
主
婦
の
逸
失
利
益

に
つ
い
て

西

井

龍

生

は
　
じ
　
め
　
に

主婦の逸失利益について（西井）

　
女
子
が
不
慮
の
事
故
に
あ
い
死
亡
し
た
り
、
負
傷
し
た
り
し
た
場
合
に
、
夫
あ
る
い
は
子
が
、
　
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
じ

は
、
男
子
と
異
な
る
特
殊
な
問
題
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
わ
た
し
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
被
害
者
が
現

に
職
業
に
就
い
て
収
入
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
額
の
算
定
に
当
り
、
男
子
と
女
子
と
で
そ
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

差
異
は
な
い
が
、
逸
失
利
益
の
計
算
の
際
に
、
女
子
が
結
婚
の
前
後
に
お
い
て
退
職
す
る
も
の
と
み
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
大
き
な
差
が
生

ず
る
（
結
婚
退
職
と
い
う
見
方
に
は
反
対
で
あ
る
こ
と
は
、
前
稿
で
述
べ
た
）
。
た
だ
、
被
害
者
が
主
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
彼
女
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
の
喪
失
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
賃
金
収
入
者
で
な
く
、
家
業
で
あ
る
農
業
、
商
工
業
、
漁
業
等
に

家
事
労
働
と
な
ら
ん
で
従
事
し
、
あ
る
い
は
お
茶
、
生
花
、
舞
踊
等
の
教
師
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
損
害
算
定
に
関
し
て
特
色
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
女
性
が
専
ら
主
婦
と
し
て
家
事
労
働
に
当
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
逸
失
利
益
が
存
す
る
か
ど
う
か
、
も
し
肯
定
す
る
と
す

一一69一



説論

れ
ば
、
差
、
の
算
定
方
法
は
ど
う
な
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
主
婦
の
死
亡
に
よ
っ
て
夫
お
よ
び
子
が
損
害
を
こ
う
む
っ
た

と
し
て
そ
の
賠
償
を
求
め
る
場
合
の
、
そ
の
損
害
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
前
稿
以
来
、
主
婦
の
逸
失
利

益
を
め
ぐ
る
判
例
も
二
三
に
止
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
考
察
し
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
一
）
拙
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
法
学
論
集
第
三
号
所
収

二

主
婦
の
死
亡
に
よ
る
損
害
の
範
囲

一70一

ロ
　
イ
ギ
リ
ス
の
場
合

　
イ
ギ
リ
ス
法
に
あ
っ
て
は
、
妻
の
死
亡
に
ょ
る
損
害
賠
償
の
内
容
に
お
い
て
、
日
本
の
場
合
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
夫
が
妻
の
死
亡

に
た
い
し
て
す
る
請
求
は
、
死
者
に
た
い
す
る
傷
害
や
、
あ
る
い
は
遺
族
の
傷
つ
け
ら
れ
た
感
情
に
た
い
す
る
補
償
を
含
ま
ず
、
単
に
遺
族
に

た
い
す
る
妻
の
過
去
の
貢
献
の
喪
失
と
、
将
来
に
お
け
る
金
銭
的
利
益
の
合
理
的
期
待
の
喪
失
と
に
ょ
る
損
害
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
右
の
二
つ
の

場
合
に
お
け
る
金
銭
的
損
失
に
た
い
す
る
補
償
の
み
が
問
題
と
な
る
（
タ
フ
・
べ
ー
ル
鉄
道
会
社
対
ジ
ェ
ン
ク
ス
事
件
参
照
）
。
ケ
ソ
プ
氏
に
よ

れ
ば
「
，
多
分
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
夫
の
損
害
を
評
価
す
る
最
善
の
方
法
は
、
年
毎
の
算
出
基
礎
に
も
と
づ
く
金
銭
的
純
損
失
を
計
算

し
、
こ
れ
に
適
当
な
乗
数
を
掛
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
の
乗
数
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
夫
と
死
ん
だ
妻
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
や
、
妻
の
サ

ー
ビ
ス
の
一
部
が
そ
の
監
護
に
む
け
ら
れ
た
子
ど
も
の
年
齢
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
夫
の
再
婚
の
チ
ャ
ン
ス
、
お
よ
び
そ

れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
別
の
妻
を
獲
得
す
る
可
能
性
、
そ
し
て
ま
た
、
生
命
の
不
確
実
性
や
、
し
た
が
っ

て
夫
が
う
け
る
収
入
の
総
額
の
不
確
実
性
な
ど
の
因
子
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
と
し
て
、
あ
る
特
別
の
項
目
が

か
な
り
の
正
確
さ
を
も
っ
て
別
個
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
夫
が
仕
事
に
出
て
い
る
間
に
子
ど
も
の
世
話
人
を
雇
っ
て
子

ど
も
の
世
話
を
し
て
も
ら
う
場
合
は
、
こ
の
費
用
は
そ
の
子
が
学
齢
に
達
す
る
ま
で
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
だ
け
続
く
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

　
（
一
）

る
。



主婦の逸失利益について（西井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ロ

　
ケ
ン
プ
氏
は
、
妻
の
死
亡
に
も
と
づ
き
夫
が
請
求
し
う
る
項
目
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

財⇔

夫
の
金
銭
的
損
失

　
③
妻
自
身
の
稼
動
に
よ
る
家
計
に
た
い
す
る
貢
献

　
㈲
妻
が
無
償
で
お
こ
な
っ
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
お
こ
な
う
た
め
の
家
政
婦
あ
る
い
は
召
使
い
（
以
下
家
政
婦
等
を
よ
ぶ
）
を
雇
入
れ
る
費
用

　
⑥
こ
の
よ
う
な
家
政
婦
等
の
賄
お
よ
び
住
込
に
要
す
る
費
用

　
＠
妻
に
代
っ
て
家
政
婦
等
が
家
計
を
ぎ
り
も
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
余
分
な
出
費

　
＠
家
政
婦
等
の
た
め
に
部
屋
を
飾
っ
た
り
、
必
要
な
快
適
さ
を
準
備
す
る
た
め
の
費
用

　
qD
子
ど
も
を
学
校
で
賄
っ
て
も
ら
う
た
め
の
費
用

　
⑧
子
ど
も
の
服
を
妻
が
作
る
代
り
に
購
入
す
る
た
め
の
出
費

　
α⇒
夫
自
身
の
衣
類
の
購
入
費
、
妻
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
修
理
さ
れ
て
い
た
服
の
修
理
費

　
①
妻
に
よ
っ
て
料
理
さ
れ
る
代
り
に
外
食
す
る
こ
と
（
に
よ
る
余
計
な
出
費
）

　
①
夫
の
雇
用
が
不
確
定
で
あ
っ
た
り
、
彼
の
健
康
状
態
が
悪
い
と
き
や
、
夫
が
働
い
て
い
な
い
と
き
に
、
妻
が
家
計
を
き
り
ぬ
け
る
た
め
に

　
　
働
き
に
出
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
場
合
等
の
（
生
活
）
保
障
の
要
素
の
喪
失

　
㈹
所
得
税
の
評
価
の
た
め
の
配
偶
者
控
除
の
喪
失

＠
夫
の
金
銭
的
利
益

　
③
妻
の
遺
言
や
、
無
遺
言
に
ょ
っ
て
受
け
と
っ
た
金
銭

　
㈲
妻
を
維
持
し
、
着
物
を
き
せ
、
小
使
銭
を
与
え
な
い
こ
と
に
ょ
っ
て
節
約
さ
れ
る
金
銭

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
夫
が
妻
の
死
亡
に
よ
っ
て
賠
償
を
求
め
う
る
損
害
の
項
目
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
場
合
と
か
な
り
顕
著
な
差

異
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
英
法
で
は
、
妻
の
死
亡
の
際
の
慰
謝
料
は
、
本
人
は
も
と
よ
り
遺
族
の
そ
れ
も
認
め
な
い
。
右
の
ケ
ソ
プ
氏
の
掲
げ
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説論

る
項
昌
の
う
ち
、
ω
の
⑧
㈲
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
容
認
さ
れ
る
項
目
で
あ
る
が
、
⑥
以
下
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
否
定
的
で
あ
ろ
う
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

だ
、
そ
れ
ら
の
内
に
は
、
遺
族
に
た
い
す
る
慰
謝
料
額
算
定
の
要
素
と
し
て
し
ん
酌
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
就
中
①
は

十
分
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
＠
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
従
来
余
り
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
今
後
妻
の
社
会
的
経
済
的
活
動
が
活
発
と
な
れ
ば
、
③
に
つ
い
て
も
考
慮
を
要
す
る
場
合
が
生
ず
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
⑥
に
関

し
て
は
、
妻
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
も
の
は
存
し
な
い
が
、
幼
児
の
逸
失
利
益
算
定
に
あ
た
り
、
死
亡
後
稼
動
を
開
始
す
る
に
い
た
る
間
に

お
け
る
生
活
費
を
、
死
亡
に
よ
り
支
出
を
免
れ
た
利
益
と
し
て
損
害
額
よ
り
控
除
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
判
例
は
賛
否
両

　
　
　
　
　
　
（
三
）

説
に
分
れ
て
い
る
。

二
　
わ
が
国
の
場
合

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
死
亡
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
の
種
類
と
範
囲
が
極
め
て
広
汎
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
徴
的
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
通
常
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ヒ
o
積
極
的
損
害
　
㈲
治
療
費
・
入
院
費
・
手
術
料
等
　
⑥
物
品
損
害
（
着
衣
・
乗
物
・
携
帯
品
等
）

　
回
消
極
的
損
害
　
⑥
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
　
④
遣
族
に
つ
い
て
扶
養
を
う
く
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失

　
の
精
神
的
損
害
　
回
被
害
者
本
人
の
慰
謝
料
　
①
遺
族
圃
有
の
慰
謝
料
。

　
右
の
項
目
の
う
ち
、
③
㈲
は
イ
ギ
リ
ス
法
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
⑥
は
合
理
的
期
待
の
存
す
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
認
め
ら
れ
、
㈹
も
妻

に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
喪
失
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
⑥
＠
と
も
に
金
銭
的
な
喪
失
と
し
て
把
え
ら
れ
て
お
り
、

積
極
的
損
害
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
場
合
、
㈹
は
通
常
⑥
の
相
続
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
相
続
人
以
外
に
つ
き
＠
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
⑥
を
否
定
し
て
④
の
み
を
認
め
よ
う
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
レ

見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
⑲
は
イ
ギ
リ
ス
法
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
qD
に
関
し
て
は
、
最
大
法
廷
判
昭
四
二
。
二
・
一
民
集
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

一
巻
九
号
二
二
四
九
頁
が
そ
の
当
然
相
続
性
を
肯
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
の
東
京
地
裁
は
相
次
い
で
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
れ
を
支
持
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
七
）

す
る
学
説
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
私
ぱ
当
然
相
続
説
を
と
る
が
、
本
稿
で
は
慰
謝
料
に
関
し
て
は
ふ
れ
な
い
）
。

　
　
　
（
一
）
閃
雰
も
卑
内
Φ
潰
6
．
．
一
、
富
O
轟
昌
葺
昌
o
胤
O
費
奪
鯵
篶
ω
．
、
身
似
①
α
’
＜
〇
一
●
N
男
繋
巴
一
ε
β
昌
9
巴
導
ω
｝
㌘
嵩
O

