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児
童
自
立
支
援
施
設
の
位
置
付
け
、
未
成
年
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
構
成

冨
例
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内
容
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一
甲
県
児
童
自
立
支
援
施
設
乙
学
園
に
入
所
中
の

A

（
一
五
歳
）
は
乙
学
園
か
ら
無
断
で
外
出
し
、
近
隣
の
民
家
に
あ
っ
た

B
所
有

一
の
自
動
二
輪
車
に
乗
り
走
行
中
、
近
く
の
横
断
歩
道
で

C

（八
歳
）
に
接
触
転
倒
さ
せ
、
同
人
に
全
治
二
週
間
の
怪
我
を
さ
せ
た
。

-

A

は
同
室
の

D
に
、
常
々
乙
学
園
の

E
か
ら
暴
行
を
受
け
る
の
で
機
会
が
あ
れ
ば
脱
走
し
て
隣
県
に
住
む
祖
母
F
の
家
に
逃
げ
る

と
言
っ
て
い
た
。

-

A

の
父
親
は
既
に
死
亡
し
て
お
り
、
母
親
G
は
再
婚
し
て
い
て

A
の
入
所
後
面
会
に
来
た
こ
と
は
な
い
。
な
お
、

A
は
今
か
ら
二

一
年
前
ま
で
祖
母
F
と
住
ん
で
い
た
が
、
万
引
き
の
非
行
事
実
が
あ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
の
結
果
、
乙
学
園
へ
入
所
し
た
の
で

あ
る
。

以
上
の
事
例
に
お
け
る
法
律
関
係
を
全
体
的
に
考
察
し
、

B
、
C
そ
れ
ぞ
れ
の
被
害
救
済
方
法
を
考
え
よ
う
。

(
l
)
 

[
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例
]

児
童
自
立
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設
入
所
児
童
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起
こ
し
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窃
盗
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甲
県
の
法
的
関
係
が
問
題
と
な
る
。

の
被
害
回
復
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

に
賠
償
責
任
を
課
し
て
い
る
。

[
本
事
例
の
検
討
]

一
、
本
件
で
は

B
が
自
動
二
輪
車
の
窃
盗
の
被
害
を
、

ず
れ
も
A
の
不
法
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

（
民
法
七

0
九
条
）
。

C
が
全
治
二
週
間
の
傷
害
を
負
う
被
害
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い

B
及
び

C
は
そ
れ
ぞ
れ
、

A
に
対
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

と
こ
ろ
が
、
民
法
七
―
二
条
は
未
成
年
者
に
つ
い
て
「
自
己
の
行
為
の
責
任
を
弁
識
す
る
に
足
り
る
知
能
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
と

き
」
は
責
任
無
能
力
者
と
し
て
免
責
し
、
同
法
七
一
四
条
は
そ
の
場
合
、
「
そ
の
責
任
能
力
者
を
監
督
す
る
法
定
の
義
務
を
負
う
者
」

そ
こ
で
、

従
っ
て
、

そ
こ
で
、

A
が
同
法
七
―
二
条
の
責
任
無
能
力
者
に
当
た
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
判
例
で
は
―
二
歳
前
後
の
未
成
年
者

に
つ
い
て
そ
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

B
及
び

C
は、

二
、
と
こ
ろ
が
、

と
に
鑑
み
て
、

A
は
一
五
歳
で
あ
る
こ
と
及
び
万
引
き
の
非
行
事
実
に
つ
い
て
家
庭
裁
判

所
の
審
判
を
受
け
て
乙
学
園
に
入
所
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
同
条
の
責
任
無
能
力
者
に
は
該
当
し
な
い
。

A
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
。

A
に
十
分
な
資
力
が
あ
る
と
は
う
か
が
え
ず
、

B
及
び

C
の
損
害
は
、

B
及
び

C
は、

A
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
て
も
、
現
実

い
ず
れ
も
A
が
入
所
し
て
い
た
乙
学
園
か
ら
無
断
外
出
を
し
て
い
る
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ

