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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

吉
　
川

　
　
　
智

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
趣
旨
説
明

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
て

　
─

　
日
本
法
政
学
会
か
ら
の
検
証
と
提
言

　
日
本
法
政
学
会

　
第
一
一
六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
・
・
・
日
本
法
政
学
会
か
ら
の
検
証
と
提
言
」

を
実
施
さ
せ
て
頂
く
に
当
た
り
、
学
会
企
画
委
員
会
よ
り
、
一
言
、
趣
旨
説
明
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
通
常
、
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
は
初
日
午
後
の
時
間
帯
が
当
て
ら
れ
、
今
回
の
よ
う
な
一
日
を
通
し
て
の
実
施
と
い
う
の
は
、
近
年
珍

し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
通
例
は
、
企
画
委
員
会
に
よ
る
趣
旨
説
明
も
と
く
に
さ
せ
て
頂
く
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
取
り
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
の
重
大
性
に
鑑
み
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
格
別
の
意
味

と
意
義
を
有
す
る
も
の
と
理
解
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
最
近
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
を
変
更
し
、
午
前
・
午
後
の
一
日
を
通
し
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
実
施
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
意
味
を
、
先
ず
も
っ
て
先
生
方
に
は
ご
理
解
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
そ
れ
か
ら
今
日
で
四
五
七
日
目
に
当
た
り
ま
す
。
も
う
四
五
七
日
も
経
過
し
て

し
ま
っ
た
と
感
じ
る
の
か
、
ま
だ
四
五
七
日
し
か
経
過
し
て
い
な
い
と
感
じ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
生
方
お
一
人
お
一
人
の
捉
え
方
に
よ
る

も
の
と
理
解
を
致
し
ま
す
が
、
こ
の
間
に
日
本
学
術
会
議
を
は
じ
め
と
し
ま
し
て
、
多
く
の
分
野
の
諸
学
会
、
諸
研
究
機
関
等
が
東
日
本
大

震
災
関
連
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
や
報
告
を
行
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
今
国
会
で
は
原
発
事
故
調
査
委
員
会
で
の
参
考
人
聴
取
が
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
、
巷
間
、
今
夏
の
電
力
供
給
対
策
や

原
発
再
稼
働
の
是
非
、
各
自
治
体
に
お
け
る
罹
災
地
域
の
瓦
礫
受
け
入
れ
問
題
、
地
震
発
生
直
後
か
ら
今
日
ま
で
の
日
本
人
の
「
心
」
の
変

化
な
ど
、
マ
ス
コ
ミ
等
が
連
日
大
き
く
取
り
上
げ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
員
の
皆
様
に
は
既
に
ご
存
じ

企
画
委
員
長
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の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
等
の
問
題
か
ら
も
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
が
私
達
に
突
き
つ
け
た
問
題
と
課
題
は
、
限
り
な
く
重
く
、
深
刻
な
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
口
で
は
容
易
に
解
決
方
法
や
結
論
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
日
本
法
政
学
会
企
画
委
員
会
で
は
、
深
刻
か
つ
解
決
困
難
な
こ
の
大
問
題
に
対
し
ま
し
て
、
大
震
災
発
生
直
後
か
ら
「
敢
え
て
こ
れ
を
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
検
討
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
」
と
考
え
て
参
り
ま
し
た
。

　
そ
の
理
由
と
し
ま
し
て
は
、
本
学
会
の
特
色
な
ら
び
に
組
織
構
成
が
公
法
・
私
法
・
政
治
お
よ
び
社
会
保
障
等
を
中
心
と
す
る
多
彩
な
学

術
団
体
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
本
学
会
に
は
様
々
な
研
究
を
さ
れ
て
い
る
会
員
が
数
多
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
東
日
本
大
震

災
か
ら
派
生
す
る
大
問
題
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
に
対
応
が
で
き
、
そ
し
て
学
会
と
し
て
対
外
的
に
何
ら
か
の
提
言
を
行
う
こ
と
は
、
本
学
会

の
存
在
意
義
は
勿
論
の
こ
と
、
学
会
と
し
て
担
う
社
会
的
責
務
か
ら
も
当
然
の
こ
と
と
考
え
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
国
民
の
意
識
が
例
え
薄
れ
ま
し
ょ
う
と
も
、
ま
た
既
に
大
震
災
は
他
者
、

