に
照
ら
し
、
本
件
出
入

口
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
Ｘ
は
、
本
件
マ
ッ
ト
の
手
前
で
当
然
そ
の

存
在
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
一
定
の
厚
み
を
有
す
る
こ
と
を
容
易
に
認
識

し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
事
故
は
、
専
ら
Ｘ
の
不
注
意

に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
Ｙ
の
義

務
違
反
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。」と
判
示
し
て
、
Ｘ

の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
、
原
審
の
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
を
提

起
し
た
（
な
お
、
Ｘ
は
、
損
害
賠
償
金
を
二
八
一
四
万
五
三
七
六
円
に

改
め
て
い
る
）。

Ⅱ．

判
旨

取
消
し

①
本
件
事
故
の
原
因
及
び
態
様
に
つ
い
て
は
、「
本
件
事
故
当
時
、
本

件
マ
ッ
ト
は
、
そ
の
裏
面
が
や
や
湿
潤
し
、
か
つ
、
波
打
っ
た
状
態
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
マ
ッ
ト
裏
面
全
体
と
本
件
床
面
と
の
間
に
は
部
分

的
に
滑
り
抵
抗
係
数
の
低
い
部
分
が
存
在
し
、
マ
ッ
ト
表
面
に
そ
の
斜
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め
上
部
方
向
か
ら
力
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
本
件
床
面
上
を
滑
り
や
す

い
状
態
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
そ
の
右
足
を
本
件
マ
ッ
ト
表
面
に
乗

せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
斜
め
上
部
方
向
か
ら
の
力
が
働
き
、そ
の
一
部（
本

件
マ
ッ
ト
の
本
件
出
入
口
に
向
か
っ
て
左
の
部
分
）
が
本
件
床
面
と
の

摩
擦
抵
抗
を
失
っ
て
横
に
移
動
し
、
そ
の
た
め
Ｘ
が
身
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
て
転
倒
し
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
。

②
Ｙ
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、「
本
件
支
店
は
繁
華
街
に
あ

り
、店
舗
内
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
利
用
す
る
た
め
に
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
様
々
な
顧
客
が
多

数
往
来
し
て
お
り
、
そ
の
都
度
本
件
出
入
口
に
敷
設
さ
れ
て
い
た
足
拭

き
マ
ッ
ト
の
上
を
歩
行
し
て
い
た
こ
と
は
推
認
す
る
に
難
く
な
い
。
そ

し
て
、
人
が
歩
行
す
る
に
際
し
て
は
、
足
元
の
着
地
面
が
上
か
ら
働
く

力
を
支
え
、
滑
り
な
ど
に
よ
り
体
勢
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
が
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
転
倒
に
よ
る
身
体
損
傷
等
を
起
こ
し
か
ね
な
い

か
ら
、
そ
の
安
全
確
保
の
た
め
に
は
着
地
面
の
滑
り
防
止
が
必
要
と
さ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
出
入
口
に
敷
設
さ
れ
て
い
た
本
件
マ
ッ
ト

に
つ
い
て
も
、
顧
客
が
そ
の
上
を
通
常
の
態
様
で
歩
行
す
る
に
当
た
っ

て
加
え
ら
れ
る
力
に
よ
り
本
件
床
面
上
を
滑
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
整

備
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

本
件
事
故
当
時
の
状
態
は
前
判
示
の
と
お
り
で
あ
っ
た
か
ら
、Ｙ
に
は
、

Ｘ
が
歩
行
し
て
い
た
本
件
出
入
口
の
安
全
確
保
に
関
し
、
本
件
マ
ッ
ト

が
本
件
床
面
上
を
滑
り
や
す
い
状
態
で
敷
設
さ
れ
て
い
た
点
で
注
意
義

務
違
反
が
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

③
過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
、「
Ｘ
は
、
本
件
事
故
時
に
お
い
て
五
七
歳

の
女
性
で
あ
り
、
健
康
状
態
に
大
き
な
問
題
は
な
く
…
…
、
本
件
事
故

前
に
は
ジ
ョ
ギ
ン
グ
も
し
、
自
分
で
は
運
動
神
経
は
い
い
ほ
う
だ
と

思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
…
…
、
こ
れ
を
前
提
と
す
れ

ば
、
Ｘ
が
本
件
出
入
口
に
向
か
っ
て
歩
行
す
る
際
、
よ
り
注
意
深
く
接

地
面
に
足
を
運
び
、
か
つ
、
身
軽
な
状
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
右
足

を
乗
せ
た
本
件
マ
ッ
ト
が
そ
の
中
央
部
に
向
か
っ
て
ず
れ
て
盛
り
上
が

る
こ
と
に
よ
っ
て
転
倒
し
た
か
否
か
、
転
倒
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に

よ
る
負
傷
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
は
違
っ
た
結
果
に
な
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
、
Ｘ
が
転
倒
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

左
肩
及
び
両
手
に
多
数
の
荷
物
を
抱
え
、
運
動
の
自
由
を
制
約
さ
れ
た

不
安
定
な
状
態
で
歩
行
し
て
い
た
こ
と
が
多
分
に
影
響
し
て
い
た
と
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｘ
の
落
ち
度
を
勘
案
す
る
と
、
本
件
事
故
発