B
及
び

C
が
C
学
園
ま
た
は
こ
れ
を
設
置
し
た
甲
県
に
そ
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
、
乙
学
園
及
び

(
-
）
ま
ず
、
乙
学
園
は
児
童
自
立
支
援
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
児
童
自
立
支
援
施
設
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
。

請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
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児
童
自
立
支
援
施
設
は
児
童
福
祉
法
四
四
条
に
基
づ
く
施
設
で
あ
り
、
不
良
行
為
を
な
し
た
児
童
や
家
庭
環
境
そ
の
他
の
環
境

上
の
理
由
に
よ
り
生
活
指
導
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
必
要
な
指
導
を
行
い
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的

と
す
る
施
設
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
法
四
七
条
三
項
に
よ
り
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
入
所
中
の
児
童
で
親
権
を
行
う
者
が
あ

る
者
に
つ
い
て
も
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒
に
関
し
、
そ
の
児
童
等
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
れ
を
、
乙
学
圏
に
つ
い
て
み
る
と
、

A
は
、
父
親
が
死
亡
し
て
い
る

一
方
で
母

G
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、

G
が
親
権
者
で
あ

る
と
こ
ろ
、
乙
学
園
の
長
は

A
に
対
す
る
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒
に
関
し
、
そ
の
児
童
等
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
権

限
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
、

A
の
福
祉
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
措
置
を
執
る
必
要
が
あ
る
。

（
二
）
次
に
、
乙
学
園
を
設
置
し
た
甲
県
の
法
的
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
甲
県
は
、
児
童
の
保
護
者
と
と
も
に
、
児
童
を

心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
す
る
責
任
を
負
う
（
児
童
福
祉
法
―
一
条
）

入
所
者
A
の
健
全
育
成
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

の
で
あ
る
か
ら
、
甲
県
は
乙
学
園
設
置
者
と
し
て
、
そ
の

特
に
、

A
は
万
引
き
の
非
行
事
実
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を
受
け
て
乙
学
園
に
入
所
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
県
は
、

A

に
対
し
、
乙
学
園
を
通
じ
て
自
立
を
支
援
し
、
非
行
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
責
務
（
児
童
福
祉
法
四
四
条
、
四
五

条
一
項
、
三
項
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
八
四
条

一
項
参
照
）
を
負

っ
て
い
る
。

三
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、

B
及
び

C
が
、
乙
学
園
な
い
し
甲
県
に
損
害
賠
償
請
求
が
出
来
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

民
法
七

一
四
条
は
、
責
任
無
能
力
者
の
監
督
義
務
者
等
（
以
下
「
監
督
義
務
者
」
と
い
う
）
の
不
法
行
為
責
任
を
定
め
も
の
で
あ
り
、

監
督
義
務
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
要
件
と
し
て
、
責
任
無
能
力
者
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
同
条
の
監
督
義

務
者
と
は
法
定
の
監
督
義
務
者
の
他
、
代
理
監
督
義
務
者
を
含
む
（
同
条
二
項
）

の
で
あ
り
、
乙
学
園
の
長
が
代
理
監
督
義
務
者
に
あ
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し
か
し
な
が
ら
、
本
問
の
よ
う
に
、
責
任
無
能
力
者
で
は
な
い
未
成
年
者
が
不
法
行
為
で
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
被
害
者
が

損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
相
手
が
未
成
年
者
の
み
と
解
す
る
と
、
未
成
年
者
は
多
く
の
場
合
は
無
資
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者

は
現
実
に
そ
の
損
害
を
補
償
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
被
害
者
保
護
に
欠
け
る
。

(1
)
 

そ
こ
で
、
最
高
裁
判
例
に
あ
る
よ
う
に
、
同
条
に
つ
い
て
は
、
未
成
年
者
が
責
任
能
力
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
監
督
義
務
者
の

義
務
違
反
と
当
該
未
成
年
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
を
認
め
う
る
と
き
は
、
監
督
義
務
者
に
つ