　
　
　
（
二
）
同
書
一
七
七
頁
以
下

　
　
　
（
三
）
戦
前
か
ら
肯
定
、
否
定
両
説
の
対
立
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
イ
、
は
、
拙
稿
「
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
る
生
命
・
身
体
の
価
額
」
第
一
生
命
の
価
額
下
ジ

　
　
　
　
　
ュ
リ
ニ
ニ
七
号
を
み
ら
れ
た
い
。
戦
後
も
、
旭
川
地
判
昭
四
〇
・
五
・
一
九
判
時
四
一
〇
号
四
七
頁
は
肯
定
す
る
が
、
名
古
屋
地
判
昭
三
七
・
九
・
二

　
　
　
　
六
判
時
三
二
四
号
三
〇
頁
は
否
定
し
て
い
た
。
最
判
昭
三
九
・
六
・
二
四
民
集
一
八
溝
四
七
四
頁
が
否
定
し
て
以
来
、
東
京
地
判
昭
四
一
・
一
〇
・
六

　
　
　
　
下
民
集
一
七
巻
九
・
一
〇
号
九
二
二
頁
、
東
京
地
判
昭
四
三
・
二
二
一
九
判
時
互
二
号
六
八
頁
、
大
阪
地
判
昭
四
三
・
三
二
二
判
時
五
二
二
号
五

　
　
　
　
四
頁
等
み
な
否
定
説
を
と
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
四
）
仙
台
地
判
昭
四
三
・
二
・
七
判
時
五
二
一
号
七
四
頁
は
、
三
九
才
男
子
の
死
亡
に
つ
き
、
先
天
性
白
内
障
で
両
眼
失
明
、
知
能
程
度
も
低
い
弟
の
扶

　
　
　
　
養
を
同
人
が
一
身
で
負
担
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
、
自
己
の
生
活
費
一
ヵ
月
平
均
金
六
、
六
〇
〇
円
の
ほ
か
、
弟
の
生
活
費
を
五
、
○
○
○
円
と
し
、

　
　
　
　
そ
の
合
計
額
を
収
入
よ
り
控
除
し
て
純
益
を
算
出
す
る
一
方
、
弟
（
相
続
人
で
は
な
い
）
よ
り
す
る
扶
養
を
う
く
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
に
も
と
づ
く

　
　
　
　
賠
償
請
求
を
月
額
五
、
○
○
○
円
の
限
度
で
認
め
て
い
る
。

　
　
　
（
五
）
加
藤
一
郎
「
自
動
車
事
故
の
周
辺
」
ジ
ュ
リ
三
八
一
号
八
頁
、
西
原
道
雄
「
人
身
事
故
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
法
理
」
同
誌
一
五
一
頁
。

　
　
　
（
六
）
東
京
地
判
昭
四
二
・
三
・
二
七
判
時
四
七
五
号
一
八
頁
、
東
京
地
判
昭
四
二
・
四
・
二
八
判
時
四
八
六
号
五
三
頁
、
東
京
地
判
昭
四
二
ニ
ニ
・
二

　
　
　
　
五
判
夕
二
一
六
号
一
七
頁
、
東
京
地
判
昭
四
三
・
四
・
三
〇
判
夕
二
一
二
号
一
五
五
頁
な
ど

　
　
　
（
七
）
打
田
唆
一
「
慰
謝
料
請
求
権
の
相
続
性
一
判
例
演
習
五
巻
三
三
頁
、
好
美
清
光
「
生
命
侵
害
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
そ
の
相
続
性
に
つ
い
て
」
田

　
　
　
　
中
誠
二
古
稀
論
集
六
七
五
頁
以
下

【
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三

逸
失
利
益
と
は
何
か

そ
の
一

　
従
来
生
命
侵
害
に
よ
る
消
極
的
損
害
と
し
て
の
「
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
」
は
、
被
害
者
が
現
在
一
定
の
収
入
を
得
て
お
り
、
そ
れ
を
継

続
的
に
取
得
し
う
る
合
理
的
な
見
込
の
あ
る
場
合
に
、
現
在
の
収
入
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
稼
動
期
間
の
終
期
を
い
つ
と
見

る
か
、
一
斉
昇
給
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
こ
れ
を
ど
う
取
り
扱
う
か
、
あ
る
い
は
ボ
ー
ナ
ス
を
計
算
の
基
礎
に
算
入
す
る
か
等
の
間

題
を
生
ず
る
が
、
比
較
的
に
計
算
は
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
収
入
の
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
将
来
の
逸
失
利
益
を

算
出
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
稼
動
に
よ
り
一
定
の
収
入
を
も
た
ら
し
う
る
婦
人
の
場
合
に
は
、
右
の
方
法
に
ょ
っ
て
算
出
す
れ
ば
よ
い
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
に
よ
る
損
害
を
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
幼
児
、
病
者
、
高
齢
者
、
家
事

に
専
従
す
る
主
婦
に
つ
い
て
は
、
右
の
意
昧
の
逸
失
利
益
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
否
定
説
に
も
い
く
つ
か
の
型
が
あ
る
。

ω
　
否
　
　
定
　
　
説

　
↑の
①
高
松
地
丸
亀
支
判
昭
三
一
・
二
・
二
〇
（
不
法
行
為
下
民
集
一
三
年
度
二
八
九
頁
）
は
、
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
一
九
才
の
未
婚

女
性
に
つ
き
、
将
来
結
婚
し
て
家
事
に
従
事
す
べ
く
、
そ
れ
は
女
中
あ
る
い
は
家
政
婦
の
労
働
と
同
一
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
女
中
あ
る

い
は
家
政
婦
に
た
い
す
る
給
与
は
月
五
、
○
○
○
円
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
一
の
利
益
を
失
っ
た
と
の
原
告
の
主
張
を
し
り
ぞ
け

て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
主
婦
の
家
事
労
働
は
、
労
働
（
力
？
）
の
対
価
と
し
て
賃
金
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
　
「
そ
れ
は

専
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
自
ら
の
家
庭
生
活
の
維
持
発
展
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
い
わ
ぱ
自
己
目
的
的
乃
至
本
然
的
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
勇
働
に
対
し
て
も
原
則
と
し
て
何
ら
現
実
に
金
銭
を
以
て
そ
の
対
価
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
果

の
享
受
は
本
質
的
に
み
て
全
く
非
財
産
的
な
利
益
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
主
婦
の
労
働
を
以
て
女
中
ま
た
は
家
政
婦
の
労
働
と
同
視

し
、
そ
の
成
果
の
享
受
の
喪
失
を
以
て
女
中
ま
た
は
家
政
婦
の
給
料
の
喪
失
の
場
合
と
同
日
に
論
ず
る
の
は
謬
り
で
あ
る
。
」
と
。
こ
こ
で
は
、

家
事
労
働
が
対
価
性
を
有
し
な
い
こ
と
が
否
定
の
主
た
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
が
主
婦
の
逸
失
利
益
を
、
女
中
ま
た
は
家
政
婦
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説論

の
賃
金
に
よ
り
算
出
す
る
根
拠
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
イ
ギ
リ
ス
法
で
、
家
政
婦
あ
る
い
は
女
中
の
賃
金
が
損
害
と
し
て

認
め
ら
れ
る
の
は
、
妻
の
死
後
家
事
を
処
理
し
て
も
ら
う
た
め
に
現
実
に
こ
れ
ら
の
も
の
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
た
だ
、
職
業

的
家
政
婦
、
女
中
を
雇
用
し
た
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
隣
人
〈
ケ
ン
プ
ア
ン
ド
ケ
ン
プ
前
掲
書
一
七
六
頁
〉
夫
の
母
〈
同
書
一
八
一
頁
〉
に
も
認

め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
対
価
を
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
）
。
＠
妻
の
家
事
労
働
の
財
産
的
価
値
は
、
あ
く
ま
で
夫
の
労
働
を
媒
介
と

し
、
夫
の
収
入
と
い
う
形
を
も
っ
て
表
面
に
現
わ
れ
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
夫
の
収
入
以
外
に
妻
独
自
の
財
産
的
利
益
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
夫
の
収
入
の
中
に
夫
の
労
働
に
対
す
る
対
価
の
部
分
と
、
妻
の
家
事
労
働
に
対
す
る
対
価
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
妻
の
家
事
労
働
に
対
す
る
対
価
が
夫
の
収
入
の
一
部
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
夫
と
妻

の
内
部
関
係
に
お
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
や
は
り
夫
の
収
入
は
す
べ
て
夫
に
帰
属
す
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
谷
水
央
「
民
事
交
通
事
故
訴
訟
の
問
題
点
」
判
夕
二
〇
二
号
五
一
頁
）
こ
の
立
場
か
ら
は
、
肯
定
説

に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
、
夫
と
妻
と
が
生
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
子
は
、
現
実
に
は
夫
の
収
入
以
上
の
財
産
的
利
益
を
享
受
し
得
な
い

の
に
、
夫
と
妻
と
が
同
時
に
死
亡
す
る
と
（
妻
だ
け
が
死
亡
し
た
時
も
？
）
夫
の
収
入
に
妻
の
財
産
的
利
益
を
加
え
た
賠
償
請
求
権
を
取
得
す

る
こ
と
に
な
り
、
父
母
の
生
存
し
て
い
る
と
き
よ
り
も
多
い
利
益
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
点
を
あ
げ
る
。

㈲
肯
　
　
定
　
　
説

　
こ
れ
に
た
い
し
、
家
事
労
働
に
専
念
す
る
主
婦
に
関
し
て
も
、
経
済
的
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
夫
お
よ
び
子
よ
り
す
る
損
害
賠
償
請

求
を
容
認
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
分
類
さ
れ
う
る
。

Oり

　
被
害
者
が
未
婚
だ
が
有
職
者
の
場
合
に
は
、
逸
失
利
益
の
算
定
が
容
易
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
肯
定
説
を
と
る
も
の
が
多
い
。

②
横
浜
地
川
崎
支
判
昭
四
〇
・
四
・
二
三
下
民
集
一
六
巻
四
号
七
一
三
頁
は
、
一
八
才
の
見
習
看
護
婦
の
死
亡
に
つ
い
て
、
翌
年
四
月
一
日

よ
り
は
准
看
護
婦
に
な
り
、
そ
の
後
停
年
退
職
ま
で
四
一
八
月
間
労
働
し
得
た
も
の
と
し
て
、
事
故
当
時
の
損
害
額
の
現
価
を
月
毎
ホ
フ
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
レ

式
計
算
法
に
し
た
が
っ
て
計
算
し
て
金
一
、
七
八
五
、
九
八
九
円
と
な
る
と
す
る
。
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⑧
　
東
京
地
判
昭
四
一
・
二
・
一
五
下
民
集
一
七
巻
二
・
一
二
号
一
〇
九
三
頁
は
、
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
二
二
才
、
二
〇
才
の
二
人
の

私
立
高
校
女
子
教
員
に
つ
い
て
、
満
三
五
才
に
い
た
る
ま
で
（
理
由
不
明
、
原
告
ら
の
請
求
は
余
命
の
範
囲
内
で
、
A
五
〇
才
、
B
五
二
才
で