生
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
に
四
割
の
過
失
相
殺
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

と
判
示
し
た
。

以
上
に
よ
り
、
東
京
高
裁
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
金
九
二
万

四
〇
〇
〇
円
等
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
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Ⅲ．

本
判
決
の
意
義

本
件
の
よ
う
な
店
舗
内
で
の
顧
客
の
負
傷
（
事
故
）
に
関
し
て
は
、

店
舗
内
外
の
設
置
物
の
配
置
が
原
因
で
あ
っ
た
の
か
（
安
全
管
理
を

怠
っ
た
こ
と
が
原
因
な
の
か
）、
顧
客
自
身
の
不
注
意
が
原
因
な
の
か

（
自
招
事
故
）、
の
判
断
が
難
し
い
。
本
件
で
も
、
原
審
と
本
判
決
で
判

断
が
分
か
れ
た
。こ
の
点
の
事
例
集
積
の
意
味
で
実
務
上
参
考
と
な
る
。

ま
た
、
本
判
決
は
、
Ｙ
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た

が
、
Ｘ
Ｙ
両
者
の
過
失
を
具
体
的
に
検
討
し
て
損
害
賠
償
額
を
認
定
し

て
い
る
。
こ
の
点
も
、
今
後
の
類
似
事
案
の
検
討
の
際
に
参
考
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ．

研
究

１．

１
）

判
例

本
件
と
類
似
の
事
案
で
店
舗
側
の
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
し
た
最
近

の
判
例
と
し
て
、
①
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
顧
客
が
雨
で
濡
れ
た

床
に
滑
っ
て
転
倒
し
受
傷
し
た
事
故
に
つ
き
、「
店
舗
側
の
注
意
義
務
違

反
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
本
件
の
よ
う
な
店
舗
は
、
年
齢
、
性
別
、

職
業
等
が
異
な
る
不
特
定
多
数
の
顧
客
に
店
側
の
用
意
し
た
場
所
を
提

供
し
、
そ
の
場
所
で
顧
客
に
商
品
を
選
択
・
購
入
さ
せ
て
利
益
を
上
げ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
特
定
多
数
の
者
を
呼

び
寄
せ
て
社
会
的
接
触
に
入
っ
た
当
事
者
間
の
信
義
則
上
の
義
務
と
し

て
、
不
特
定
多
数
の
者
の
日
常
あ
り
う
べ
き
服
装
、
履
物
、
行
動
等
、

例
え
ば
靴
底
が
減
っ
て
い
た
り
、
急
い
で
足
早
に
買
い
物
を
す
る
な
ど

は
当
然
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
安
全
を
図
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。」と
し
た
大
阪
高
裁
平
成
一
三
年
七
月
三
一
日

２
）

判
決
、
②
七
五

歳
の
女
性
客
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
売
場
で

転
倒
受
傷
し
た
事
故
に
つ
き
、
①
と
同
様
の
理
由
で
店
舗
側
の
注
意
義

務
違
反
を
認
め
た
岡
山
地
裁
平
成
二
五
年
三
月
一
四
日

３
）

判
決
、
③
ホ
テ

ル
の
大
浴
場
の
階
段
部
分
で
利
用
客
が
転
倒
し
た
事
案
に
つ
き
、「
Ｙ
に

は
、
浴
場
の
利
用
者
に
対
す
る
信
義
則
に
基
づ
く
安
全
管
理
上
の
義
務

と
し
て
、
利
用
者
が
本
件
階
段
部
分
に
お
い
て
滑
っ
て
転
倒
し
な
い
よ

う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
温

泉
施
設
の
床
が
滑
り
や
す
い
こ
と
は
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
施
設
の
設
置
者
だ
け
に
一
方
的
な
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
こ

と
は
相
当
で
は
な
く
、
上
記
義
務
は
利
用
者
が
一
定
の
注
意
を
払
う
こ

と
を
前
提
と
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。」と
判
示
し
た

盛
岡
地
裁
平
成
二
三
年
三
月
四
日

４
）

判
決
、
④
大
規
模
店
舗
ビ
ル
に
来
店

し
た
客
が
、
屋
外
の
階
段
上
の
氷
に
足
を
取
ら
れ
て
転
倒
、
負
傷
し
た

事
案
で
、「
本
件
建
物
に
付
属
す
る
本
件
階
段
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
野
外
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の
階
段
で
あ
っ
て
、
雪
が
積
も
っ
た
り
、
氷
が
付
着
し
た
り
す
る
か
ら
、

Ｙ
ら
は
、
歩
行
者
が
足
を
滑
ら
せ
な
い
よ
う
に
安
全
性
を
確
保
し
て
管

理
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
置
し
た
ロ
ー
ド

ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
温
度
管
理
を
十
分
行
わ
な
い
ま
ま
、
氷
を
付
着
さ
せ

て
原
告
に
利
用
さ
せ
た
過
失
に
よ
り
、
本
件
事
故
を
発
生
さ
せ
た
、
と

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｙ
ら
は
、
本
件
事
故
に
よ
り
原
告
に
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
、
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」と
判
示