い
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
が
成
立
」
し
、
「
民
法
七
一
四
条
の
規
定
が
」
そ
の

「解
釈
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」

よ
っ
て
、

果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
主
張

・
立
証
す
れ
ば
、
民
法
七

0
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
。

四
、
そ
こ
で
、
本
問
で
具
体
的
に
、

A
の
監
督
義
務
者
が
誰
で
あ
る
か
、
そ
の
監
督
義
務
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
、

A
が
乙
学

園
を
無
断
外
出
し
た
こ
と
が
そ
の
監
督
義
務
に
反
し
た
と
言
え
る
か
、
そ
の
後
生
じ
た

B
及
び
C
の
損
害
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が

(-）

ま
ず
、

（二）

B
及
び

C
は、

A
の
監
督
義
務
者
に
対
し
て
、
監
督
毅
務
違
反
が
あ

っ
た
こ
と
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
被
害
と
の
間
に
相
当
因

A
の
監
督
義
務
者
が
、
乙
学
園
の
長
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
、
乙
学
園
の
長
は
、

A
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
監
督
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。

A
は
万
引
き
の
非
行
事
実
で
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を
受
け
た
こ
と
が
乙
学
園
に
入
所
す
る
直
接
の
契
機
で
あ
る
も
の
の
、
母
親

G
は
親
権
者
と
し
て

A
を
十
分
に
養
育
し
て
い
た
形
跡
が
な
く
、

あ
る
か
否
か
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。

た
る
。

A
は
そ
の
祖
母
F
と
生
活
し
て
い
た
。
家
庭
裁
判
所
で
の
審
判
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ア
有
す
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
事
情
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
乙
学
園
の
長
は
、

て
の
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、

ま
た
、
乙
学
園
の
設
置
者
た
る
甲
県
は
、
児
童
福
祉
法
四
五
条
に
基
づ
く
条
例
を
通
じ
て
、
乙
学
園
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い

乙
学
園
が
児
童
福
祉
法
、
同
法
四
五
条
一
項
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
児
童
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
）
及
び
児
童
福
祉
法
四
五
条
に
基
づ
く
条
例
の
基
準
（
例
え
ば
、

児
童
福
祉
施
設
基
準
九
条
の
二
及
び
九
条
の
三
）

し
か
し
な
が
ら
、

学
園
の
長
は
上
述
の
児
童
福
祉
法
四
四
条
の
三
、

及
び
九
条
の
―
―
-
）

A
が
乙
学
園
で
暴
力
を
受
け
な
い
で
安
心
し
て
生
活
す
る
権
利
（
憲
法
一
三
条
）
を
保
障
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
甲
県
が
監
督
責
任
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
三
）
こ
の
点
、

A
は
E
が
A
に
対
し
て
常
々
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
を
理
由
に
乙
学
園
を
無
断
外
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

の
義
務
に
反
し
、

軽
重
に
差
異
が
生
じ
る
の
で
、
場
合
を
分
け
て
論
じ
る
。

E
が
乙
学
圏
の
職
員
で
あ
る
場
合

A
に
対
し
、
十
分
な
生
活
指
導
を

の
遵
守
義
務
を
果
た
し
て
い
る
か
否
か
を
監
督
す
る
義
務
が
あ

っ
た
。

乙

四
五
条
一
項
、
三
項
及
び
四
七
条
二
項
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
基
準
九
条
の
二

A
に
常
々
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
た

E
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
に
よ
り
、

乙
学
園
の
長
の
監
督
責
任
の

児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
は
、
同
施
設
の
長
が
、
同
施
設
の
入
所
者
ら
が
安
心
し
て
生
活
を
す
る
環
境
を
整
え
る
義
務
を
履

行
す
る
際
の
履
行
補
助
者
で
あ
る
。
同
施
設
の
長
は
、
同
施
設
の
職
員
に
対
し
て
指
揮
・
命
令
権
を
有
す
る
か
ら
、
同
施
設
の
職

