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自
賠
責
保
険
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
又
は
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
（
以
下
両
者
を
併
せ
て
「
自
賠
責
保
険
」
と
い
う
。
）

は
、
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
が
害
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、

全
て
の
自
動
車
に
つ
い
て
契
約
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
被
害
者
保
護
を
目
的
と
し
た
強
制
保
険
で
、
社
会
政
策
的
な
側

面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
潤
や
損
失
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
ノ
ー
ロ
ス
・
ノ
ー
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
の
原
則
に
従

っ
て
、
基
準
料
率
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
基
準
料
率
は
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
が
算
出
す
る
も
の
で
、
保
険

金
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
純
保
険
料
率
と
保
険
会
社
の
必
要
経
費
等
に
充
て
ら
れ
る
付
加
保
険
料
率
か
ら
な
っ
て
お
り
、

現
状
、
基
本
的
に
自
賠
責
保
険
の
保
険
料
は
基
準
料
率
に
基
づ
い
て
い
る
。
基
準
料
率
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
金
融
庁
の

適
合
性
審
査
、
金
融
庁
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
審
議
会
の
審
議
、
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
経
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
利
害
関
係
人
は
基
準
料
率
の
算
出
に
係
る
基
礎
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
基
準
料
率
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
公
開
性
・
透
明
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
付
加
保
険
料
率
に
つ
い

て
は
、
保
険
会
社
の
保
険
事
業
に
必
要
な
経
費
で
あ
る
営
業
費
や
代
理
店
手
数
料
等
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
費
用

を
負
担
す
る
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
理
解
を
醸
成
し
、
自
賠
責
保
険
制
度
へ
の
信
頼
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
妥
当
性
の
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検
証
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
自
賠
責
保
険
の
基
準
料
率
の
算
出
に
用
い
ら
れ
て
い

る
デ
ー
タ
、
計
算
式
等
の
算
出
根
拠
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

損
害
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
自
賠
責
保
険
の
保
険
金
に
は
支
払
限
度
額
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
常
時
介
護
を
要

す
る
後
遺
障
害
の
場
合
で
も
四
千
万
円
が
限
度
と
さ
れ
て
い
る
。
保
険
金
の
支
払
対
象
と
な
る
損
害
の
な
か
で
も
、
特
に
逸

失
利
益
は
高
額
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
金
額
の
み
で
支
払
限
度
額
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
支
払
限
度
額
は
、
平
成
十
四
年
四
月
に
改
定
さ
れ
て
以
降
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
据
え
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の

間
の
消
費
者
物
価
や
賃
金
の
変
化
を
十
分
に
踏
ま
え
た
水
準
と
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
自
賠
責
保
険
が
損
害
の
全

額
を
補
償
す
る
た
め
の
制
度
で
は
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
実
態
と
の
乖
離
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
社
会
政
策
的
な
側

面
を
満
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。
こ
の
ほ
か
、
裁
判
に
よ
り
、
後
遺
障
害
等
級
認
定
等
が
変
わ
る
こ
と

で
、
支
払
保
険
金
の
額
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
実
態
と
し
て
、
弁
護
士
費
用
等
を
負
担
す
る

余
裕
の
あ
る
者
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
、 

 

１ 

保
険
金
の
支
払
限
度
額
を
現
在
の
水
準
と
し
た
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
支
払
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 
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裁
判
の
結
果
、
支
払
保
険
金
の
額
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
政
府
の
認
識
を

問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