し
た
札
幌
地
裁
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日

５
）

判
決
な
ど
が
あ
る
。
否
定

し
た
判
例
と
し
て
は
、
⑤
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
顧
客
が
雪
で
濡

れ
た
床
に
滑
っ
て
転
倒
し
受
傷
し
た
事
故
に
つ
き
、
Ｘ
が
「
積
雪
が
見

ら
れ
た
日
に
草
履
な
い
し
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
外
出
す
る
な
ど
と
い
う

の
は
甚
だ
軽
率
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
仮
に
降
雪
時
に
草
履
の
ほ

か
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル
や
革
靴
で
外
出
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
突
飛
な
行

動
と
ま
で
い
え
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
Ｙ
ら
と
し
て
は
、
来

店
者
が
あ
る
程
度
雪
上
の
歩
行
に
適
し
た
滑
り
に
く
い
靴
を
履
い
て
来

る
も
の
で
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
靴
底
の
状
態
に
応
じ
て
、

外
マ
ッ
ト
及
び
内
マ
ッ
ト
で
こ
れ
を
十
分
に
拭
う
も
の
と
信
頼
し
て
、

こ
れ
ら
を
設
置
す
れ
ば
足
り
、
そ
れ
以
上
に
特
別
な
マ
ッ
ト
を
用
意
す

る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
ま
で
の
注
意
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」と
判
示
し
た
名
古
屋
地
裁
平
成
二
五
年
一
一
月
二

九
日

６
）

判
決
が
あ
る
。

過
失
相
殺
に
関
し
て
は
、①
大
阪
高
裁
判
決
は
、「
Ｘ
が
、靴
底
が
減
っ

て
滑
り
や
す
い
靴
を
履
い
て
い
た
こ
と
、
パ
ン
と
牛
乳
を
持
っ
て
両
手

が
ふ
さ
が
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
」
し
、
過
失
相
殺
五

割
を
認
定
、
②
岡
山
地
裁
判
決
は
、「
Ｘ
と
し
て
も
、
本
件
売
場
に
お
い

て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
販
売
し
て
お
り
、
か
つ
、
本
件
事
故
当
時
も
約

二
〇
名
の
客
が
行
列
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
売
場
付
近
の
通
路
上
に
ア
イ
ス

ク
リ
ー
ム
の
一
部
が
落
下
し
て
滑
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
予
測

で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
Ｘ
に
も
、
本
件
売
場
前
の
通
路
を
歩
行

す
る
に
当
た
り
、
足
元
へ
の
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を

怠
っ
た
過
失
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
記
認
定
事

実
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
、
本
件
事
故
当
時
、
買
い
物
袋
を
載
せ
た
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
カ
ー
ト
を
押
し
て
歩
行
し
て
お
り
、
前
方
の
床
面
が
見
に
く
い

状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
も
考
慮
」
し

て
、
過
失
相
殺
二
割
を
認
定
、
③
盛
岡
地
裁
判
決
は
、
通
院
慰
謝
料
に

関
し
、「
Ｙ
の
責
任
は
温
泉
施
設
を
開
設
す
る
者
の
責
任
と
し
て
重
い
も

の
が
あ
る
一
方
で
、
Ｘ
は
週
に
数
回
も
温
泉
に
行
く
ほ
ど
の
温
泉
通
で

あ
り（
弁
論
の
全
趣
旨
）、
温
泉
が
転
倒
し
や
す
い
所
で
あ
る
こ
と
を
十

分
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
特
に
階
段
の
上
り
下
り
の
際
に
注
意
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を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
た
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
転
倒
事
故

に
よ
っ
て
生
じ
た
通
院
慰
謝
料
の
全
額
を
Ｙ
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
公

平
と
は
言
い
難
い
」
と
し
、
過
失
相
殺
四
割
と
認
定
し
た
。
④
札
幌
地

裁
判
決
は
、「
雪
国
で
生
活
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
氷
で
覆
わ
れ
た
段
階

で
転
倒
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
歩
行
す
る
こ
と
は
、
…
…
当
然
に
要

求
さ
れ
る
注
意
義
務
で
あ
る
こ
と
、
本
件
階
段
で
Ｘ
以
外
に
氷
で
転
倒

し
た
事
故
が
発
生
し
た
様
子
は
な
い
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
階
段
を
登
っ
て

い
る
か
ら
本
件
階
段
の
氷
の
付
着
状
況
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
Ｘ
に
も
本
件
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
か
な
り
大
き

な
過
失
が
あ
っ
た
、
と
推
認
で
き
る
」
と
し
、
過
失
相
殺
五
割
と
認
定

し
た
。

２．

学
説

本
件
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
土
地
工
作
物
責
任
も
問
題
と
な
り
得
る

が
、
本
件
で
は
、
土
地
工
作
物
責
任
が
直
接
の
問
題
と
な
っ
て
い

７
）

な
い
。

し
か
し
、
本
件
な
い
し
関
連
判
例
で
は
、
転
倒
事
故
に
対
す
る
店
舗
側

の
注
意
義
務
を
、
安
全
確
保
な
い
し
安
全
管
理
上
の
義
務（
不
法
行
為
）

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
安
全
配
慮
義
務
（
債
務
不
履
行
）

と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
に
つ
い
て
学
説
を
挙
げ
る
。

安
全
配
慮
義
務
は
、
労
働
災
害
の
分
野
で
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
で