あ
る
）
稼
動
す
る
も
の
と
し
て
損
害
額
を
算
定
、
年
ご
と
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
に
ょ
り
A
に
つ
い
て
一
五
六
万
円
余
、
B
に
つ
い
て
㎝
五
三
万

円
余
を
認
め
る
。

　
　
　
　
（
三
）

　
他
の
例
は
、
い
ず
れ
も
傷
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
志
賀
高
原
ス
キ
ー
事
件
と
し
て
有
名
な
、
④
東
京
地
判
昭
三
九
・
一
二
二
二
判

時
三
九
三
号
一
七
頁
に
あ
っ
て
は
、
原
告
は
二
三
才
余
の
健
康
な
未
婚
女
性
、
高
校
卒
業
後
会
社
に
勤
務
し
て
月
額
金
一
五
、
七
〇
〇
円
を
得

て
い
た
。
本
件
傷
害
の
程
度
は
、
労
基
法
施
行
規
則
別
表
身
体
傷
害
等
級
表
等
に
ょ
れ
ば
、
第
七
級
「
女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も

の
」
に
該
当
す
る
と
は
い
え
ず
、
第
八
級
「
一
眼
失
明
」
の
場
合
に
該
当
し
、
そ
の
労
働
能
力
喪
失
率
は
四
五
％
と
認
め
て
、
平
均
初
婚
年
齢

で
あ
る
二
四
才
ま
で
あ
と
一
年
間
働
き
、
事
故
時
の
現
価
九
〇
万
円
を
得
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
た
後
、
一
般
に
有
職
未
婚
の
女
子
が
余
命
ま
た

は
そ
れ
に
近
い
年
数
の
間
そ
の
職
場
に
勤
務
し
、
そ
の
収
入
を
得
る
こ
と
は
、
近
時
に
お
け
る
女
子
労
働
者
中
の
既
婚
婦
人
の
増
加
を
考
慮
に

入
れ
て
も
な
お
通
常
で
は
な
く
、
　
「
む
し
ろ
女
子
の
場
合
は
、
特
段
の
事
情
な
き
か
ぎ
り
、
結
婚
適
齢
期
に
達
し
た
頃
に
結
婚
し
、
お
よ
そ
そ

の
頃
退
職
し
て
家
庭
の
人
と
な
り
、
そ
の
後
は
い
わ
ゆ
る
家
事
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
と
認
め
る
を
相
当
と
し
、
そ
し
て
、
そ
の
労
働
力
は

通
例
一
般
女
子
の
平
均
労
働
賃
金
に
相
当
す
る
収
益
を
得
べ
き
見
込
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」
と
述
べ
る
。
　
そ
し
て
、

平
均
初
婚
年
齢
が
二
四
・
八
才
、
女
子
の
労
働
右
の
月
間
き
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
給
与
額
の
平
均
か
金
九
、
八
九
一
円
で
あ
る
こ
と
、
女
子

の
稼
動
可
能
期
間
は
五
五
才
ま
で
が
相
当
で
あ
る
が
、
本
件
事
故
に
よ
り
そ
の
労
働
能
力
の
四
五
％
を
失
っ
た
と
し
て
、
そ
の
損
害
額
（
事
故

時
現
価
）
を
金
一
、
〇
二
九
、
一
五
七
円
と
し
、
賠
償
額
合
計
一
、
九
二
九
、
一
五
七
円
を
認
め
る
（
他
に
原
告
に
た
い
し
て
慰
謝
料
金
一
〇

〇
万
円
、
そ
の
父
母
に
た
い
し
て
各
一
五
万
円
ず
つ
を
容
認
）
。
し
か
し
、
何
故
家
事
労
働
が
平
均
労
働
賃
金
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
の
か
は

ま
っ
た
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
（
か
え
っ
て
前
段
の
説
示
は
、
否
定
説
の
立
場
を
と
る
前
掲
大
阪
地
判
昭
四
二
・
四
．
一
九
と
同
一
で
あ
る
か

ら
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
理
由
を
開
陳
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。
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説論

　
＠
　
妻
が
単
独
で
企
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
逸
失
利
益
の
算
定
に
あ
た
り
、
男
子
の
場
合
と
格
別
異
な
っ
た
問
題
は
な
い
が
（
例
え

ぼ
東
京
地
判
昭
三
八
・
六
・
二
六
交
通
下
民
集
三
八
年
三
六
九
頁
は
編
物
教
室
経
営
の
場
合
）
、
夫
と
と
も
に
家
業
に
従
事
し
て
い
る
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

は
、
妻
の
家
業
へ
の
貢
献
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
⑤
　
東
京
地
判
昭
三
七
。
九
．
二
八
下
民
集
二
二
巻
九
号
］
九
七
六
頁
に
お
い
て
は
、
訴
外
亡
A
の
夫
埼
は
、
昭
和
二
四
年
以
来
会
社
を
や
め

て
、
飼
糧
、
燃
料
、
後
に
は
さ
ら
に
米
穀
の
販
売
を
営
み
、
A
は
こ
れ
を
手
伝
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
A
の
関
与
の
度
合
が
大
ぎ
く
な
り
、
子

ど
も
の
世
話
や
家
事
は
ほ
と
ん
ど
斑
の
母
B
に
ま
か
せ
、
A
は
商
品
の
販
売
．
出
納
．
計
量
、
金
銭
の
出
納
、
記
帳
、
電
話
の
応
待
等
店
の
仕

事
に
従
事
し
た
。
右
の
よ
う
な
場
合
、
　
「
そ
の
労
働
の
価
値
を
金
銭
的
に
評
価
し
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
収
益
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
評
価
の
方
法
と
し
て
は
、
妻
が
具
体
的
に
行
な
う
労
働
の
内
容
を
把
握
し
、
同
種
労
働
を
行
な
う
同

一
経
験
年
数
を
有
す
る
一
般
女
子
労
務
者
の
平
均
賃
金
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
当
裁
判
所
は
、
か

よ
う
な
方
法
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
外
部
的
形
式
的
に
は
夫
が
営
業
の
主
体
で

あ
り
、
妻
は
一
般
従
業
員
と
同
じ
く
そ
の
補
助
者
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
実
は
共
同
経
営
者
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の
労
働
自
体
が
一

般
従
業
員
に
お
け
る
よ
う
に
拘
東
的
労
働
た
る
性
質
を
も
た
ず
、
そ
の
反
面
労
働
の
も
た
ら
す
収
益
も
固
定
せ
ず
企
業
収
益
の
多
寡
に
応
じ
て

増
減
す
る
こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
の
労
働
の
価
値
も
一
般
労
務
者
の
平
均
賃
金
に
よ
っ
て
こ
れ
を
律
せ
ず
、

当
該
企
業
か
ら
生
ず
る
収
益
に
照
ら
し
て
こ
れ
に
寄
与
し
た
夫
の
労
働
と
妻
の
労
働
の
価
値
を
評
価
し
、
右
企
業
収
益
中
妻
の
労
働
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
も
っ
て
右
妻
の
収
益
と
な
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
そ
の
割
合
を
埼
6
A

4
と
み
て
、
企
業
収
入
金
六
二
六
、
五
四
九
円
を
基
礎
と
し
て
、
A
（
二
九
才
）
の
稼
動
期
問
を
三
〇
年
と
し
、
生
活
費
を
月
一
万
円
と
み
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

損
害
額
の
事
故
時
現
価
を
求
め
て
、
金
二
、
三
五
四
、
九
八
八
円
と
認
め
た
。

　
以
上
の
否
定
、
肯
定
の
両
説
と
も
、
　
「
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
」
の
意
義
を
、
現
に
収
益
を
得
て
い
る
も
の
が
、
こ
れ
を
失
っ
た
場
合

に
、
そ
れ
を
損
害
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
立
場
に
立
っ
て
、
労
働
力
に
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
収
益
性
が
存
し
な
い
と
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み
る
か
、
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
無
償
の
奉
仕
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
解
す
る
か
で
、
肯
定
、
否
定
の
見
解
に
分
れ
て
い
る
。

肯
定
説
の
⑤
判
決
は
、
　
「
A
が
右
労
働
に
対
し
て
原
告
埼
か
ら
な
ん
ら
の
対
価
の
支
払
い
を
受
け
な
い
の
は
、
単
に
A
が
埼
の
妻
で
あ
り
、
両

者
が
互
に
そ
の
労
働
を
分
担
し
、
相
協
同
し
て
事
業
を
営
み
、
収
益
を
挙
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
家
全
体
の
生
活
を
営
む
と
い
う
形
を
と
っ
て

い
る
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
A
を
埼
の
共
同
経
営
者
と
し
て
、
四
対
六
の
割
合
で
配
分
す
べ
し
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
、
A
の
死
亡
後
も
企
業
と
し
て
の
収
益
が
減
少
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
（
A
の
寄
与
が
他
の
も
の
の
努
力
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
わ
れ
る
こ
と
に

ょ
っ
て
）
、
A
の
貢
献
の
評
価
は
否
定
さ
る
べ
き
か
と
い
う
否
定
説
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
「
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
」
の

意
義
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
肯
定
、
否
定
い
ず
れ
の
結
論
を
と
る
に
せ
よ
、
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
右
の
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
主
婦
に
収
益
性
を
認
め
ん
と
す
る
根
拠
づ
け
が
弱
い
と
い
う
非
難
を
免
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
家
の
内
外

に
お
い
て
有
償
の
労
働
に
従
事
し
て
い
る
と
亡
ろ
か
ら
、
妻
の
労
働
力
が
死
亡
あ
る
い
は
傷
害
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
失
わ
れ
た
労
働

力
の
価
値
の
評
価
を
、
外
か
ら
内
へ
移
行
さ
せ
て
、
外
で
有
償
で
あ
る
労
働
力
を
内
に
向
け
た
場
合
に
無
償
に
な
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
算
定
の
根
拠
を
、
現
に
彼
女
が
従
前
得
て
い
た
賃
金
額
あ
る
い
は
女
子
の
平
均
賃
金
（
④
判
決
）
に
求
め
る
の
で
あ

る
。　

も
し
、
主
婦
の
死
亡
後
、
あ
る
い
は
傷
害
に
よ
り
、
家
事
労
働
の
サ
ー
ビ
ス
が
失
わ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
代
替
労
働
力
に
よ
っ
て
補
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

と
き
に
は
、
そ
の
支
払
い
に
要
し
た
費
用
は
、
妻
が
従
前
お
こ
な
っ
て
い
た
家
事
労
働
の
評
価
額
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
判
決
が
あ
る
。

　
⑥
　
東
京
地
判
昭
四
二
・
二
・
二
二
判
時
四
九
八
号
一
六
頁
は
、
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
四
三
年
余
の
主
婦
A
に
つ
き
、
平
均
余
命
三
一
・

七
年
、
某
社
に
勤
務
し
て
年
平
均
金
一
五
〇
、
○
○
○
円
の
収
入
が
あ
っ
た
。
な
お
五
〇
才
ま
で
七
年
余
稼
動
可
能
で
あ
っ
た
。
同
女
の
生
活

費
は
月
八
、
○
○
○
円
（
年
額
九
六
、
○
○
○
円
）
、
年
間
純
益
金
五
四
、
○
○
○
円
、
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
に
よ
り
事
故
当
時
の
現
価
を
求
め