員
が
入
所
者
に
暴
力
を
ふ
る
う
と
い
う
違
法
な
行
為
を
未
然
に
防
ぎ
、
あ
る
い
は
早
期
に
把
握
し
、

是
正
す
る
職
務
上
の
義
務
を

し
た
が

っ
て
、
こ
の
場
合
、
乙
学
園
の
長
は
、

E
に
対
し
自
ら
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
際
の
履
行
義
務
者
と
し
て
監
督
す

す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
児
童
福
祉
法
四
四
条
、
四
七
条
三
項
）
。
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（四） イ

E
が
乙
学
園
の
入
所
者
で
あ
る
場
合

る
地
位
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
ら
、

A
に
対
す
る
監
督
責
任
の
僻
怠
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
る
要
因
が
大
き
い
。

E
も
A
同
様
、
児
童
自
立
支
援
施
設
の
入
所
者
と
し
て
、
不
良
行
為
を
な
し
、
又
は
な
す
お
そ
れ
の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境

そ
の
他
の
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
で
あ
る
（
児
童
福
祉
法
四
四
条
）
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

児
童
自
立
支
援
施
設
内
に
お
い
て
は
、
不
良
行
為
に
関
し
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
ら
が
集
団
生
活
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
年
代
の
児
童
が
集
ま
る
中
学
校
等
と
比
し
て
、
入
所
児
童
間
で
暴
力
行
為
等
が
発
生
す
る
蓋
然
性

が
高
い
こ
と
は
、
明
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
当
該
児
童
自
立
支
援
施
設
内
に
お
い
て
、
入
所

児
童
間
で
の
暴
力
、
特
に
恒
常
的
暴
力
が
ふ
る
わ
れ
、
入
所
児
童
が
安
心
し
て
生
活
で
き
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
義
務

を
有
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
乙
学
園
の
長
は
、

E
が
A
に
恒
常
的
に
暴
力
を
ふ
る
う
事
態
を
把
握
し
、
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と

に
よ
っ
て

A
が
安
心
し
て
生
活
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
で
監
督
義
務
違
反
が
あ
る

と
言
え
る
。

A
が
安
心
し
て
生
活
す
る
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
と
な
る

B
及
び

C
は
、
乙
学
園
の
長
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
に
は
、
上
迩
の
乙
学
園
の
長
の

A
に
対
す
る
監
督
義
務
違
反
と
、

A
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
と
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
主
張

・
立
証
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
本
問
に
現
れ
て
い
る

A
の
非
行
の
内
容
は
万
引
き
の
み
で
あ
る
か
ら
、
乙
学
園
の
長
が
、
乙
学
園
を

無
断
外
出
し
た

A
が
自
動
二
輪
車
を
窃
取
し
、
こ
れ
を
運
転
し
、
更
に
交
通
事
故
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
ま
で
、
監
督
義
務
違
反
か

ら
生
じ
る
損
害
と
し
て
予
測
可
能
で
あ
っ
た
と
は
、
条
文
の
文
言
上
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
、
被
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判
例
は
、

害
者
保
護
を
重
視
す
る
最
高
裁
判
例
が
あ
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
り
、
裁
判
に
お
い
て
は
、

（
五
）
と
こ
ろ
で
、
乙
学
園
の
長
は
、
甲
県
の
公
務
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

五
、
で
は
、
甲
県
は
、
ど
の
範
囲
の
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
と
乙
学
園
の
長
の
監
督
義
務
違
反
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

(2
)
 

B
の
損
害

(

-

）

 

B
は
そ
の
所
有
す
る
自
動
二
輪
車
が
盗
難
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
自
動
二
輪
車
の
時
価
相
当
額
ま
た
は
修
繕
費
相
当

額
が
損
害
で
あ
る
。

（二）
（三）

C
の
損
害

よ
っ
て
、

(3
)
 