あ
る
。
判
例
は
、
安
全
配
慮
義
務
を
「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
特

別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
間
に
お
い
て
、
当
該
法
律

関
係
の
付
随
義
務
と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
相
手
方
に
対
し

て
信
義
則
上
負
う
義
務
」
で
あ
る
と

８
）

い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
不
法
行
為

上
の
義
務
違
反
（
過
失
）
は
、
予
見
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

結
果
回
避
義
務
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
を

９
）

い
う
。

本
件
の
よ
う
な
転
倒
事
故
の
場
合
、
安
全
配
慮
義
務
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
①
不
法
行
為
規
範
と
の
関
係
で

問
題
と
な
る
の
は
、
契
約
の
履
行
過
程
で
相
手
方
の
完
全
性
利
益
を
侵

害
し
な
い
よ
う
に
為
す
べ
き
義
務
（
そ
の
違
反
は
、
積
極
的
債
権
侵
害

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
）
を
保
護
義
務

型
、
契
約
の
準
備
交
渉
の
段
階

で
相
手
方
の
完
全
性
利
益
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
な
す
べ
き
義
務
（
そ

の
違
反
は
契
約
締
結
上
の
過
失
論
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
る
）
を
保
護

義
務

型
と
し
て
、
保
護
義
務

型
は
、
給
付
結
果
な
い
し
契
約
実
現

の
た
め
に
、
債
権
者
の
完
全
性
利
益
が
債
務
者
に
対
し
て
開
示
さ
て
お

り
、
か
つ
、
開
示
さ
れ
た
完
全
性
利
益
を
保
持
・
管
理
す
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
注
意
を
相
手
方
（
債
務
者
）
に
委
ね
た
と
い
う
特
質
か
ら
、

契
約
責
任
の
規
律
に
服
さ
せ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
り
、
保
護
義
務

型

は
、
わ
が
民
法
上
あ
え
て
契
約
責
任
法
理
に
服
せ
し
め
な
く
て
も
不
法

行
為
規
範
の
み
で
十
分
に
対
処
し
う
る
と
い

10
）

う
説
、
②
「
不
法
行
為
上
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の
一
般
的
注
意
義
務
と
い
え
ど
も
、
濃
淡
様
々
の
関
係
に
あ
る
者
の
間

に
お
け
る
注
意
義
務
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
安
全
配
慮

義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
『
特
別
の
社
会
的
接
触
』
が
存
在
す

る
場
合
も
含
ま
れ
、
そ
の
濃
淡
に
応
じ
た
内
容
・
程
度
の
注
意
義
務
が

社
会
通
念
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」の
だ
か
ら
、「
特
別
の

社
会
的
接
触
」
が
存
在
す
る
場
合
に
、
信
義
則
上
す
な
わ
ち
社
会
通
念

上
安
全
配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
様
の
内
容
程
度

の
不
法
行
為
上
の
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
す

11
）

る
説
、
③
二
〇
〇
二

年
の
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
経
緯
に
お
け
る
消
滅
時
効
に
関
す
る
議
論
を

参
考
に
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時

効
の
起
算
点
に
関
す
る
規
律
に
は
、
認
識
と
い
う
要
素
が
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
権
利
濫
用
と
い
う
安
全
弁
も
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
契
約
交
渉
中
に
お
け
る
一
方
当
事
者
の
過
失
に

よ
っ
て
、
相
手
方
の
身
体
、
健
康
に
関
す
る
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
不

法
行
為
法
に
よ
る
解
決
で
足
り
る
と
す

12
）

る
説
、
な
ど
が
あ
る
。

３．

検
討

⑴

注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て

ま
ず
、
本
件
の
よ
う
な
転
倒
事
故
の
場
合
は
、
安
全
配
慮
義
務
（
債

務
不
履
行
）
の
問
題
に
な
る
か
に
つ
き
、
２
の
①
説
で
は
、
不
法
行
為

な
い
し
契
約
締
結
上
の
過
失
の

13
）

問
題
、
②
説
で
は
、
安
全
配
慮
義
務
を

認
め
な
い
の
で
、
不
法
行
為
の
問
題
、
③
説
で
は
、
被
害
者
の
時
効
に

関
す
る
認
識
や
権
利
濫
用
を
考
慮
す
れ
ば
、
安
全
配
慮
義
務
（
債
務
不

履
行
）
の
一
〇
年
の
時
効
期
間
は
利
点
と
い
え
ず
、
不
法
行
為
の
問
題

と
し
て
、
い
ず
れ
の
説
に
よ
っ
て
も
、
不
法
行
為
の
問
題
に
な
る
と

14
）

い
う
。
上
記
の
理
由
に
加
え
て
、
転
倒
事
案
は
、
不
特
定
多
数
の
利
用

客
に
対
す
る
注
意
義
務
が
問
題
と
な
り
、
必
ず
し
も
安
全
配
慮
義
務
が

主
に
問
題
と
す
る
使
用
者
と
被
用
者
間
の
雇
用
契
約
関
係
が
問
題
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
転
倒
事
故
に
関
し