る
と
金
三
一
〇
、
○
○
○
円
と
な
る
③
。
原
告
ら
の
家
事
労
働
に
よ
る
逸
失
利
益
の
主
張
に
た
い
し
、
　
「
一
般
に
主
婦
の
家
事
労
働
は
全
体
と

し
て
は
経
済
的
に
評
価
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
た
ま
た
ま
前
認
定
の
よ
う
に
　
（
【
注
】
A
死
亡
後
一
ヵ
月
の
う
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説論

ち
一
五
日
な
い
し
こ
八
日
原
告
ら
は
近
所
の
B
女
を
手
伝
い
と
し
て
頼
み
、
食
事
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
に
従
事
さ
せ
、
そ
の
費
用
と
し
て
一
目
金
五
〇
〇
円

を
要
し
た
）
原
告
ら
は
A
の
死
亡
に
よ
っ
て
家
事
の
主
た
る
担
当
者
を
失
い
、
前
示
の
と
お
り
家
事
手
伝
人
を
A
死
亡
後
一
力
年
間
に
亘
り
依

頼
し
一
日
金
五
〇
〇
円
の
出
損
を
し
、
そ
れ
以
後
は
原
告
ら
で
家
事
を
分
担
し
て
処
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
、
A
の
家
事
労
働
の
う
ち
少

な
く
と
も
右
の
家
事
手
伝
人
の
労
働
に
ょ
り
補
填
す
る
こ
と
の
で
き
た
範
囲
に
関
し
て
は
十
分
経
済
的
評
価
が
可
能
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
」
も
と
よ
り
A
は
右
の
家
事
手
伝
人
の
賃
金
相
当
額
を
他
か
ら
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
A
の
家
事
労
働
の
う
ち
「
右
に
見
た
経
済
的

評
価
可
能
の
部
分
が
本
件
事
故
に
よ
り
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
い
わ
ば
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
に
準
ず
る
そ
の
相
当
額
の
財
産
上
の
損
害

を
蒙
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
」
と
し
た
う
え
、
右
の
評
価
額
を
｝
ヵ
月
平
均
金
九
、
○
○
○
円
（
年
間
一
〇
八
、
○
○
○
円
）
と

し
、
五
五
才
ま
で
と
限
定
す
る
（
五
六
才
以
後
は
家
事
労
働
は
減
量
す
る
ば
か
り
で
な
く
変
質
し
て
、
経
済
的
に
評
価
し
え
な
く
な
る
と
い

う
）
。
五
〇
才
ま
で
の
前
期
の
逸
失
利
益
は
月
額
一
〇
八
、
○
○
○
円
を
基
礎
と
し
て
、
事
故
時
の
現
価
金
六
三
〇
、
○
○
○
円
（
生
活
費
は

②
に
お
い
て
控
除
ず
み
）
㈲
、
五
〇
才
よ
り
五
五
才
ま
で
の
後
期
は
、
金
一
〇
八
、
○
○
○
円
か
ら
生
活
費
金
九
六
、
○
○
○
円
を
控
除
し
た

金
一
二
、
○
○
○
円
を
基
礎
と
し
て
事
故
時
の
現
価
を
求
め
る
と
金
四
〇
、
○
○
○
円
⑥
と
な
る
。
以
上
③
㈲
⑥
合
計
金
九
八
○
、
○
○
○
円

の
う
ち
、
過
失
相
殺
し
て
賠
償
額
は
そ
の
う
ち
金
八
一
〇
、
○
○
○
円
と
認
定
（
慰
謝
料
は
夫
に
た
い
し
金
五
〇
〇
、
○
○
○
円
、
子
ら
三
名

に
た
い
し
各
二
〇
〇
、
○
○
○
円
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）
。

　
⑦
　
名
古
屋
地
豊
橋
支
判
昭
三
八
・
三
・
二
九
交
通
下
民
集
三
八
年
度
一
一
八
頁
は
、
死
亡
当
時
満
四
九
年
余
の
A
女
に
つ
き
、
夫
よ
り
の
損

害
賠
償
の
請
求
、
の
内
容
が
明
確
で
な
い
が
、
本
件
事
故
に
よ
り
妻
に
た
い
す
る
協
力
扶
助
請
求
権
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求
め
て

い
る
も
の
と
解
し
た
う
え
、
原
告
は
青
果
物
な
ら
び
に
漬
物
販
売
業
を
営
ん
で
い
る
が
、
A
は
販
売
業
務
を
担
当
し
て
協
力
扶
助
を
し
て
い
た

こ
と
、
A
の
死
亡
後
昭
和
三
七
年
一
月
長
男
B
に
嫁
を
貰
う
ま
で
の
約
八
ヵ
月
間
は
当
時
既
に
他
に
別
居
自
活
し
て
い
た
長
女
C
に
月
給
四
、

五
〇
〇
円
を
支
払
っ
て
右
販
売
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
A
は
原
告
X
の
営
業
販
売
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
少
く
と

も
月
額
四
、
五
〇
〇
円
相
当
の
協
力
を
X
に
与
え
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
す
る
。
死
亡
後
一
〇
年
間
は
右
の
程
度
の
協
力
を
、
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続
く
五
年
間
は
そ
の
半
額
程
度
の
働
き
を
な
し
う
る
と
認
め
る
と
、
一
五
年
間
の
協
力
扶
助
額
は
原
告
主
張
通
り
金
六
七
五
、
○
○
○
円
、
ホ

フ
マ
ソ
式
計
算
法
に
よ
り
年
五
分
の
中
間
利
息
を
控
除
す
る
と
、
そ
の
現
在
額
は
金
三
八
五
、
七
一
四
円
と
な
る
。
過
失
相
殺
四
割
、
賠
償
額

は
金
二
三
一
、
四
二
八
円
（
慰
謝
料
は
夫
に
た
い
し
金
四
〇
万
円
、
子
ど
も
ら
五
名
に
た
い
し
各
金
二
〇
万
円
、
た
だ
し
、
過
失
相
殺
し
、
さ

ら
に
自
賠
保
険
金
を
控
除
す
る
と
、
夫
一
九
万
円
、
子
は
各
九
万
円
と
な
る
）
。

　
主
婦
の
逸
失
利
益
の
評
価
に
当
り
、
⑥
が
家
事
手
伝
人
、
⑦
が
結
婚
し
て
い
る
娘
と
い
う
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
従
前
妻
の
お
こ
な
っ
て
い
た

家
事
労
働
を
妻
の
死
後
代
っ
て
担
当
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
現
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
を
も
っ
て
、
従

前
の
妻
の
蛍
働
力
の
価
値
に
お
き
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
も
そ
う
い
う
適
当
な
人
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
遺
族
が
家
事
労
働

に
無
償
で
従
事
し
、
あ
る
い
は
交
互
に
分
担
し
た
と
き
に
は
、
妻
の
場
合
同
様
対
価
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
収
益
性
な
し
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
妻
が
極
め
て
有
能
で
あ
っ
た
め
に
、
妻
の
死
後
数
人
の
家
政
婦
、
女
中
、
下
男
を
そ
の
代
り
と
し
て
必

要
と
し
た
と
す
れ
ば
、
妻
の
従
前
の
家
事
労
働
の
評
価
は
非
常
に
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
ど
の
程
度
の
代
替
労
働
を
も
っ
て
、
妻
の
労
働

と
等
価
値
の
も
の
と
認
め
る
か
は
、
判
定
に
困
難
な
問
題
で
あ
ろ
う
（
妻
あ
る
い
は
母
と
し
て
の
信
頼
感
の
有
無
に
よ
る
差
な
ど
を
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

と
一
そ
う
困
難
さ
は
ま
す
で
あ
ろ
う
）
。

（
一
）
大
阪
地
判
昭
四
二
・
四
・
一
九
判
時
四
八
四
号
三
四
頁
は
、
死
亡
当
時
一
九
才
の
夫
婚
女
子
に
つ
き
、
平
均
初
婚
年
齢
で
あ
る
二
五
才
を
も
っ
て

　
退
職
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
逸
失
利
益
を
否
定
し
て
い
る
が
、
同
裁
判
官
の
担
当
し
た
判
決
で
あ
る
。
わ
た
し
は
同
判
決
に
賛
成
し
得
な

　
い
が
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幼
児
の
損
害
賠
償
」
ジ
ュ
リ
・
特
集
交
通
事
故
九
一
頁
以
下
で
指
摘
し
た
。
そ
の
後
の
否
定
説
の
立
場
を
と

　
る
大
阪
地
判
昭
四
二
二
〇
二
一
七
判
夕
一
二
五
号
一
二
一
頁
も
同
裁
判
官
の
担
当
事
件
で
あ
る
。

（
二
）
亡
A
の
診
療
所
よ
り
う
け
る
給
与
は
、
准
看
護
婦
と
し
て
の
初
任
給
月
額
一
二
、
七
〇
〇
円
か
ら
、
三
六
才
月
額
三
五
、
一
〇
〇
円
に
達
す
る
ま

　
で
、
給
与
規
定
に
も
と
づ
き
毎
年
逓
増
す
る
と
の
原
告
の
主
張
に
た
い
し
、
そ
の
給
与
の
逓
増
が
法
令
ま
た
は
契
約
に
も
と
づ
く
権
利
と
し
て
認
め

　
ら
れ
る
場
合
、
ま
た
は
何
人
に
も
そ
の
実
現
に
合
理
的
な
疑
を
容
れ
な
い
程
度
に
確
実
な
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
件
の
場
合
そ
の
い
ず
れ
に
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も
当
ら
な
い
と
し
て
否
定
す
る
が
、
疑
間
で
あ
る
。
常
時
一
〇
人
以
上
の
労
働
者
の
働
ら
く
事
業
で
は
、
使
用
者
は
就
業
規
則
を
作
成
し
、
監
督
官

　
庁
に
届
出
る
と
同
時
に
労
働
者
に
周
知
せ
し
め
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
中
で
、
「
賃
金
の
決
定
、
計
算
お
よ
び
支
払
い
の
方
法
、
賃
金
の
締
切
り
お

　
よ
び
支
払
い
の
時
期
な
ら
び
に
昇
給
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
田
塚
砿
船
勧
条
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
．
、
一
〇
人
以
下
の
と

　
こ
ろ
で
も
、
昇
給
に
関
す
る
事
項
は
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
使
用
者
が
給
与
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
の

　
は
誤
り
で
あ
る
。

（
三
）
東
京
地
判
昭
四
二
二
二
・
六
判
時
五
〇
一
号
五
七
頁
後
掲
⑪
。
な
お
、
大
阪
地
判
昭
四
二
・
七
二
三
判
時
五
〇
一
号
七
八
頁
は
、
事
故
当
時

　
満
一
八
才
の
女
子
に
つ
き
、
本
件
事
故
後
四
〇
年
間
就
労
し
う
る
も
の
と
認
め
た
。
婚
姻
適
齢
期
に
達
し
た
女
性
の
う
ち
多
く
の
者
が
、
結
婚
し
家

　
庭
を
も
つ
と
の
被
告
の
主
張
に
た
い
し
、
判
決
は
原
告
X
は
本
件
事
故
当
時
現
に
○
○
工
業
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
　
「
X
が
結
婚
し
た
場
合

　
必
ず
同
社
を
退
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
認
む
べ
ぎ
証
拠
は
何
も
な
く
、
現
今
、
結
婚
後
も
引
ぎ
続
ぎ
勤
務
す
る
女
性
も
少
な
く
な
い
こ
と

