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け
が
を
す
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
責
任
の
有
無

や
損
害
賠
償
な
ど
で
当
事
者
双
方
に
争
い
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
自
治
体
や
学
校
を
相
手
に
被

害
者
側
が
訴
訟
を
提
起
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

保
護
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
児
童
が
在
学
中
に
学

校
や
担
任
教
師
の
過
失
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
児
童
が
学
校
に
行
き
に
く
く
な
る

と
い
っ
た
事
態
を
考
慮
し
て
直
ち
に
訴
訟
に
踏
み
切

ら
ず
、
児
童
の
学
校
の
卒
業
を
待
っ
て
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
も
あ
る
。
学
校
側
と
し
て
は
、
卒
業
ま
で

の
間
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
当

該
事
件
が
終
結
し
て
し
ま
っ
た
と
即
断
し
、
関
係
書

類
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
よ
う
な
行
動
は
、
あ
ま
り
に

も
軽
率
な
措
置
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
し
あ
な
た
が
、
事
故
当
時
の
担
当
者
だ
と
す

る
と
、
６
・
７
年
前
の
事
件
の
証
人
と
し
て
証
言
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
証
人
は
自
分
の
経
験

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
を
供
述
す
る
こ
と

で
あ
る
。
自
分
の
考
え
や
意
見
を
述
べ
る
も
の
で

は
な
い
。

自
治
体
で
議
会
の
答
弁
や
委
員
会
の
答
弁
を
経

験
し
て
い
る
者
で
も
法
廷
は
一
種
独
特
な
雰
囲
気

が
あ
り
、
極
度
の
緊
張
状
態
に
陥
り
や
す
い
も
の

と
な
る
。
ま
た
、
相
手
方
で
あ
る
原
告
の
弁
護
士

か
ら
職
員
の
証
人
申
請
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
目
的
の
多
く
は
自
治
体
側
の
過
失
な
ど

を
認
め
さ
せ
る
証
言
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
証
人
に
親
切
丁
寧
な
こ
と
ば
か
り
聞
く
わ

け
で
は
な
く
、
証
人
が
イ
ラ
つ
く
こ
と
も
当
然
聞

い
て
く
る
。
職
員
も
証
言
に
立
つ
か
ら
に
は
、
し
っ

か
り
と
事
前
準
備
を
し
て
い
て
も
、
あ
ま
り
に
も

事
細
か
な
こ
と
を
昨
日
起
き
た
か
の
よ
う
に
聞
い

て
こ
ら
れ
る
と
、
冷
静
な
つ
も
り
で
対
応
し
て
い

て
も
、
つ
い
興
奮
し
「
弁
護
士
さ
ん
、
10
年
近
く
も

前
の
古
い
話
を
そ
ん
な
事
細
か
に
聞
か
れ
て
も
そ

ん
な
に
正
確
に
覚
え
て
い
る
わ
け
が
な
い
で
し
ょ

う
」
な
ど
と
裁
判
所
で
言
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
証
人
と
し
て
過
去
の
事
実
を
述
べ
る
立

場
の
者
が
覚
え
て
な
い
と
自
白
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
よ
う
な
対
応
で
は
自
治
体
側
に
不
利

に
な
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

自
治
体
に
損
害
賠
償
請
求
を
求
め
る
訴
訟
の
場

合
に
は
、
自
治
体
は
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
ら
被
告

と
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
が
、
裁
判
を
提
起
す
る

か
否
か
は
相
手
側
の
判
断
で
あ
り
、
消
滅
時
効
に

な
ら
な
い
範
囲
で
あ
れ
ば
い
つ
起
こ
す
か
も
相
手

方
の
自
由
で
あ
る
。
従
っ
て
、
裁
判
を
起
こ
す
か

起
こ
さ
な
い
か
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
一
般
的
に
は

自
治
体
側
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
治
体
に
関
係
す
る
事
故
・
事
件
が

発
生
し
、
市
民
な
ど
に
損
害
が
発
生
す
る
事
案
が

生
じ
て
い
れ
ば
、
自
治
体
側
の
責
任
の
有
無
は
別

と
し
て
も
、
自
治
体
と
し
て
は
裁
判
が
起
こ
さ
れ

る
こ
と
を
常
に
想
定
し
て
対
応
を
図
っ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
事
故
・
事
件
が
起
き
た
ら
、

直
ち
に
事
実
確
認
を
し
、
正
確
な
記
録
を
と
っ
て

お
く
こ
と
、
こ
れ
し
か
自
治
体
が
対
応
す
る
道
は

な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
ら
、
そ
の
記
録
を
も
と
に
し
て
答

弁
書
や
準
備
書
面
を
作
成
し
、
証
人
に
立
つ
と
き

も
そ
の
記
録
を
正
確
に
読
ん
で
、
数
年
前
の
事
件

を
し
っ
か
り
思
い
出
し
て
、
事
件
当
時
の
状
況
に

つ
い
て
証
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は

事
故
・
事
件
の
記
録
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
い
か

に
重
要
で
あ
る
か
を
自
治
体
は
も
ち
ろ
ん
職
員
と

し
て
も
肝
に
銘
じ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
事
故
・
事
件
が
起
き
た
場
合
の
事
実
確