て
は
、
不
法
行
為
の
問
題
と
す
る
の
が
適
切
で

15
）

あ
る
。

次
に
、
本
件
の
よ
う
な
転
倒
事
故
の
場
合
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反

は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
で
は
、
本
件

マ
ッ
ト
を
「
通
常
の
態
様
で
歩
行
す
る
に
当
た
っ
て
加
え
ら
れ
る
力
に

よ
り
本
件
床
面
上
を
滑
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
整
備
し
て
お
く
」
注
意

義
務
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
が
注
意
義
務
違
反
と
な
る
。

関
連
判
例
で
は
、
①
大
阪
高
裁
判
決
及
び
②
岡
山
地
裁
判
決
は
、
営
利

目
的
で
、「
不
特
定
多
数
の
者
を
呼
び
寄
せ
て
社
会
的
接
触
に
入
っ
た
当

事
者
間
の
信
義
則
上
の
義
務
」
に
違
反
し
た
こ
と
、
③
盛
岡
地
裁
判
決

で
は
、「
浴
場
の
利
用
者
に
対
す
る
信
義
則
に
基
づ
く
安
全
管
理
上
の
義

務
」に
違
反
し
た
こ
と
、
④
札
幌
地
裁
判
決
で
は
、「
歩
行
者
が
足
を
滑
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ら
せ
な
い
よ
う
に
安
全
性
を
確
保
し
て
管
理
す
べ
き
注
意
義
務
」
に
違

反
し
た
こ
と
が
、
注
意
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
判
示
し
た
。
本
判
決

及
び
関
連
判
例
に
お
け
る
注
意
義
務
と
は
、
①
大
阪
高
裁
判
決
及
び
②

岡
山
地
裁
判
決
の
営
利
目
的
で
、「
不
特
定
多
数
の
者
を
呼
び
寄
せ
て
社

会
的
接
触
に
入
っ
た
当
事
者
間
の
信
義
則
上
の
義
務
」
に
抽
象
化
な
い

し
一
般
化
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
件
の
よ
う
な
転

倒
事
故
で
あ
る
場
合
、
被
害
者
と
な
り
得
る
の
は
社
会
的
接
触
に
入
っ

た
不
特
定
多
数
の
顧
客
で
あ
り
、
ま
た
、
顧
客
自
身
の
自
招
事
故
と
の

区
別
も
困
難
で
あ
る
の
で
、
店
舗
側
の
注
意
義
務
の
存
否
を
営
利
目
的

（
報
償
性
）
や
信
義
則
に
よ
り
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で

16
）

あ
る
。

こ
の
注
意
義
務
を
本
件
の
事
案
に
当
て
は
め
て
も
、
①
Ｙ
は
銀
行
で

あ
る
こ
と（
営
利
目
的
）、
②
Ａ
Ｔ
Ｍ
は
不
特
定
多
数
の
顧
客
の
利
用
が

予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と（
社
会
的
接
触
）、
③
本
件
マ
ッ
ト
の
裏
面
が
水

で
濡
れ
た
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
滑
り
や
す
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
こ

と（
予
見
可
能
性
）、
④
顧
客
が
本
件
マ
ッ
ト
の
上
を
通
常
の
態
様
で
歩

行
す
る
に
当
た
っ
て
加
え
ら
れ
る
力
に
よ
り
本
件
床
面
上
を
滑
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
（
信
義
則
に

基
づ
く
結
果
回
避
義
務
）、か
ら
Ｙ
の
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
し
て
も
良

か
ろ
う
。

⑵

過
失
相
殺
に
つ
い
て

本
判
決
は
、
被
害
者
で
あ
る
Ｘ
の
行
為
態
様
を
詳
細
に
検
討
し
て
、

四
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
①
性
別（
女
性
）、
②
年
齢

（
五
七
歳
）、
③
健
康
状
態
（
良
好
）、
④
転
倒
事
故
時
の
状
態
（
左
肩
及

び
両
手
に
多
数
の
荷
物
を
抱
え
、
運
動
の
自
由
を
制
約
さ
れ
た
不
安
定

な
状
態
で
歩
行
し
て
い
た
こ
と
）、
を
考
慮
し
た
。
本
件
の
よ
う
な
転
倒

事
故
の
場
合
は
、
顧
客
自
身
の
自
招
事
故
と
区
別
す
る
た
め
、
こ
の
よ

う
な
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。
関
連
判
例
で
も
、
顧
客
の
行
為
態

様
に
つ
き
、
履
い
て
い
る
靴
が
歩
行
や
天
候
に
適
し
て
い
た
か
、
両
手

が
塞
が
っ
て
お
り
不
安
定
な
状
態
で
の
歩
行
で
あ
っ
た
か
、
足
元
に
注

意
を
払
っ
て
い
た
か
、
氷
の
付
着
状
況
を
認
識
し
て
い
た
か
、
な
ど
を

詳
細
に
検
討
し
て
過
失
相
殺
を
認
め
た
。
要
す
る
に
、
顧
客
が
通
常
期

待
さ
れ
る
注
意
を
払
い
つ
つ
歩
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
転
倒
事
故
が