他
地
域
の
事
柄
で
あ
り
、
自
己
の
利
害
、
例
え
ば
今
夏
の
電
力
供
給
な
ど
一
つ
の
事
象
に
の
み
国
民
の
関
心
が
移
行
し
ま
し
よ
う
と
も
、
本

日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
東
日
本
大
震
災
発
生
の
「
原
点
」
に
立
ち
返
っ
て
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
は
じ
め
、
会
員
の
皆
様
方
全
員
に

よ
る
真
剣
な
ご
討
議
、
ご
検
証
を
心
か
ら
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
当
た
り
ま
し
て
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
に
は
、
極
め
て
ご
多
忙
の
中
ご
報
告
賜
り
ま
す
こ
と
を
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
企
画
の
段
階
に
お
き
ま
し
て
、
関
係
者
の
方
々
よ
り
ご
登
壇
、
ご
報
告
の
順
番
等
に
関
す
る
建
設
的
か
つ
ご
示

唆
に
富
む
ご
意
見
も
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
こ
れ
に
十
分
に
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
全

て
委
員
長
で
あ
る
私
の
不
手
際
で
あ
り
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
、
深
く
お
詫
び
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
今
回
の
総
合
司
会
を
快
く
お
引
き
受
け
下
さ
い
ま
し
た
近
畿
大
学
名
誉
教
授
：
石
田
榮
仁
郎
先
生
、
龍
谷
大
学
教
授
：
長
上
深

雪
先
生
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
日
は
、
一
日
を
通
し
て
の
長
時
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
で
ご
ざ
い
ま
す
。
全
会
員
の
皆
様
方
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
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す
。

　
以
上
、
少
し
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
趣
旨
説
明
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

菅　

井　

径　

世

最
近
の
大
地
震
災
害
か
ら
学
ぶ

東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
域
に
お
け
る
地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
今
後
の
予
測

一
、 

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
最
初
に
、
地
震
発
生
の
仕
組
み
の
簡
単
な
概
要
を
述
べ
た
後
、
以
前
か
ら
地
震
に
つ
い
て
得
ら
れ
て
い
る
情
報
、
お
よ
び
、

近
年
の
地
震
の
被
害
状
況
か
ら
わ
か
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
要
点
を
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
今
後
の
対
策
に
向
け

て
い
く
つ
か
の
考
察
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
今
後
の
対
策
に
関
す
る
議
論
に
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
日
本
法

政
学
会
に
お
け
る
著
者
の
講
演
の
後
、
会
場
か
ら
頂
い
た
貴
重
な
御
質
問
事
項
に
関
す
る
２
、３
の
コ
メ
ン
ト
を
交
え
た
い
。

　

な
お
、
先
の
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
大
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
被
害
は
、
原
子
力
発
電
所

の
運
用
が
、
間
違
い
な
く
、
今
後
の
地
震
対
策
に
お
い
て
、
ま
た
、
国
レ
ベ
ル
の
政
策
等
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
重
大
な
要
素
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
被
害
お
よ
び
対
策
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
を
主
題
と
し

て
、
別
途
、
議
論
す
る
必
要
性
を
認
識
し
、
考
慮
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
議
論
の
対
象
外
と
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と

す
る
。

　

二
、
地
震
発
生
の
仕
組
み
の
簡
単
な
概
要

　

巨
大
地
震
の
多
く
は
、
地
球
表
面
を
覆
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
プ
レ
ー
ト
の
移
動
と
そ
の
衝
突
域
に
お
け
る
跳
ね
返
り
が
要
因
と
な
っ
て
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い
る
。
プ
レ
ー
ト
は
、
す
べ
て
同
じ
重
さ
で
は
な
く
、
比
較
的
密
度
の
高
い
「
重
い
プ
レ
ー
ト
」
と
密
度
の
低
い
「
軽
い
プ
レ
ー
ト
」
が
あ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
重
さ
の
違
う
プ
レ
ー
ト
の
境
界
で
は
、
重
い
プ
レ
ー
ト
が
軽
い
プ
レ
ー
ト
の
下
に
潜
り
込
み
、
重
い
プ
レ
ー
ト

の
上
面
は
大
洋
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
い
プ
レ
ー
ト
は
海
洋
プ
レ
ー
ト
、
軽
い
プ
レ
ー
ト
は
大
陸
プ
レ
ー
ト
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