C
は
A
の
運
転
す
る
自
動
二
輪
車
と
横
断
歩
道
上
で
接
触
転
倒
し
て
全
治
二
週
間
の
傷
害
を
負
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

C
の
損

(4
)

（

5
)
 

害
に
は
、
治
療
費
、
通
院
付
添
費
、
通
院
交
通
費
、
付
添
人
交
通
費
な
ど
の
積
極
損
害
が
含
ま
れ
る
。
他
方
で
、

C
は
小
学
生
で

あ
る
か
ら
消
極
損
害
た
る
治
療
期
間
の
逸
失
利
益
は
存
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
院
慰
謝
料
は
認
め
ら
れ
る
。

C
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
積
極
損
害
及
び
通
院
慰
謝
料
が
損
害
と
な
る
。

で
は
、

長
で
は
な
く
、
甲
県
と
な
る

（
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
）
。

す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

B
及
び

C
の
乙
学
園
の
長
に
対

B
及
び

C
が
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
相
手
は
、

乙
学
園
の

B
及
び
C
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
を
確
定

B
及
び
C
の
損
害
と
乙
学
園
の
長
の
監
督
義
務
違
反
と
の
相
当
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
五
歳
の
少
年
に
強
盗
目
的
で
殺
害
さ
れ
た
遺
族
が
そ
の
少
年
の
両
親
に
対
し
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
監
督
義

務
違
反
を
理
由
に
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
、
こ
の
両
親
の
監
督
義
務
違
反
と
損
害
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
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(

-

）

 

E
が
乙
学
園
の
職
員
で
あ
る
場
合

（
四
）
小
括

て
い
る
。
責
任
無
能
力
者
に
は
該
当
し
な
い
未
成
年
者
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
監
督
義
務
違
反
と
損
害
と
の
間
の
相
当
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、
民
法
七
一
四
条
の
趣
旨
も
勘
案
し
て
、
被
害
者
保
護
の
た
め
に
、
同
条
と
同
様
に
監
督
責
任
者
の
側
が
相
当
因

果
関
係
が
な
い
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ

っ
て
、

以
上
の
次
第
で
、

六
、
他
方
、

作
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
と
と
な
り
、

E
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
甲
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
、
公

(7
)
 

務
員
個
人
は
被
害
者
に
直
接
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
の
が
判
例
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

B
及
び

C

は
E
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

（二）

(6
)
 

B
及
び

C
の
損
害
と
乙
学
園
の
長
の
監
督
義
務
違
反
と
の
相
当
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

B
及
び

C
は、

こ
の
場
合
、

B
及
び

C
は
甲
県
に
対
し
て
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
。

E
が
A
に
常
々
暴
行
を
加
え
、

A
が
乙
学
園
を
無
断
外
出
し
、

B
及
び

C
に
損
害
を
与
え
る
直
接
の
原
因
を

E
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
も
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
E
の
立
場
に
よ
る
場
合
分
け
を
し
て
検
討
す
る
。

E
は
甲
県
の
公
務
員
で
あ
る
か
ら
、

E
が
乙
学
園
の
入
所
者
で
あ
る
場
合

こ
の
場
合
、

す
る
と
、
上
述
し
た

A
自
身
と
同
様
、
乙
学
園
の
長
の
監
督
責
任
の
問
題
と
な
り
、

県
と
な
り
、

B
及
び

C
の
E
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
に
よ
る

E
は
A
に
対
し
常
々
暴
行
を
加
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

A
と
同
年
齢
ま
た
は
年
長
の
未
成
年
者
と
考
え
ら
れ
る
。

E
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
別
途
論
じ
る
実
益
は
な
い
。

B
及
び

C
の
損
害
賠
償
請
求
の
相
手
方
は
甲
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九
、
結
論

七、

B
及
び

C
の
F
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、

F
は
A
と
一
一
年
前
ま
で
同
居
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
同
居
中
に