生
じ
た
の
か
、
通
常
の
態
様
を
逸
脱
す
る
歩
行
に
よ
り
生
じ
た
か
が
、

過
失
相
殺
の
当
否
及
び
程
度
の
判
断
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら

17
）

れ
る
。

Ⅴ．

結
び
に
代
え
て

本
件
は
、
日
常
生
じ
得
る
店
舗
で
の
転
倒
事
故
に
関
し
、
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
上
で
、
四
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た

事
案
で
、
事
例
集
積
の
意
味
で
実
務
上
参
考
と
な
る
。
今
後
は
、
本
件
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の
よ
う
な
店
舗
で
の
転
倒
事
故
に
お
け
る
注
意
義
務
と
は
何
か
を
明
ら

か
に
し
、
類
型
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本

判
決
及
び
関
連
判
例
に
お
け
る
注
意
義
務
を
、
営
利
目
的
で
、
不
特
定

多
数
の
者
を
呼
び
寄
せ
て
社
会
的
接
触
に
入
っ
た
当
事
者
間
の
信
義
則

上
の
義
務
に
抽
象
化
な
い
し
一
般
化
を
試
み
た
こ
と
は
、
今
後
の
議
論

に
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

１
）

便
宜
上
、
顧
客
（
被
害
者
）
を
Ｘ
、
店
舗
（
加
害
者
）
を
Ｙ
と
表
記

す
る
。

２
）

判
例
時
報
一
七
六
四
号
六
四
頁
。
な
お
、
こ
の
事
案
で
は
、
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ザ
ー
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
と
そ
の
従
業
員
に
対
す
る
安
全
指

導
義
務
も
問
題
と
な
り
、「
本
件
店
舗
の
床
材
は
Ａ
全
店
に
お
け
る
統
一

規
格
の
特
注
品
で
あ
り
、
モ
ッ
ブ
と
水
切
り
（
リ
ン
ガ
ー
）
も
Ｙ
か
ら

統
一
的
に
支
給
さ
れ
て
い
た
製
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、

証
拠
略

に
よ

る
と
、Ｙ
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
と
し
て
、フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
に『
Ａ
』

の
商
号
を
与
え
て
、
継
続
的
に
経
営
指
導
、
技
術
援
助
を
し
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｙ
は
、
本
件
店
舗
の
経
営
主
体
た
る
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ジ
ー
、
又
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
を
通
し
て
そ
の
従
業
員
に
対

し
、
顧
客
の
安
全
確
保
の
た
め
に
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
モ
ッ

プ
に
よ
る
水
拭
き
後
、
乾
拭
き
す
る
な
ど
、
顧
客
が
滑
っ
て
転
ん
だ
り

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
床
の
状
態
を
保
つ
よ
う
指
導
す
る
義
務
が

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
…
…
Ｙ
が
こ
の
義
務
に
反
し

て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
不
法
行
為

責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

３
）

判
例
時
報
二
一
九
六
号
九
九
頁
。

４
）

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
三
号
一
五
八
頁
。
注
意
義
務
の
具
体
的
な
内

容
と
し
て
、「
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
転
倒
ヘ
の
注
意
喚
起
の
表
示
を

し
た
り
、
床
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
滑
り
へ
の
対
策
を
し
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
利
用
者
の
動
線
上
に
手
す
り
を
設
置
し
た
り
す
る
な
ど
、
利
用
者

が
注
意
を
払
う
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
転
倒
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
対
策
を
講
じ
た
り
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
（
床
材
を
十
和
田
石
の
よ
う
な
滑
ら
な
い
も
の
に
し
た
り
、

本
件
階
段
部
分
に
マ
ッ
ト
を
敷
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滑
り
自
体

を
生
じ
な
く
す
る
こ
と
も
一
つ
の
対
策
の
講
じ
方
と
考
え
ら
れ
る
。）。」

と
判
示
し
て
い
る
。

５
）

判
例
時
報
一
七
〇
七
号
一
五
〇
頁
。

６
）

判
例
時
報
二
二
一
〇
号
八
四
頁
。

７
）

土
地
工
作
物
責
任
で
は
、
土
地
の
工
作
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
、

利
用
客
が
受
傷
し
た
場
合
が
問
題
と
な
る
。
判
例
は
、
土
地
工
作
物
責

任
と
基
本
的
に
同
じ
思
想
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
国
家
賠
償
法
二
条

一
項
の
営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、「
営
造
物
が
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
と
判
示
す
る
（
最
高
裁

昭
和
四
五
年
八
月
二
〇
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
九
号
一
二
六
八
頁
））。

そ
し
て
、
同
じ
く
国
家
賠
償
法
二
条
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
営
造

物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
か
は
、
営
造
物
の
構
造
、

用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て

北研50(3-4・ )91 637

判例研究>



具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
で
、
被
害
者
の
事
故
が
、
管
理
者
に
お

い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
安
全
性
に
欠
け
る
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
も
の
が
あ
る

（
最
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月
四
日
判
決
（
民
集
三
二
巻
五
号
八
〇
九

頁
））。

８
）

最
高
裁
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
判
決
（
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三