各
プ
レ
ー
ト
が
衝
突
す
る
プ
レ
ー
ト
境
界
で
は
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈
み
込
み
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
大
陸
プ
レ
ー
ト
も
沈
降
し
、
湾
曲
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
、
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
湾
曲
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
と
大
陸
プ
レ
ー
ト
の
境
界
の
部
分
の
岩
石

が
壊
れ
、
摩
擦
が
瞬
時
に
小
さ
く
な
る
。
こ
の
時
、
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
跳
ね
上
が
り
、
プ
レ
ー
ト
境
界
地
震
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
が
、
一

般
に
、
プ
レ
ー
ト
境
界
型
地
震
、
あ
る
い
は
、
海
溝
型
地
震
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

日
本
列
島
付
近
に
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
、
北
米
プ
レ
ー
ト
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
４
つ
の
プ
レ
ー
ト

が
集
ま
っ
て
移
動
運
動
を
続
け
て
お
り
、
こ
れ
が
、
日
本
を
、
世
界
で
も
有
数
の
地
震
発
生
国
と
し
て
い
る
主
因
で
あ
る
。
日
本
列
島
付
近

で
、
海
溝
型
地
震
と
呼
ば
れ
る
巨
大
地
震
は
、
こ
れ
ら
の
プ
レ
ー
ト
境
界
で
発
生
す
る
地
震
で
あ
る
。
先
の
東
日
本
大
震
災
を
引
き
起
こ
し

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
も
、
こ
の
プ
レ
ー
ト
境
界
型
地
震
の
一
つ
で
あ
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
、
大
災
害
を
引
き
起
こ
す
も
う
一
つ
の
地
震
の
タ
イ
プ
は
、
一
つ
の
プ
レ
ー
ト
内
に
お
け
る
比
較
的
地
表
に
近
い
震
源

で
発
生
す
る
直
下
型
地
震
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
陸
域
は
、
主
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
、
北
米
プ
レ
ー
ト
上
に
位
置
す
る
。
こ
の
二
つ

の
プ
レ
ー
ト
が
、
別
の
二
つ
の
プ
レ
ー
ト
、
す
な
わ
ち
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
に
引
き
込
ま
れ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ

レ
ー
ト
、
北
米
プ
レ
ー
ト
内
に
大
変
形
が
生
じ
る
。
こ
の
大
変
形
に
よ
り
、
不
均
質
な
プ
レ
ー
ト
内
部
の
特
定
の
場
所
に
、
大
き
な
歪
み
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
蓄
積
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
蓄
積
し
た
歪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
一
挙
に
解
放
さ
れ
、
直
下
型
地
震
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
一
旦
、

地
震
が
発
生
す
る
と
、
そ
の
ず
れ
面
が
、
弱
面
と
な
り
、
繰
り
返
し
、
同
じ
場
所
で
直
下
型
地
震
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
面
が
活

断
層
面
で
あ
る
。
活
断
層
と
は
、「
極
め
て
近
き
時
代
ま
で
地
殻
運
動
を
繰
り
返
し
た
断
層
で
あ
り
、
今
後
も
な
お
活
動
す
る
べ
き
可
能
性

の
あ
る
断
層
」
と
定
義
さ
れ
る
⑴

。
先
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
引
き
起
こ
し
た
兵
庫
県
南
部
地
震
も
こ
の
活
断
層
に
よ
る
直
下
型
地
震
の
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一
つ
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
直
下
型
地
震
の
場
合
、
そ
の
震
源
域
は
、
日
本
列
島
付
近
に
お
け
る
海
溝
型
地
震
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
、
小
規
模
で
あ
る
の

で
、地
震
の
規
模（
一
般
に
そ
の
指
標
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
）は
小
さ
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
は
比
較
的
小
さ
い
場
合
で
も
、
都
市
域
な
ど
の
直
下
で
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
震
源
直
上
の
地
域
で
は
、
大
き
な
震
度
を
生
じ
さ

せ
る
地
震
と
な
り
、
海
溝
型
地
震
と
比
較
す
れ
ば
、
被
害
域
は
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
被
害
は
大
き
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

　

日
本
列
島
付
近
に
お
け
る
重
要
な
活
断
層
の
分
布
は
す
で
に
よ
く
調
査
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
九
十
八
が
国
の
指
定
を
受
け
て
詳
細