　
を
考
慮
す
る
と
、
X
の
就
労
可
能
年
数
を
一
〇
年
に
限
定
す
べ
ぎ
理
由
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
四
）
商
工
業
（
㈲
松
由
地
判
昭
四
〇
・
二
・
三
下
民
集
一
六
巻
二
号
二
一
六
頁
は
米
穀
雑
貨
商
、
後
掲
⑦
名
古
屋
地
豊
橋
支
判
昭
三
八
・
三
・
二
九
交

　
通
下
民
集
三
八
年
二
八
頁
は
青
果
物
並
漬
物
商
）
農
・
漁
業
（
㈲
千
葉
地
判
昭
四
〇
・
六
・
一
五
下
民
集
一
六
巻
六
号
一
〇
五
八
頁
、
山
口
地
判

　
昭
三
八
・
一
・
扁
七
交
通
下
民
集
一
頁
）
写
真
業
（
横
浜
地
判
昭
三
八
・
二
・
コ
ニ
交
通
下
民
集
五
九
九
頁
）
な
ど
（
＠
㈲
に
つ
い
て
は
拙
稿

　
　
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
四
九
頁
以
下
で
ふ
れ
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
五
）
慰
謝
料
と
し
て
原
告
X
（
夫
）
に
た
い
し
金
三
〇
万
円
、
子
X
X
に
た
い
し
そ
れ
ぞ
れ
金
一
〇
万
円
、
実
父
X
実
母
X
に
は
各
五
万
円
が
認
め
ら

　
れ
て
い
る
。

（
六
）
東
京
地
判
昭
四
二
二
二
・
六
判
時
五
〇
一
号
五
七
頁
後
掲
⑪
判
決
参
照
。

（
七
）
イ
ギ
リ
ス
法
の
よ
う
に
、
右
の
余
分
の
支
出
は
、
妻
の
死
亡
・
傷
害
に
起
因
し
て
遺
族
が
蒙
っ
た
損
害
で
あ
る
と
し
て
、
遺
族
よ
り
の
賠
償
請
求

　
を
認
め
る
方
が
直
戯
で
あ
る
が
（
次
節
加
藤
氏
見
解
）
、
わ
が
国
の
場
合
両
者
の
間
の
相
当
因
果
関
係
を
容
易
に
裁
判
所
が
認
め
な
い
点
に
つ
い
て

　
は
、
拙
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
三
九
頁
で
ふ
れ
た
。
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（
八
）
そ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
三
七
頁
以
下
、
と
く
に
四
〇
頁
参
照
。

（
九
）
ハ
ー
マ
ン
対
プ
ラ
イ
ス
等
事
件
で
、
原
告
は
、
三
六
才
の
妻
と
の
間
に
九
人
の
子
ど
も
が
あ
っ
た
が
、
妻
は
有
能
で
一
人
で
家
事
を
処
理
し
て
い

　
た
が
、
妻
の
死
後
は
二
倍
半
の
出
費
を
要
す
る
と
主
張
し
た
。
亡
妻
の
代
り
に
、
一
人
の
家
政
婦
、
一
な
い
し
二
人
の
女
中
、
一
人
の
料
理
番
、
洗

　
濯
婦
、
子
ど
も
達
の
看
護
婦
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
裁
判
官
は
少
し
眉
唾
だ
と
し
て
、
こ
う
い
う
態
度
で
事
件
を

　
進
め
よ
う
と
す
る
原
告
は
、
裁
判
所
が
そ
の
証
拠
を
割
引
き
し
、
彼
ら
の
支
出
よ
り
も
少
し
し
か
受
け
ら
れ
な
い
重
大
な
危
険
を
お
か
す
こ
と
に
な

　
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
ケ
ン
プ
前
掲
書
一
九
五
・
六
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
請
求
が
過
大
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
余
分
の
出
費
を
余
儀

　
な
く
さ
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
（
本
稿
第
二
節
（
一
）
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
参
照
）
。
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四

逸
失
利
益
と
は
何
か

そ
の
二

　
以
上
の
よ
う
に
、
逸
失
利
益
の
賠
償
を
、
稼
動
能
力
の
喪
失
に
よ
っ
て
将
来
獲
得
し
う
べ
き
利
益
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
墳
補
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

あ
る
と
解
す
る
と
、
主
婦
・
幼
児
・
病
者
等
の
無
収
入
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
妻
の
家
事
労
働
に
つ
い

て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
が
無
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
（
こ
の
点
は
否
定
説
も
認
め
る
）
。
　
た
だ
、
家
事
労
働
は
対
価
を
支

払
わ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
労
働
の
成
果
が
他
の
人
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
来
妻
と
い
う
立
場
に
本
然
的
な
、
自
己
目
的

的
な
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
他
の
も
の
に
均
て
ん
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
収
益
性
を
有
し
な
い
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
主
婦
の
稼
動
能
力
を
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
き
く
い
っ
て
三
つ
の
方
向
に

展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
｝
つ
は
、
逸
失
利
益
の
損
害
の
概
念
に
反
省
を
加
え
、
そ
れ
は
、
得
べ
か
り
し
利
益
の
将
来
に
お
け
る
喪
失
を
填
補

せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
死
亡
あ
る
い
は
傷
害
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
の
有
す
る
稼
動
能
力
自
体
が
喪
失
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害

を
唄
補
す
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
、
い
わ
ゆ
る
「
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
」
に
よ
る
損
害
額
の
算
定
が
、
そ
の
煩
環
な
計
算
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
ぎ
わ
め
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て
不
正
確
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
生
命
侵
害
、
身
体
傷
害
に
あ
た
っ
て
、
す
べ
て
一
つ
の
非
財
産
的
損
害
が
生
ず
る
も
の
と
み

て
、
こ
れ
に
た
い
す
る
適
切
な
賠
償
額
を
一
体
と
し
て
判
断
す
べ
L
と
説
く
。
こ
こ
に
「
非
財
産
的
損
害
」
と
い
う
の
は
、
普
通
い
わ
れ
て
い

る
財
産
的
損
害
お
よ
び
慰
謝
料
の
双
方
を
指
し
て
い
る
。
判
例
を
通
観
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
財
産
的
損
害
の
算
出
に
つ
い
て
は
厳
格
な
立
証
を

要
求
し
て
、
過
度
の
実
費
賠
償
主
義
に
陥
る
一
方
、
慰
謝
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
裁
判
官
が
自
由
に
決
定
す
べ
ぎ
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
慰
謝
料
の
額
を
適
宣
に
決
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
　
「
裁
判
官
が
適
当
と
思
う
損
害
額
」
を
結
局
に
お
い
て
判
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
レ

し
て
い
る
実
情
で
あ
る
（
慰
謝
料
の
補
充
的
、
あ
る
い
は
調
整
的
作
用
と
よ
ば
れ
る
）
。
　
本
説
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
従
来
の
よ
う

な
、
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
額
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
腕
一
本
脚
一
本
を
失
い
、
あ
る
い
は
死
亡
し
た
場
合
に
、
極
端
な
損
害
額
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
ご

異
を
生
ず
る
こ
と
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
三
は
、
生
命
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
遺
族
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
一
切
否
定
し
て
、
遺
族
に
た
い
し
妻
の

死
亡
に
ょ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
遺
族
自
身
の
損
害
と
し
て
賠
償
請
求
せ
し
め
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
主
婦
の
死
亡
に
よ
り
、
夫
や
子
が

妻
や
母
に
よ
っ
て
従
来
な
さ
れ
て
き
た
家
事
労
働
の
サ
ー
ビ
ス
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
ど
れ
ほ
ど
損
害
を
う
け
た
か
を
認
定
し
、

こ
れ
を
賠
償
せ
し
む
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
政
婦
（
女
中
）
を
雇
っ
て
家
事
処
理
に
当
ら
せ
、
家
庭
教
師
を
雇
っ
て
子
の

学
習
指
導
を
さ
せ
た
場
合
に
、
こ
の
家
政
婦
（
女
中
）
や
家
庭
教
師
に
支
払
っ
た
価
額
が
、
損
害
と
し
て
請
求
し
う
る
額
だ
と
い
う
こ
と
に
な

　
（
四
）

る
。　

第
三
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
流
に
、
被
害
者
本
人
に
つ
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
す
る
こ
と
を
認
め
ず
（
従
っ
て
遺
族
に
よ
っ
て
相
続
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
）
、
遺
族
自
身
に
た
い
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
み
を
認
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
彼
ら
自
身
の
う
け
た
損
害
の
み
に
な
る
が
、

そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
従
来
の
損
害
の
内
容
と
は
相
違
が
あ
り
（
わ
が
国
で
通
常
認
め
ら
れ
る
項
目
が
含
ま
れ
な
い
し
、
一

方
慰
謝
料
算
定
の
際
に
は
撚
的
さ
れ
る
要
素
と
さ
れ
る
が
、
通
常
財
産
的
損
害
と
し
て
は
容
認
さ
れ
な
い
項
目
が
含
ま
れ
る
）
。
そ
こ
で
、
第

二
説
同
様
、
財
産
的
損
害
、
慰
謝
料
の
別
な
く
、
非
財
産
的
損
害
と
し
て
一
本
で
と
ら
え
、
こ
れ
に
た
い
す
る
適
切
な
賠
償
額
を
見
出
す
と
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い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
法
行
為
法
全
体
に
た
い
し
て
従
来
の
方
式
と
異
な
る
、
全
く
新
し
い
構
成
を
要
求
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
方
式
に
よ
る
と
き
は
、
従
来
の
損
害
額
よ
り
も
賠
償
額
が
低
く
な
る
こ
と
は
免
か
れ
な
い
と
思
わ
れ

　
（
五
）

る
。　

第
二
説
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
先
に
最
判
昭
三
九
・
六
二
一
四
民
集
一
八
巻
五
号
八
七
四
頁
が
、
幼

児
の
損
害
賠
償
を
算
定
困
難
と
し
て
一
概
に
し
り
ぞ
け
る
こ
と
な
く
、
信
頼
す
べ
き
証
拠
資
料
に
も
と
づ
き
「
控
え
目
な
方
法
」
に
よ
っ
て
、

算
出
す
べ
し
と
判
示
し
て
以
来
、
女
子
あ
る
い
は
主
婦
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
容
認
す
る
例
が
増
加
し
た
反
面
、
い
か
な
る
証
拠
資
料
に
も
と

づ
き
損
害
額
を
算
出
す
べ
き
か
に
つ
い
て
明
確
に
指
示
し
な
か
っ
た
う
え
、
原
審
の
と
っ
た
方
法
を
否
定
し
た
た
め
に
、
そ
れ
以
後
の
判
決
が

証
拠
資
料
や
算
定
方
法
に
苦
慮
す
る
結
果
と
な
り
、
ま
す
ま
す
過
度
の
立
証
主
義
と
煩
環
な
計
算
方
法
に
偏
き
つ
つ
あ
る
感
が
強
い
。
そ
こ
で

第
二
説
が
、
生
命
侵
害
、
身
体
傷
害
に
よ
る
損
害
を
非
財
産
的
損
害
と
し
て
把
え
、
い
わ
ゆ
る
「
控
え
目
な
方
法
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
収
入
の
多
寡
に
よ
る
倒
人
差
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
点
に
は
、
共
感
を
禁
じ
え
な
い
。
西
原
氏
の
唱
え
る
損
害
の
定
型
化