頁
）。

９
）

大
阪
ア
ル
カ
リ
事
件
（
大
審
院
大
正
五
年
一
二
月
二
二
日
判
決
（
民

録
二
二
輯
二
四
七
四
頁
））
で
は
、「
化
学
工
業
ニ
従
事
ス
ル
会
社
其
他

ノ
者
ガ
其
目
的
タ
ル
事
業
ニ
因
リ
テ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
損
害
ヲ
予

防
ス
ル
ガ
為
メ
右
事
業
ノ
性
質
ニ
従
ヒ
相
当
ナ
ル
設
備
ヲ
施
」
す
こ
と

が
予
見
義
務
お
よ
び
結
果
回
避
義
務
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
新
潟
水

俣
病
事
件
で
も
、「
お
よ
そ
、
化
学
工
業
を
営
む
企
業
（
以
下
「
化
学
企

業
」
と
い
う
。）
の
生
産
活
動
に
お
い
て
は
、
日
進
月
歩
に
開
発
さ
れ
る

化
学
技
術
を
応
用
し
て
大
量
に
化
学
製
品
を
製
造
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
そ
の
化
学
反
応
の
過
程
に
お
い
て
、
製
品
が
生
成
さ
れ
る
か
た
わ

ら
い
か
な
る
物
質
が
副
生
さ
れ
る
か
も
知
れ
ず
、
し
か
も
そ
の
副
生
物

の
な
か
に
は
、
そ
の
ま
ま
企
業
外
に
排
出
す
る
と
き
は
、
生
物
、
人
体

等
に
重
大
な
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
（
以
下
「
有
害
物
質
」

と
い
う
。）が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
か
ら
、化
学
企
業
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
有
害
物
質
を
企
業
外
に
排
出
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
常
に

こ
れ
が
製
造
工
場
を
安
全
に
管
理
す
る
義
務
が
あ
」り
、「
化
学
企
業
が

製
造
工
程
か
ら
生
ず
る
排
水
を
一
般
の
河
川
等
に
放
出
し
て
処
理
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
最
高
の
分
析
検
知
の
技
術
を
用
い
、
排

水
中
の
有
害
物
質
の
有
無
、
そ
の
性
質
、
程
度
等
を
調
査
し
、
こ
れ
が

結
果
に
基
づ
い
て
、
い
や
し
く
も
こ
れ
が
た
め
、
生
物
、
人
体
に
危
害

を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。」と
い

う
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
結
果
回
避
義
務
を
企
業
に
課
し
て
い
る
（
新

潟
地
裁
昭
和
四
六
年
九
月
二
九
日
判
決
（
下
民
集
二
二
巻
九＝

一
〇
号

別
冊
一
頁
、
判
例
時
報
六
四
二
号
九
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
六
七
号

九
九
頁
））。
そ
し
て
、
最
近
の
下
級
審
の
判
例
で
も
、
東
日
本
大
震
災

の
地
震
発
生
後
、
高
台
に
あ
る
幼
稚
園
か
ら
眼
下
の
海
沿
い
の
地
域
に

向
け
て
幼
稚
園
送
迎
バ
ス
を
出
発
さ
せ
、
園
児
四
名
が
津
波
に
被
災
し

て
死
亡
す
る
に
至
っ
た
事
案
で
、「
結
果
回
避
義
務
を
課
す
た
め
に
は
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」と
判

示
し
て
い
る
（
仙
台
地
裁
平
成
二
五
年
九
月
一
七
日
判
決
（
判
例
時
報

二
二
〇
四
号
五
七
頁
））。

10
）

奥
田
昌
道
「
安
全
配
慮
義
務
」『
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望

中
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）四
〇
頁
、
奥
田
教
授
は
、
潮
見
教
授
の

完
全
性
利
益
の
契
約
責
任
に
よ
る
保
護
構
造
に
関
す
る
、
①
給
付
結
果

な
い
し
契
約
目
的
実
現
の
た
め
に
、
債
権
者
の
完
全
性
利
益
が
債
務
者

に
足
し
て
開
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
②
そ
う
し
て
開
示
さ
れ
た

完
全
性
利
益
を
保
持
・
管
理
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
注
意
を
相
手

方
（
債
務
者
）
委
ね
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
債
務
者
に
よ
る

完
全
性
利
益
侵
害
が
、
給
付
結
果
な
い
し
契
約
目
的
の
達
成
へ
と
向
け

ら
れ
た
行
為
の
中
で
生
じ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、
④
当
該
完
全
性
利
益
侵
害
は
、
給
付
結
果
な
い
し
契
約
目
的

の
達
成
に
伴
う
特
殊
の
危
険
の
実
現
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
い
う
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四
類
型
を
基
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
潮
見
佳
男
「
債
務
履
行
過
程
に
お

け
る
完
全
性
利
益
の
保
護
構
造
（
三
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
一
〇
一
巻
一

号
八
〇
頁
）。

11
）

新
美
育
文
「
宿
直
勤
務
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務
」
下
森
定
〔
編
〕

『
安
全
配
慮
義
務
の
法
理
の
形
成
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八

年
）
三
五
八
頁
。
ま
た
、
同
「『
安
全
配
慮
義
務
』
の
存
在
意
義
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
八
二
三
号
九
九
頁
、
同「『
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
意
義
』再
論
」