な
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
九
十
八
断
層
は
、
全
活
断
層
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
必

ず
し
も
九
十
八
の
活
断
層
の
う
ち
で
は
な
い
も
の
の
、
近
年
の
直
下
型
地
震
の
震
源
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
九
十
八
の
活
断
層
を
含
む
、
す

で
に
そ
の
位
置
分
布
が
調
査
さ
れ
た
活
断
層
分
布
図
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

一
般
に
海
溝
型
、
直
下
型
と
呼
ば
れ
る
地
震
の
双
方
に
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
共
通
す
る
対
策
も
多
い
が
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
に

よ
っ
て
よ
り
合
理
的
に
個
別
の
対
策
を
立
て
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

三
、
以
前
か
ら
地
震
に
つ
い
て
得
ら
れ
て
い
る
情
報
と
近
年
の
地
震
の
被
害
状
況
か
ら
わ
か
る
こ
と

　

近
年
、
発
生
し
た
２
つ
の
大
震
災
は
、
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震

災
で
あ
る
。
他
に
も
、
新
潟
県
中
越
地
震
等
の
発
生
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
因
、
対
策
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
大
震
災
と
共
通
す
る
事
項
も

多
い
。
紙
面
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
大
震
災
を
も
っ
て
、
議
論
で
き
る
一
般
論
に
し
ぼ
っ
て
整
理
し
た
い
。

　

最
初
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
特
徴
に
つ
い
て
、
整
理
す
る
。
こ
の
地
震
は
、
都
市
直
下
型
の
活
断
層
地
震
の
代
表
例
で
あ
り
、
神
戸

市
と
い
う
県
、
市
の
行
政
、
経
済
の
集
積
地
域
で
発
生
し
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
け
る
死
傷
の
最
大
要
因
は
、
構
造
物
破
壊
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
死
者
数
六
千
四
百
三
十
三
人
の
う
ち
約
八

割
が
圧
死
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
に
よ
る
十
万
人
以
上
の
死
因
が
強
風
を
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伴
っ
た
火
災
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
推
計
と
著
し
く
特
徴
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
住
宅
を
主
と
す
る
構
造
物
の
非
木
造
化
が

進
ん
だ
た
め
と
、
火
災
に
対
す
る
技
術
の
進
歩
に
よ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
発
生
直
後
に
お
け
る
テ
レ
ビ

な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
画
像
で
は
、
火
災
の
発
生
の
様
子
が
特
に
目
を
引
い
た
。
ま
た
、
破
壊
し
た
家
屋
に
挟
ま
れ
て
身
動
き
の
で

き
な
か
っ
た
犠
牲
者
が
、
生
き
た
ま
ま
、
火
災
に
の
ま
れ
た
と
い
う
悲
惨
な
状
況
も
伝
え
ら
れ
、
火
災
の
恐
ろ
し
さ
を
再
認
識
さ
せ
た
。
今

後
も
地
震
火
災
の
予
防
に
は
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
が
、
多
く
の
焼
死
体
も
実
際
に
は
、
火
災
発
生
前
に
、
圧
死
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
て
い
る
。
同
時
に
、
ほ
と
ん
ど
の
火
災
が
崩
壊
し
た
木
造
住
宅
等
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
住
宅
等
の
構
造
物
の
崩
壊
を

防
ぐ
こ
と
が
、
地
震
火
災
発
生
の
防
止
や
、
そ
の
規
模
の
縮
小
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に

お
い
て
は
、
地
震
被
害
を
最
小
化
す
る
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
構
造
物
の
耐
震
化
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
地
震
時
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
変
形
は
生
じ
て
も
、
当
該
の
構
造
物
の
中
で
圧
死
が
発
生
し
な
い
程
度
の
空
間
を
保
持
で
き
る
だ

け
の
耐
震
性
が
、
多
く
の
死
傷
を
防
ぐ
こ
と
、
火
災
発
生
の
防
止
に
つ
な
が
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

崩
壊
し
た
多
く
の
家
屋
が
、
建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
た
一
九
七
一
年
、
一
九
八
一
年
以
前
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
い
多

建
物
す
べ
て
が
、
壊
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
例
え
ば
、
昭
和
三
〇
年
代
に
建
築
さ
れ
た
個
人
住
宅
で
あ
っ
て
も
施
主
に
経
済
的
余
裕
が
あ