は
、
幼
児
・
主
婦
な
ど
に
あ
っ
て
は
、
収
入
の
多
寡
が
問
題
と
な
ら
な
い
故
に
、
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
人
間
の
命
、
あ
る
い
は
腕

や
脚
が
、
収
入
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
損
害
額
の
算
定
に
あ
た
り
余
り
に
も
大
き
な
差
を
生
ず
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
尊
厳
と

両
性
の
本
質
的
平
等
を
基
調
と
す
る
目
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
生
命
、
身
体
の
評
価
に
あ
た
っ
て
も
、
性
別
、
収
入
の
多
寡
に
よ
り
、
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
の

差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
直
ち
に
非
財
産
的
損
害
と
し
て
一
つ
に
し
た
の
で
は
、
か
え
っ
て
適
正
な
賠
償
額
が
得

ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
財
産
的
損
害
の
評
価
を
通
じ
て
賠
償
額
の
最
近
に
お
け
る
著
し
い
高
騰
が
一
部
に
せ
よ
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
生
命
・
身
体
の
適
正
な
評
価
へ
近
づ
く
の
を
待
っ
た
う
え
で
、
生
命
・
身
体
の
価
額
を
非

財
産
的
損
害
と
し
て
適
正
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

　
　
　
（
一
）
谷
口
・
植
林
「
損
害
賠
償
法
概
説
」
二
一
頁
、
植
林
「
損
害
賠
償
額
算
定
と
潜
在
的
後
発
的
事
情
斜
酌
の
可
否
」
民
商
四
三
巻
一
号
四
二
頁

　
　
　
　
（
二
）
主
婦
に
つ
い
て
逸
失
利
益
を
否
定
す
る
大
阪
地
判
昭
四
二
・
四
・
一
九
判
時
四
八
四
号
三
四
頁
、
お
よ
び
大
阪
地
判
昭
四
二
・
一
〇
・
二
七
判
夕
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輔
二
五
号
一
二
二
頁
は
、
慰
謝
料
で
補
う
べ
し
と
説
い
て
い
る
が
、
慰
謝
料
に
よ
っ
て
財
産
的
損
害
の
評
価
の
不
正
確
さ
を
補
お
う
と
す
る
こ
と

　
は
、
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
西
原
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
事
情
の
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幼
児
の
損
害
賠
償
」
の
中

　
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

（
三
）
西
原
道
雄
「
生
命
侵
害
、
傷
害
に
お
け
る
損
害
賠
償
」
私
法
二
七
号
二
三
頁
以
下
。

（
四
）
　
「
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
諸
問
題
」
　
（
一
三
）
判
夕
二
〇
七
号
二
四
～
二
五
頁
に
お
け
る
加
藤
一
郎
氏
の
発
言

（
五
）
有
地
亨
「
女
子
の
事
故
死
に
よ
る
得
べ
か
り
し
利
益
の
算
定
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
巻
一
〇
号
二
八
頁
参
照

（
六
）
拙
稿
　
「
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
る
生
命
・
身
体
の
価
額
、
第
一
生
節
の
価
額
上
」
ジ
ュ
リ
ニ
壬
ハ
号
二
〇
頁
参
照
。
　
な
お
拙
稿
「
幼
児
の
損
害
賠

　
償
」
に
お
い
て
、
損
害
の
定
型
化
に
関
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
幼
児
の
損
害
賠
償
額
は
成
人
の
半
分
程
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
ジ
ュ
リ
特
集

　
交
通
事
故
・
九
六
頁
）

五

家
事
労
働
の
喪
失
・
減
退
に
よ
る
損
害
の
算
定

　
家
事
労
働
の
収
益
性
を
肯
定
す
る
見
解
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
差
異
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
評
価
の
方
法
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
概
ね
次
の
三
つ
の
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
旧
　
家
事
労
働
を
生
活
扶
養
な
い
し
扶
助
義
務
の
履
行
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
そ
の
収
益
性
を
認
め
る
根
拠
を
通
常
は
主

婦
に
よ
り
無
償
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
他
人
に
代
行
さ
せ
れ
ば
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
主
婦
の
家
事
労
働
の
サ
ー
ビ
ス

に
よ
っ
て
経
済
的
支
出
を
免
れ
て
き
た
こ
と
を
利
益
と
み
る
と
こ
ろ
に
お
く
。

　
⑧
東
京
地
判
昭
四
三
・
二
・
二
九
判
時
五
二
一
号
六
八
頁

「
す
な
わ
ち
、
炊
事
、
洗
濯
、
育
児
や
衣
類
寝
具
な
ど
の
調
整
修
繕
と
い
っ
た
技
術
、
役
務
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
留
守
番
、
客
の
応
待
、
儀

礼
、
子
女
の
監
護
教
育
、
財
産
管
理
な
ど
の
家
政
一
般
に
し
て
も
、
こ
れ
と
同
種
の
技
術
、
役
務
な
い
し
仕
事
に
対
し
、
個
別
的
あ
る
い
は
一
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主婦の逸失利益について（西井）

般
的
（
家
政
婦
・
管
理
人
な
ど
）
な
形
で
対
価
な
い
し
報
酬
が
支
払
わ
れ
、
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
主
婦
な
ど
の
家

事
労
働
が
財
産
的
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
主
婦
ら
は
、
家
事
労
働
に
よ
っ
て
経
済
的
価
値
を
創
造

し
つ
つ
、
そ
の
価
値
の
帰
属
主
体
と
な
り
、
こ
れ
を
自
ら
享
受
す
る
と
と
も
に
、
夫
そ
の
他
の
家
族
に
対
し
、
生
活
扶
助
な
い
し
扶
養
義
務
の

履
行
と
し
て
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
そ
の
利
益
を
供
与
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
　
（
略
）
こ
れ
を
実
質
的
に
考

察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
家
事
労
働
は
、
家
庭
内
で
は
概
ね
必
須
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
他
人
に
代
行
さ
せ
れ
ば
当
然
相
当
の
対
価
を
支

払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
家
族
共
同
生
活
体
を
単
位
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
経
済
的
支
出
を
免
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
右
生
活
体
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
じ

財
産
の
減
少
を
防
止
し
て
い
る
効
果
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
右
の
財
産
的
利
益
の
発
生
と
主
婦
ら
へ
の
帰
属
は
、
こ
れ
を
加
害
者
に

対
す
る
関
係
に
お
い
て
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
主
婦
の
死
亡
に
よ
り
逸
失
し
た
こ
の
よ
う
な
利
益
は
、
他
か
ら
の
得
べ
か
り
し
利
益
が
逸

失
し
た
場
合
に
準
じ
、
主
婦
自
身
が
蒙
っ
た
損
害
と
し
て
、
加
害
者
ら
に
賠
償
さ
せ
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
逸
失
利
益
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
労
働
能
力
と
労
働
意
思
の
存
在
す
る
こ
と
が
最
少
限
度
必
要
で
あ
り
、
ま
た
逸
失
利
益
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
属
す
る
家

庭
の
生
活
程
度
と
家
族
構
成
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
家
事
従
事
者
の
地
位
を
考
慮
し
、
勤
労
女
子
の
平
均
賃
金
や
家
政
婦
の
報
酬
を
参
酌
す
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
亡
A
は
四
九
才
、
平
均
余
命
は
二
六
年
余
、
稼
動
可
能
期
間
は
コ
○
月
、
逸
失
利
益
は
原
告
ら
主
張
の
月
二
万

円
を
下
ら
ず
、
そ
の
生
活
費
は
月
額
一
万
円
、
純
益
は
一
万
円
で
あ
る
か
ら
、
月
毎
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
に
よ
り
年
五
分
の
中
間
利
息
を
控
除

し
て
事
故
時
の
現
価
を
求
め
る
と
金
九
〇
万
円
と
な
る
（
慰
謝
料
と
し
て
、
A
に
た
い
し
金
六
〇
万
円
、
夫
に
た
い
し
金
五
〇
万
円
、
男
子
二

人
に
た
い
し
各
金
三
〇
万
円
宛
、
女
子
二
人
に
た
い
し
各
金
四
〇
万
円
宛
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
男
子
と
女
子
に
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理

由
不
明
）
。

　
前
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
で
と
り
あ
げ
た
大
阪
地
判
昭
四
一
・
五
・
三
一
判
時
四
六
五
号
五
二
頁
も
こ
の
型
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
主
婦
の
死
亡
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
家
事
労
働
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
際
に
家
政
婦
に
よ
っ
て
代
置
す
る
の
で
は
な
く
、
主
婦
の
お
こ
な
う
家
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事
労
働
の
内
容
が
家
政
婦
の
労
働
以
上
の
内
容
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
少
く
と
も
家
政
婦
の
賃
金
を
も
っ
て
経
済
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
説
く
立
場
で
あ
る
。

ω
　
傷
害
の
場
合

　
⑨
　
大
阪
地
判
昭
四
三
・
三
・
三
〇
判
タ
ニ
一
九
号
二
一
八
頁
は
、
交
通
事
故
で
受
傷
し
た
主
婦
の
い
わ
ゆ
る
「
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
」

を
否
定
し
た
後
、
「
し
か
し
、
家
事
に
専
従
し
て
い
る
主
婦
が
、
傷
害
に
ょ
り
稼
動
能
力
を
減
少
し
た
場
合
に
は
、
家
事
に
従
事
し
得
な
く
な

っ
た
程
度
に
応
じ
て
通
常
家
政
婦
を
雇
傭
し
、
若
く
は
夫
が
本
来
（
妻
？
）
の
労
働
に
も
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
夫

の
余
分
の
労
働
力
の
消
費
は
家
政
婦
を
雇
傭
す
る
こ
と
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
右
家
政
婦
代
も
し
く
は
夫
が
余
分
に
労
働
力
を
消

費
し
た
た
め
の
財
産
的
損
害
は
、
夫
婦
の
経
済
的
損
害
と
解
し
、
家
政
婦
相
当
額
の
賠
償
を
認
め
る
べ
ぎ
」
だ
と
述
べ
、
逸
失
利
益
の
損
害
と

し
て
請
求
し
て
き
た
も
の
を
、
家
政
婦
代
相
当
額
の
損
失
と
み
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
入
院
期
間
中
は
ま
っ
た
く

家
事
に
従
事
し
な
か
っ
た
か
ら
、
家
政
婦
日
当
平
均
一
、
○
○
○
円
宛
の
賠
償
を
認
め
る
べ
き
と
こ
ろ
、
原
告
ら
の
主
張
は
一
目
四
八
七
円
宛

で
あ
る
か
ら
そ
の
限
度
で
認
め
、
通
院
期
間
中
は
通
院
の
度
合
、
後
遺
症
状
の
程
度
か
ら
す
る
と
原
告
主
張
の
一
日
四
八
七
円
を
下
ら
な
い
賠

償
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
合
計
額
三
二
三
、
八
五
五
円
の
う
ち
、
原
告
主
張
の
一
三
二
、
九
〇
七
円
の
限
度
で
認
め
た
（
慰
謝