法
律
論
叢
六
〇
巻
四
・
五
号
五
八
三
頁
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

12
）

円
谷
峻
『
新
・
契
約
の
成
立
と
責
任
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
一

六
五
頁
）、
な
お
、
立
証
責
任
に
関
し
て
も
、
被
害
者
に
有
利
に
働
く
と

は
思
わ
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
六
六
頁
）。

13
）

契
約
締
結
上
の
過
失
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
円
谷
前
掲
（
脚
注
12
）

が
詳
し
い
。

14
）

な
お
、
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
意
義
に
関
し
て
、「
労
働
救
済
法
理
が

労
災
補
償
を
含
め
て
不
十
分
で
、
か
つ
民
事
責
任
の
基
礎
理
論
（
と
り

わ
け
、
契
約
責
任
の
射
程
に
関
す
る
議
論
と
不
作
為
不
法
行
為
の
構
造

に
関
す
る
議
論
）
も
未
確
立
な
時
代
に
お
け
る
、
い
わ
ば
時
代
の
寵
児

で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
、
そ
の
成
果
は
、
一
面
で
は
民
事
責
任
を
も
含

ん
だ
労
働
法
そ
の
他
の
特
別
法
上
の
救
済
理
論
｜

特
別
法
領
域
で
の

一
般
理
論
に
｜

に
、
他
面
で
は
民
事
責
任
の
基
礎
理
論
｜

…
…
保

護
義
務
の
理
論
と
、
不
法
行
為
責
任
論
｜

に
、
そ
れ
ぞ
れ
発
展
的
に

解
消
さ
せ
る
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
潮
見
佳
男
『
債

権
総
論

』〔
第
二
版
〕（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
二
六
〜
一
二
七

頁
）。
こ
の
点
は
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
一
〇
年
）
に
施
行
さ
れ
た
労
働

契
約
法
で
、
安
全
配
慮
義
務
が
法
文
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
発
展
的
解

消
が
進
ん
で
い
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

ま
た
、
近
年
の
判
例
は
、
安
全
配
慮
義
務
と
不
法
行
為
上
の
注
意
義

務
を
あ
ま
り
重
視
せ
ず
に
一
括
し
て
注
意
義
務
と
し
て
判
断
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
（
高
等
学
校
の
生
徒
が
課
外
の
ク
ラ
ブ
活
動
と
し
て
の

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
中
に
落
雷
に
よ
り
負
傷
し
た
事
案
（
最
高
裁
平
成
一

八
年
三
月
一
三
日
判
決
（
判
例
時
報
一
九
二
九
号
四
一
頁
）））
と
指
摘

す
る
も
の
が
あ
る
（
円
谷
峻
『
債
権
総
論
｜

判
例
を
通
じ
て
学
ぶ

｜

』〔
第
二
版
〕（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
四
頁
）。
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）

な
お
、
③
盛
岡
地
裁
判
決
は
、
Ｙ
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償

を
認
め
た
が
、
こ
れ
は
日
帰
り
の
温
泉
利
用
契
約
に
付
随
す
る
保
護
義

務
違
反
の
問
題
と
な
ろ
う
。
保
護
義
務
に
つ
い
て
は
、
潮
見
佳
男
『
契

約
規
範
の
構
造
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）、
最
近
で
は
、
長

坂
純
「
完
全
性
利
益
の
侵
害
と
契
約
責
任
論
」
法
律
論
叢
八
二
巻
四
・

五
号
三
〇
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
同
『
契
約
責
任
の
構
造
と
射
程
｜

完
全
性
利
益
侵
害
の
帰
責
構
造
を
中
心
に
｜

』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一

〇
年
）
が
詳
し
い
。

16
）

①
大
阪
高
裁
判
決
の
評
釈
で
、
店
舗
側
の
責
任
の
成
否
の
分
岐
は
、

第
一
に
、
不
特
定
多
数
人
の
集
客
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
店
舗
の
安
全

性
の
確
保
の
要
請
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
構
造
の
目
的
で
あ
る
報
償
性

に
つ
い
て
の
考
慮
の
濃
淡
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
す

る
も
の
が
あ
る
（
加
藤
新
太
郎
「
コ
ン
ビ
ニ
に
お
け
る
顧
客
の
転
倒
事

故
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
の
安
全
指
導
義
務
違
反
」
私
法
判
例
リ
マ
ー

ク
ス
二
六
号
六
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
））。

北研50(3-4・ )93 639
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）

過
失
相
殺
に
お
け
る
被
害
者
の
過
失
に
つ
き
、
①
被
害
者
自
身
が
危

険
な
結
果
を
避
け
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
合
理
的
な
対
応
し
な
か
っ
た

と
い
う
行
為
態
様
で
あ
る
こ
と
、
②
①
は
結
果
回
避
の
た
め
の
客
観
的

な
行
為
義
務
を
前
提
と
し
て
加
害
者
の
過
失
を
判
断
す
る
と
い
う
構
造

と
共
通
す
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
（
窪
田
充
見
『
不

法
行
為
法
｜

民
法
を
学
ぶ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）三
八
五
〜
三

八
六
頁
）。
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