認
や
記
録
の
と
り
方
は
、
各
自
治
体
は
担
当
者
ま

か
せ
の
と
こ
ろ
が
多
く
、
把
握
す
べ
き
事
実
も
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
の
が
自
治
体
の
大
半
の
実
態
で
あ

ろ
う
。

確
認
す
べ
き
事
実
や
統
一
基
準
の
ひ
な
形
を
作

成
し
、
事
故
・
事
件
が
起
き
た
場
合
の
初
期
対
応

な
ど
を
研
修
等
で
学
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
、
自
治

体
は
常
に
損
害
賠
償
を
負
う
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

事
実
確
認

事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
に
必
ず
、
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
事
実
確
認
が
あ

る
。
事
実
確
認
は
当
日
に
必
ず
行
う
こ
と
で
あ
る
。

１
週
間
も
10
日
も
遅
れ
て
事
実
確
認
を
や
る
よ
う

で
は
、
事
実
確
認
の
意
味
を
な
さ
な
い
。

事
実
確
認
を
行
う
目
的
は
２
つ
あ
る
。
第
１
は
、

そ
の
事
件
・
事
故
の
解
明
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
事

件
な
ど
が
起
き
た
か
で
あ
る
。
第
２
は
、
今
後
起

き
て
く
る
訴
訟
へ
の
対
応
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実

確
認
は
、
そ
の
事
件
・
事
故
が
起
き
る
直
前
の
こ

と
か
ら
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

事
実
確
認
の
記
録
を
と
る
と
き
に
は
、
３
つ
の
ポ

イ
ン
ト
で
記
録
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
第
１
点
は
、

主
観
を
な
る
べ
く
排
除
し
て
客
観
的
事
実
だ
け
を

記
述
す
る
こ
と
、
第
２
点
は
、
必
ず
時
系
列
で
書

く
こ
と
、
第
３
点
は
、
項
目
ご
と
に
箇
条
書
き
で

書
く
こ
と
で
長
文
は
要
ら
な
い
。

ま
た
、
自
治
体
の
施
設
な
ど
で
事
件
・
事
故
が

起
き
、
市
民
な
ど
に
け
が
人
が
出
た
り
す
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
所
管
の
管
理
職
が
一
番
陥

り
や
す
い
行
動
様
式
は
何
か
と
い
う
と
、
自
分
を

含
め
て
部
下
職
員
を
す
べ
て
被
害
者
の
対
応
に
当

て
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
の

対
応
が
一
段
落
し
た
後
に
な
っ
て
、「
そ
う
だ
、
事

実
確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
思
い
付
く
の
で

あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
事
実
確
認
を
す
る
意
味
が

ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
対
応
の
ポ
イ

ン
ト
は
「
部
下
職
員
を
同
時
並
行
に
使
う
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
部
下
職
員
に
対
し

て
「
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
被
害
者
の
対
応
に
入
っ
て

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
Ｃ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
は
事
実
確

認
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
ふ
う
に
職
員
に
指
示

し
、
速
や
か
な
行
動
に
入
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ

る
。
言
わ
れ
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
う
で
あ

ろ
う
が
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
単
純
な
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

行
政
経
験
は
長
く
て
も
事
件
・
事
故
に
遭
遇
す

る
経
験
は
多
く
は
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
特
に
管
理
者
は
具
体
的
な
指
示
や
対
応

を
常
に
意
識
し
、
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
危
機
に

対
し
て
の
適
切
な
行
動
は
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
記
録
を
と
る
こ
と
の
重
要
性
に
関
し
、

訴
訟
の
側
面
か
ら
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
公
用
車
の
事
故
と
な
れ
ば
、
通
常
は
国
家

賠
償
法
が
適
用
さ
れ
る
。
国
家
賠
償
法
の
中
に
は

時
効
の
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
国
家
賠
償
法
４

条
に
基
づ
き
、
民
法
７
２
４
条
に
規
定
を
適
用
し

て
消
滅
時
効
３
年
と
な
る
。
従
っ
て
、
け
が
を
受

け
た
市
民
は
、
原
則
と
し
て
は
３
年
以
内
に
訴
訟

な
ど
の
行
動
を
自
治
体
に
対
し
て
起
こ
す
必
要
が

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
異
な
り
債
務
不
履
行
に
基
づ

く
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
事
件
も
発
生
す
る
。
こ
の

場
合
に
は
時
効
が
３
年
で
は
な
く
て
10
年
と
な
る
。

ど
の
よ
う
な
場
合
か
と
い
う
と
加
害
者
と
被
害
者
と

の
間
に
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
公
立
学
校
と
生
徒
、
公
立
病
院
と
患

者
、
公
の
施
設
と
利
用
者
と
の
間
で
起
き
る
事
故
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
故
な
ど
の
場
合

は
訴
訟
な
ど
が
提
起
さ
れ
る
ま
で
に
長
期
間
の
日
数

を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
学
校
内
で
生
徒
が

事
故
対
応
②

事
実
確
認
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