料
と
し
て
本
人
に
た
い
し
金
一
三
〇
万
円
、
夫
に
た
い
し
金
二
〇
万
円
を
認
め
て
い
る
）
。

＠
　
死
亡
の
場
合

　
⑩
高
松
地
判
昭
四
三
二
・
二
五
判
夕
二
一
八
号
一
二
七
頁
に
お
い
て
、
訴
外
亡
A
女
（
五
一
才
）
は
家
事
労
働
の
か
た
わ
ら
農
業
労
働
、

工
事
人
夫
と
し
て
稼
動
し
て
い
た
。
平
均
余
命
二
四
・
八
七
年
の
内
な
る
二
〇
年
間
は
稼
動
可
能
、
②
農
業
に
よ
る
年
間
純
益
二
〇
万
円
中
六

割
は
A
の
稼
動
に
よ
る
も
の
と
し
て
そ
の
収
益
は
年
一
二
万
円
、
㈲
工
事
人
夫
と
し
て
日
給
四
〇
〇
円
、
そ
の
収
入
は
、
稼
動
可
能
期
間
中
最

初
の
一
〇
年
間
は
年
間
九
六
、
○
○
○
円
、
そ
の
後
の
一
〇
年
間
は
年
間
六
四
、
○
○
○
円
、
⑥
家
事
労
働
に
つ
い
て
。
「
と
こ
ろ
で
主
婦
の

家
事
労
働
に
つ
い
て
は
、
収
益
性
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
家
事
労
働
に
よ
っ
て
主
婦
は
現
実
に
対
価
を
取
得
し
な
い
の
が
一
般
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で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
家
事
労
働
が
本
質
的
に
無
償
の
サ
！
ビ
ス
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
家
事
労
働
も
家
政
婦
（
女
中
）
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
場
合
に
は
対
価
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
て
主
婦
の
家
事
労
働
が
家
政
婦
の
労
働
内
容
以
上
の
実
質
と
価
値
を

有
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
家
事
労
働
に
つ
い
て
は
主
婦
の
場
合
に
も
当
然
少
な
く
と
も
家
政
婦
の
賃
金
以
上
の
対
価
が
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
夫
婦
等
家
族
生
活
共
同
体
の
性
質
上
、
現
実
に
支
払
わ
れ
な
い
だ
け
あ
っ
て
、
こ
の
支
払
を
免
れ
た
分
は
そ
の
分
だ
け
共

同
体
の
財
産
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
財
産
の
所
有
名
義
が
主
婦
の
名
義
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
主
婦
の

労
働
に
収
益
性
が
な
い
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
」
　
香
川
県
に
お
け
る
家
庭
女
中
（
家
政
婦
）
の
昭
和
三
七
、
三
八
、
三
九
年
の
月
間
標

準
賃
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
、
○
○
○
円
、
一
〇
、
○
○
○
円
、
二
、
二
五
〇
円
（
食
費
控
除
後
の
金
額
）
、
　
X
の
家
事
労
働
は
妹
が
一
部
手

伝
っ
て
い
た
、
X
の
賃
金
相
当
額
は
月
平
均
四
、
○
○
○
円
、
年
間
四
八
、
○
○
○
円
と
し
て
、
X
の
生
活
費
お
よ
び
公
租
公
課
の
負
担
分
の

合
計
額
は
金
一
〇
万
円
に
達
し
な
い
か
ら
、
X
の
失
っ
た
得
べ
か
り
し
利
益
は
、
そ
の
死
亡
後
の
一
〇
年
間
（
前
期
）
は
、
③
一
二
万
円
㈲

九
六
、
○
○
○
円
　
⑥
四
八
、
○
○
○
円
よ
り
生
活
費
を
減
じ
た
金
一
六
四
、
○
○
○
円
、
そ
の
後
の
一
〇
年
間
（
後
期
）
は
②
二
一
万
円

㈲
六
四
、
○
○
○
円
　
⑥
四
八
、
○
○
○
円
よ
り
生
活
費
を
減
じ
た
金
＝
一
三
、
○
○
○
円
、
年
毎
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
に
よ
り
年
五
分
の
中

間
利
息
を
控
除
し
て
死
亡
当
時
の
現
価
を
計
算
す
る
と
、
前
期
分
一
、
三
〇
二
、
九
七
一
円
、
後
期
分
七
四
八
、
五
八
七
円
と
な
り
、
そ
の
合

計
は
金
二
、
〇
五
一
、
五
五
八
円
と
な
る
と
し
た
。

　
三
　
従
来
の
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
の
概
念
が
、
将
来
獲
得
し
う
べ
き
利
益
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
に
た
い
し
て
、
生
命
侵
害
・
身
体
傷
害
に
よ
る
得
べ
か
り
し
利
益
は
、
稼
動
能
力
自
体
の
喪
失
・
減
少
に
も
と
づ
く
損
害
と
し
て
把
握
さ
れ

る
べ
ぎ
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
に
無
収
入
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
稼
動
能
力
の
喪
失
・
減
少
に
も
と
づ
く
抽
象
的
損
害
の
評
価
に
は
、

な
ん
ら
支
障
は
な
い
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
。

←の

　
傷
害
の
場
合

　
＠
東
京
地
判
昭
四
二
二
二
・
六
判
時
五
〇
一
号
五
七
頁
。
原
告
X
は
事
故
当
時
満
二
〇
才
余
の
健
康
な
女
性
、
一
ヵ
月
の
平
均
手
取
額
（
賞
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与
を
含
む
）
金
一
七
、
○
○
○
円
、
満
二
三
才
ま
で
二
年
間
勤
務
し
得
て
、
そ
の
間
の
合
計
額
を
一
括
式
ホ
フ
マ
ソ
式
計
算
法
（
年
五
分
）
に

よ
り
事
故
時
の
現
価
に
引
き
直
す
と
三
七
万
円
⑧
、
二
三
才
ご
ろ
結
婚
の
た
め
退
社
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
し
て
、
家
事
労
働
の
評
価
に
関

し
、
未
婚
者
の
場
合
に
は
、
　
「
問
題
は
む
し
ろ
抽
象
的
な
家
事
労
働
に
象
徴
さ
れ
る
そ
の
者
の
具
体
的
な
労
働
能
力
、
内
に
注
が
れ
ず
し
て
外

に
施
さ
れ
た
な
ら
な
に
が
し
か
の
収
入
を
生
む
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
潜
在
的
な
稼
動
能
力
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
か
か
る
場
合
、
潜
在
的

稼
動
能
力
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
以
て
そ
の
ま
ま
労
働
能
力
算
定
の
基
礎
と
な
し
え
な
い
の
は
、
主
婦
と
し
て
家
事
労
働
に
従
事
す
る

と
の
推
測
の
下
に
立
つ
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
、
甲
も
乙
も
一
律
に
見
て
家
事
労
働
の
対
価
相
当
額
を
算
定
す
る
の
は
、
個
々

人
の
精
神
的
肉
体
的
能
力
の
差
が
主
婦
と
し
て
の
家
事
労
働
の
質
や
量
を
左
右
す
る
可
能
性
を
無
視
す
る
こ
と
に
帰
し
、
却
っ
て
事
の
真
を
失

う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、
未
婚
の
女
性
の
労
働
能
力
の
喪
失
・
減
退
に
つ
き
、
将
来
主
婦
た
る
べ
き
期
間
の
損
害
か
．
算
定
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
稼
動
能
力
を
重
要
な
因
子
と
し
て
考
慮
に
入
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
未
就
学
の
幼
女
な
ど
の
よ
う
に

将
来
の
稼
動
能
力
測
定
に
つ
き
何
ら
の
手
掛
り
も
な
い
場
合
に
は
、
統
計
に
よ
る
平
均
値
の
利
用
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
就
職
の
経

験
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
就
職
時
の
収
入
を
以
て
稼
動
能
力
を
見
積
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
X
の
労
働
能
力
喪
失
の
度
合
は
三

分
の
二
と
み
て
、
就
職
時
の
月
収
金
一
七
、
○
○
○
円
を
基
礎
と
し
て
、
損
害
額
を
考
え
る
と
、
月
額
コ
一
、
○
○
○
円
と
な
る
。
平
均
余
命

五
二
年
余
の
う
ち
な
る
六
〇
才
ま
で
労
働
可
能
、
三
七
年
間
の
損
害
合
計
よ
り
一
括
式
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
（
年
五
分
）
に
よ
り
中
間
利
息
を

控
除
し
て
事
故
時
の
現
価
を
求
め
る
と
、
一
八
○
万
円
㈲
、
右
⑧
㈲
合
計
二
一
七
万
円
が
賠
償
を
求
め
う
べ
き
損
害
額
で
あ
る
（
後
遺
症
に
苦

し
み
、
ま
た
そ
の
た
め
将
来
の
結
婚
に
つ
い
て
大
き
な
危
惧
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
慰
謝
料
は
一
八
○
万
円
を
相
当
と
す
る
）
。

　
本
判
決
が
、
家
事
労
働
の
喪
失
に
よ
る
損
害
の
評
価
に
あ
た
り
、
既
婚
者
の
場
合
に
は
、
具
体
的
に
家
庭
の
事
情
や
家
事
労
働
の
質
と
量

（
夫
の
職
業
、
財
産
、
家
族
の
数
、
本
人
の
健
康
や
能
力
等
）
と
に
即
し
て
決
定
す
べ
く
、
未
婚
者
の
場
合
に
は
、
有
職
者
に
あ
っ
て
は
、
就

職
時
の
収
入
、
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
統
計
上
の
平
均
値
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
点
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＠
　
死
亡
の
場
合
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主婦の逸失利益について（西井）

　
前
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
で
は
、
初
め
て
稼
動
能
力
の
喪
失
自
体
を
損
害
と
み
る
立
場
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
、
⑫
大
阪
高
判
昭
四
〇
・

一
〇
・
二
六
下
民
集
一
六
巻
一
〇
号
一
六
三
六
頁
を
挙
げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
後
に
出
た
次
の
判
例
を
掲
げ
る
。

　
⑬
大
阪
地
判
昭
四
三
・
三
二
二
判
時
五
二
二
号
五
四
頁
。
訴
外
A
女
は
事
故
当
時
満
三
才
一
〇
ヵ
月
の
女
子
、
平
均
余
命
年
数
は
七
丁
〇

四
年
、
厚
生
省
大
臣
官
房
統
計
調
査
部
編
人
口
動
態
統
計
に
よ
れ
ば
、
昭
三
七
年
度
の
平
均
初
婚
年
齢
は
二
四
。
五
才
、
本
件
事
故
に
あ
わ
な

け
れ
ば
、
高
校
卒
業
後
事
務
員
と
し
て
勤
務
し
、
お
そ
く
も
二
五
才
に
達
す
る
ま
で
に
結
婚
し
、
そ
の
前
後
に
退
職
し
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

二
五
才
で
結
婚
し
た
後
の
逸
失
利
益
に
関
し
、
　
「
し
か
し
、
人
間
が
死
亡
ま
た
は
傷
害
に
よ
り
稼
動
能
力
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
喪
失
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
能
力
喪
失
自
体
を
損
害
と
み
て
こ
れ
に
対
す
る
賠
償
を
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
判
例
が
右
の
場
合
に
得
べ
か
り
し