A
が
万
引
き
を
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を
受
け
て

乙
学
園
に
入
所
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
時
点
で

F
は
A
に
対
す
る
監
督
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
現
実
的
に
は
不
可
能
な
状
況
で

あ
っ
た
。
A
は
乙
学
園
を
無
断
外
出
し
て
、

F
の
家
に
向
か
う
途
上
で

B
及
び

C
に
対
す
る
損
害
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
未
だ

F

八、

B
及
び

C
の
G
に
対
す
る
損
賠
賠
償
請
求
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

G
は
A
の
親
権
者
で
あ
る
か
ら
民
法
七
一
四
条
に
い
う
責
任
無
能
力
者
の
法
定
の
監
督
義
務
を
負
う
（
民
法
八
二

0
条
）
点
で
、

F

(8
)
 

に
比
し
て
よ
り
監
督
責
任
を
問
わ
れ
る
立
場
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

B
及
び

C
は
F
に
対
し
て
、
民
法
七

0
九
条

(9
)
 

に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
。

こ
の
場
合
、
甲
県
の
責
任
と

F
の
責
任
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
甲
県
は
民
法
七

一
四
条
二
項
に
い
う
代
理
監
督
者
で
あ
る
と
こ

ろ
、
代
理
監
督
者
と
法
定
の
監
督
義
務
者
と
の
責
任
は
併
存
可
能
で
あ
り
、
そ
の
両
者
の
損
害
賠
償
債
務
は
不
真
性
連
帯
債
務
と

(10
)
 

な
る
。以

上
の
次
第
で
、

B
及
び

C
は
、
甲
県
及
び

G
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
及
び
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
求

よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て

F
の
監
督
責
任
を
認
め
る
余
地
は
な
い
。

の
監
督
下
に
入
る
前
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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本
文
は

B
及
び
C
の
被
害
救
済
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
も
そ
も
、
児
童
自
立
支
援
施
設
は
開
放
処
遇
を
実
施
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
児
童
自
立
支
援
施
設
で
あ
る
乙
学
園
に

A
の
無
断
外
出
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
自
体
の
是
非
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

児
童
福
祉
法
二
条
の
児
童
育
成
の
責
任
や
同
法
四
四
条
の
児
童
自
立
支
援
施
設
の
目
的
等
が
甲
県
や
乙
学
圏
の
民
事
上
の
損
害
賠
償
責

任
の
根
拠
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

G
は、

A
に
つ
い
て
、
養
育
放
棄
を
し
て
い
る
と
も
評
さ
れ
る
状
態
で
あ
り
、
親
権
者
と
し
て
現
実
に

A
を
監
督
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
民
法
七
一
四
条

一
項
但
書
の
適
用
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

注(
1
)
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
ニ―

一日
。
な
お
、
最
判
平
成

一
八
年
二
月
二
四
日
。

(
2
)
注

(
1
)
参
照
。

(
3
)
C
が
八
歳
で
あ
る
こ
と
、
横
断
歩
道
上
の
事
故
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

C
の
過
失
は
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
。

(4
)
入
院
は
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、

C
の
年
齢
か
ら
し
て
通
院
付
添
費
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

(5
)
怪
我
の
程
度
か
ら
し
て
後
遺
障
害
は
な
い
も
の
と
す
る
。

(6
)
理
論
的
な
整
合
性
に
は
疑
問
あ
り
。
注

(
1
)
参
照
。

(7
)
最
判
昭
和
三
0
年
四
月

一
九
日
。

(8
)
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
ニ―

一
日
か
ら
す
る
と
こ
う
考
え
や
す
い
。

(
9
)
最
判
平
成

一
八
年
二
月
二
四
日
に
照
ら
す
と
、
否
定
的
な
結
論
と
な
ろ
う
か
。
同
判
例
か
ら
す
る
と

E
の
年
齢
も
大
き
な
要
素
と
な
ろ
う
。

(10
)
通
説

・
判
例
。

[
も
っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

め
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
被
害
救
済
が
な
さ
れ
う
る
。

以
上