る
場
合
、
そ
の
当
時
の
建
築
基
準
以
上
に
、
強
度
の
高
い
柱
や
梁
を
使
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
全
壊
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
耐
震
診
断
の
普
及
と
、
耐
震
性
が
低
い
と
判
明
し
た
構
造
物
へ
の
対
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
防
災
と
減
災
の
観
点
か
ら
は
、
構
造
物
の
安
全
性
の
重
要
性
を
確
認
」
し
、「
対
策
の
観
点
か
ら
は
、
市
民
の
災
害
抑
制
意

識
の
向
上
災
害
対
応
責
任
者
の
適
切
な
対
応
の
重
要
性
を
確
認
」
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
情
報
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
緊
急
初
動
の
遅
れ
が
生
じ
た
。
行
政
の
中
核
も
被
災
し
、
地
方
行

政
が
最
初
に
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
交
通
網
の
ほ
と
ん
ど
が
破
損
し
、
電
話
網
（
衛
星
電
話
を
含
む
）
は
電
源
を
確
保
で
き
な
い
た

め
に
機
能
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
被
害
の
全
体
像
を
把
握
す
る
の
に
三
日
も
か
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
防
ぐ
こ
と
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の
で
き
た
間
接
死
等
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
内
閣
府
は
情
報
収
集
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
行
政
シ
ス
テ
ム
の
強
化
を
は
か
っ

て
い
る
（
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
防
災
）
の
任
命
な
ど
）。
同
時
に
、
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム(D

IS)

の
開
発
、
導
入
を
図
り
、
緊
急
被
害

推
定
シ
ス
テ
ム
、
緊
急
時
対
応
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
進
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
対
策
の
す
べ
て
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
震
災
い
お
い
て
、
明
ら
か
と
な
っ
た
最
重
要
課
題
は
、
構
造
物
の
耐
震
化
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
こ
で
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
東
日
本
大
震
災
の
特
徴
に
つ
い
て
、
整
理
し
た
い
。
こ
の
震
災
は
、
海
溝
型
地
震
の
代
表
例
で
あ
り
、
東
北
地
方
を
中
心
に
広
域

が
被
災
し
た
。

　

こ
の
地
方
で
は
、
宮
城
県
沖
地
震
、
十
勝
沖
地
震
等
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
ク
ラ
ス
の
巨
大
地
震
が
三
十
年
か
ら
数
十
年
の
間
隔
で
頻
繁

に
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
大
き
さ
の
地
震
が
発
生
し
て
い
た
た
め
、
多
く
の
関
係
者
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
よ
う
な
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
９
ほ
ど
の
超
巨
大
地
震
の
発
生
は
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
一
方
で
、
貞
観
地
震
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
研
究
者

は
、
こ
の
よ
う
な
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
超
巨
大
地
震
発
生
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
研
究
成
果
を
無
視
し

た
事
実
は
安
易
に
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
今
後
は
、
様
々
な
可
能
性
は
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
社
会
的
合
意
形
成
を
図

る
と
い
う
の
が
正
論
で
あ
ろ
う
。
近
年
に
お
け
る
性
能
設
計
法
の
概
念
は
、
こ
れ
を
合
理
的
処
理
す
る
た
め
の
思
考
体
系
の
一
つ
と
し
て
、

今
後
、
重
要
な
働
き
を
担
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
死
傷
の
最
大
要
因
は
、
津
波
で
あ
っ
た
。
死
者
一
万
五
千
八
百
六
十
九
人
、
行
方
不
明
者
二
千
八
百
四
十
七
人

の
う
ち
の
大
半
は
、
津
波
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
震
災
発
生
時
の
多
く
の
画
像
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
住
宅
な
ど
、
多

く
の
建
物
が
津
波
に
襲
わ
れ
る
ま
で
、
少
な
く
と
、
外
側
か
ら
は
、
大
き
な
損
傷
を
見
せ
る
こ
と
な
く
立
ち
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
測

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
部
の
住
宅
や
、
新
し
い
造
成
地
に
お
い
て
、
著
し
い
被
害
が
発
生
し
て
い
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、東
北
地
方
の
広
い
範
囲
で
、各
地
の
多
く
の
被
災
者
が
、地
震
動
の
発
生
時
か
ら
非
常
に
大
き
な
周
期
の
揺
れ
を
体
感
し
た
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
震
源
域
か
ら
各
地
へ
の
地
震
動
の
到
達
時
間
は
瞬
時
で
あ
り
、
津
波
の
陸
域
へ
の
到
達
時
間
は
、
概
ね
そ
れ
か
ら
半
時
間
程
度
以
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降
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
地
震
体
感
時
に
さ
ら
に
迅
速
な
避
難
行
動
が
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
死
傷
者