利
益
喪
失
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
認
め
て
き
た
の
も
、
右
稼
動
能
力
喪
失
自
体
の
損
害
を
評
価
す
る
一
方
法
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
稼
動

能
力
喪
失
自
体
の
損
害
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
右
の
方
法
が
採
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
稼
動
能
力
自
体
の
喪
失
に
つ
い
て
、
　
「
女
子
は
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
稼
動
能
力
自
体
を

も
失
な
う
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
必
要
に
応
じ
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
稼
動
能
力
を
働
か
せ
賃
金
等
の
収
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
か
ら
、
主
婦
が
生
命
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
稼
動
能
力
自
体
を
失
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
財
産
的
損
害
を
受
け
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
稼
動
能
力
自
体
の
算
定
は
、
被
害
者
の
受
け
た
教
育
、
技
能
、
健
康
状
態
等
諸
般
の
事
情
を
綜
合
考
慮
し
て
な
す
べ

ぎ
で
あ
る
が
、
幼
女
の
場
合
に
は
こ
れ
を
算
定
す
る
何
ら
の
手
掛
り
も
な
い
の
で
、
稼
動
能
力
の
対
価
と
い
う
べ
ぎ
賃
金
の
統
計
上
の
平
均
値
を

利
用
し
て
損
害
の
算
定
を
す
る
の
も
現
状
で
は
や
む
を
得
な
い
。
」
と
述
べ
る
。
A
の
損
害
額
に
つ
い
て
は
、
　
一
八
才
か
ら
二
五
才
ま
で
は
、

大
阪
府
お
よ
び
尼
崎
市
に
お
け
る
昭
和
四
〇
年
度
の
高
校
卒
女
子
事
務
員
の
商
業
に
お
け
る
平
均
初
任
給
は
一
七
、
〇
六
四
円
で
毎
年
九
七
〇

円
昇
給
す
る
こ
と
を
基
礎
に
、
生
活
費
を
五
割
と
し
、
右
収
入
の
半
額
を
純
益
と
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
法
に
よ
り
年
五
分
の
中
間
利
息
を

控
除
し
た
現
価
は
金
四
四
〇
、
五
六
九
円
と
な
る
⑧
。
つ
い
で
、
A
の
二
五
才
よ
り
五
五
才
ま
で
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
統
計
局
編
第

一
七
回
目
本
統
計
年
鑑
「
年
令
階
級
、
産
業
お
よ
び
企
業
規
模
別
給
与
額
」
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
〇
年
度
女
子
労
働
者
全
国
全
産
業
平
均
年
齢
別
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月
間
賃
金
を
み
れ
ば
、
二
五
才
か
ら
二
九
才
ま
で
が
二
〇
、
○
○
○
円
、
三
〇
才
か
ら
三
四
才
ま
で
が
二
〇
、
九
〇
〇
円
、
三
五
才
か
ら
三
九

才
ま
で
が
二
〇
、
八
○
○
円
、
四
〇
才
か
ら
四
九
才
ま
で
が
二
〇
、
　
一
〇
〇
円
、
五
〇
才
か
ら
五
九
才
ま
で
が
二
〇
、
二
〇
〇
円
で
あ
る
。
A

の
損
害
と
し
て
、
昇
給
を
考
慮
せ
ず
、
右
年
齢
別
賃
金
中
の
最
低
で
あ
る
二
五
才
か
ら
二
九
才
ま
で
の
二
〇
、
○
○
○
円
を
下
る
こ
と
は
な
い

も
の
と
認
め
、
生
活
費
五
割
を
減
じ
、
月
額
一
〇
、
○
○
○
円
を
基
礎
と
し
て
、
年
毎
に
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
中
間
利
息
を
ホ
フ
マ
ン
式
計

算
法
に
よ
り
控
除
し
て
そ
の
現
価
を
算
定
す
る
と
、
嵩
る
8
田
×
（
紹
盆
醗
㊦
国
粛
購
－
曽
禽
盤
δ
類
熟
轡
）
睦
一
る
o。
o

。
る
旨
田
㈲
、
と
な
る
。

以
上
③
㈲
合
計
一
、
七
七
九
、
三
八
一
円
が
得
べ
か
り
し
利
益
を
失
っ
た
額
で
あ
る
（
慰
謝
料
と
し
て
A
の
両
親
に
各
一
五
〇
万
円
宛
が
認
め

ら
れ
て
い
る
）
。
両
親
に
監
督
上
の
過
失
あ
り
、
損
害
額
の
二
割
を
過
失
相
殺
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
一
）
主
婦
の
稼
働
に
よ
り
、
財
産
の
減
少
を
免
れ
た
部
分
が
夫
婦
の
共
有
財
産
と
し
て
残
存
す
る
な
ら
ば
、
妻
自
身
の
財
産
と
し
て
蒜
積
さ
れ
、
あ
る

　
　
　
　
　
い
は
夫
名
義
の
財
産
と
し
て
残
る
な
ら
ば
、
妻
は
そ
れ
に
た
い
し
一
種
の
持
分
権
を
も
ち
、
財
産
分
与
な
い
し
相
続
の
際
に
表
面
化
さ
れ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
う
し
、
あ
る
い
は
嫁
の
場
合
に
は
嫁
資
と
い
う
形
で
分
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

山！￥

稼
動
能
力
自
体
の
喪
失
に
よ
る
損
害
の
算
定

　
以
上
三
つ
の
類
型
の
う
ち
、
第
一
説
は
、
家
事
労
働
の
特
質
か
ら
そ
の
喪
失
に
よ
る
損
害
を
特
色
づ
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
否
定
説
の
立
場
よ
り
す
る
非
難
、
す
な
わ
ち
主
婦
に
よ
る
家
事
労
働
は
対
価
性
を
有
し
な
い
と
か
、
自
己
目
的
的
な
も
の
で
あ
っ
て
他
に

た
い
し
労
働
の
効
果
が
帰
属
し
な
い
等
の
意
見
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
主
婦
の
家
事
労
働
の
有
償
性
の
根
拠
を
、
財
産
の
増
加

な
い
し
減
少
の
防
止
と
い
う
点
に
求
め
、
労
働
能
力
と
労
働
意
思
の
存
在
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
家
庭
の
生
活
程
度
と
家
族
構
成
お
よ
び

そ
こ
に
お
け
る
主
婦
の
地
位
を
考
慮
し
、
勤
労
女
子
の
平
均
賃
金
や
家
政
婦
の
報
酬
を
参
酌
し
て
、
こ
れ
を
算
定
し
う
る
と
す
る
。
し
か
し
わ

た
し
は
、
主
婦
の
家
事
労
働
の
有
償
性
を
財
産
の
増
加
な
い
し
減
少
に
た
い
す
る
貢
献
に
求
め
る
こ
と
に
賛
成
し
得
な
い
。
そ
の
経
済
的
評
価

を
平
均
賃
金
な
い
し
家
政
婦
費
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
う
と
さ
れ
る
が
、
右
の
家
事
労
働
の
有
償
性
の
根
拠
と
そ
の
算
定
方
法
と
の
間
の
関
連
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主婦の逸失利益について（西井）

が
納
得
で
き
な
い
（
も
し
、
財
産
へ
の
貢
献
を
い
う
な
ら
ば
、
家
政
婦
と
の
つ
な
が
り
は
う
な
づ
け
る
と
し
て
も
、
平
均
賃
金
に
よ
る
理
由
が

分
ら
な
い
）
。
第
二
説
は
、
主
婦
に
よ
る
家
事
労
働
の
有
償
性
の
根
拠
を
、
家
事
の
一
部
を
担
当
す
る
家
政
婦
の
有
償
労
働
た
る
点
に
求
め
、

主
婦
の
家
事
労
働
が
家
政
婦
の
労
働
以
下
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
主
婦
の
家
事
労
働
へ
の
関
与
の
程
度
・
態
様
に
よ

っ
て
は
、
家
政
婦
・
女
中
の
労
働
と
の
対
比
が
困
難
な
場
合
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
わ
た
し
は
、
第
三
説
の
稼
動
能
力
自
体
の
喪
失
に
よ
る
損
害
と
み
る
説
に
賛
成
す
る
。
従
来
こ
の
説
は
、
⑫
五
才
、
⑬
三
才
の
よ
う
に
幼
年

の
女
子
に
関
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
無
収
入
者
の
損
害
算
定
の
際
に
の
み
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
成
人
の
有

職
者
の
場
合
、
就
中
男
子
に
あ
っ
て
は
、
将
来
に
お
け
る
利
益
の
獲
得
の
蓋
然
性
が
高
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
逸
失
利
益
と
し
て
、
現
在
の
収
入

を
基
礎
と
し
て
評
価
す
る
の
に
た
い
し
、
幼
児
こ
と
に
女
子
の
場
合
に
は
、
将
来
に
お
け
る
利
益
の
獲
得
の
蓋
然
性
が
低
い
か
ら
、
こ
れ
を
稼

動
能
力
自
体
の
喪
失
と
と
ら
え
て
、
統
計
上
の
平
均
賃
金
を
も
っ
て
評
価
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
に
よ
る
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

害
の
存
否
と
、
そ
の
損
害
を
い
か
よ
う
に
金
銭
的
に
評
価
し
て
そ
の
損
害
額
を
算
出
す
る
か
と
は
別
個
の
間
題
で
あ
り
、
前
者
の
判
断
に
あ
た

り
有
職
者
と
無
職
者
の
場
合
に
差
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
就
職
時
の
収
入
と
女
子
の
平
均
賃
金
と
い
ず
れ
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
か
に
違
い

が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
収
入
の
有
無
は
本
質
的
に
は
間
題
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
有
職
者
で
あ
る
か
、
無

職
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
逸
失
利
益
の
内
容
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も
稼
動
能
力
の
喪
失
と
考
え
、
た
だ
、
そ
の
算

定
に
当
り
既
に
職
を
有
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
収
入
を
も
っ
て
算
定
の
基
準
と
し
、
無
職
者
に
つ
い
て
は
、
統
計
に
よ
る
平
均
賃
金
を
「
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

え
目
な
方
法
」
に
よ
っ
て
算
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　
　
　
（
一
）
平
井
「
債
務
不
履
行
寅
任
の
簿
囲
に
関
す
る
法
的
構
成
」
　
（
三
）
法
協
八
一
巻
三
号
二
六
九
頁
参
照
。

　
　
　
　
（
二
）
最
判
昭
三
九
・
六
・
二
四
の
い
わ
ゆ
る
「
控
え
目
な
方
法
」
を
、
主
婦
の
家
事
労
働
の
評
価
に
当
っ
て
適
用
す
れ
ば
、
二
〇
才
か
ら
二
四
才
ま
で

　
　
　
　
　
の
女
子
平
均
賃
金
を
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
拙
稿
「
婦
人
の
損
害
賠
償
」
四
六
頁
注
（
二
）
参
照
）
。
　
最
判
昭
三
七
・
五
・
四
民
集
一
六
巻

　
　
　
　
　
五
号
一
〇
四
四
頁
の
少
数
意
見
と
し
て
、
池
田
裁
判
官
は
小
規
模
経
営
に
お
け
る
義
務
教
育
終
了
者
の
初
任
給
を
基
準
と
せ
よ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

　
　
　
　
　
が
、
家
庭
環
境
、
本
人
の
能
力
そ
の
他
諸
般
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
や
や
低
き
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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