数
は
、
さ
ら
に
減
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
住
宅
に
大
き
な
被
害
が
な
く
と
も
、
家
具
の
転
倒
な
ど
に
よ
り
、
避
難
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
巨
大
地
震
が
頻
発
し
て
い
た
東
北
地
方
で
は
、
大
半
の
住
民
に
、
家
具
の
固
定
に
関
す
る
重
要
性

が
よ
く
理
解
さ
れ
て
お
り
、
他
の
地
方
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
家
具
の
未
固
定
に
よ
る
被
害
の
ケ
ー
ス
も
稀
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
で
は
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
ク
ラ
ス
の
巨
大
地
震
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
度
に
、
脆
弱
な

構
造
物
は
、
破
壊
、
損
壊
し
、
こ
れ
ら
の
地
震
被
害
の
経
験
を
も
と
に
繰
り
返
し
改
正
さ
れ
て
き
た
建
築
基
準
法
に
よ
っ
て
、
新
た
に
耐
震

性
の
高
い
住
宅
建
設
、
都
市
計
画
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
事
実
、
二
〇
〇
三
年
に
発
生
し
た
十
勝
沖
地
震
で
は
、
釣
り
人
二
名
の
行
方
不
明

者
以
外
に
、死
者
、行
方
不
明
者
は
な
い
。
同
じ
二
〇
〇
三
年
に
発
生
し
た
十
勝
沖
地
震
（
三
陸
南
地
震
）
に
お
い
て
も
死
者
は
〇
名
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
現
行
の
建
築
基
準
法
が
、
一
般
に
よ
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
以
上
の
津
波
地
震
の
他
、

一
九
九
三
年
に
発
生
し
た
北
海
道
南
西
沖
地
震
な
ど
多
く
の
津
波
に
対
し
て
も
東
北
地
方
の
被
害
は
比
較
的
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
こ
こ
で
比
較
的
と
い
う
の
は
、
今
後
、
他
の
地
方
に
お
い
て
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
津
波
地
震
に
よ
る
被
害
と
の
比
較
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
東
北
地
方
で
は
、
巨
大
地
震
に
対
す
る
実
体
験
者
も
多
く
、
こ
の
点
も
災
害
を
抑
え
る
方
向
に
役
立
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
東
北
地
方
に
あ
っ
て
も
、
二
〇
一
一
年
に
は
死
者
・
行
方
不
明
者
約
二
万
名
も
の
超
巨
大
被
害
を
も
た
ら
し
た
、
地
震
、
津

波
災
害
に
対
し
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
実
施
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
発
生
時
に
は
、
構
造
物
の
耐
震
化

が
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
も
同
様
で
あ
り
、
同
時
に
、
家
具
の
固
定
な
ど
身
近
で
で
き
る
対
策
の
重

要
性
も
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
海
岸
付
近
の
防
波
堤
等
の
働
き
の
重
要
性
も
減
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
発
生
す
る

東
海
、
東
南
海
、
南
海
地
震
な
ど
の
海
溝
型
巨
大
地
震
、
ま
た
、
直
下
型
活
断
層
地
震
の
他
、
他
の
自
然
災
害
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
別
の

対
策
法
も
検
討
し
、
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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四
、
対
策
に
向
け
て

　

自
然
災
害
は
、
自
然
現
象
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
知
は
自
然
の
挙
動
を
、
完
全
に
予
測
の
範
囲
に
収
め
る
ほ
ど
に
は
及
ん
で
い
な

い
。
自
然
災
害
に
関
す
る
情
報
を
収
集
、
整
理
す
る
と
と
も
に
、
人
知
の
及
ば
な
い
不
測
の
事
態
に
も
、
可
能
な
限
り
対
応
す
る
た
め
の
謙

虚
さ
と
、
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
自
然
災
害
は
、
人
命
、
財
産
、
生
活
全
般
に
大
き
く
影
響
す
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
個
人
か
ら
国
家
レ
ベ

ル
、
国
際
レ
ベ
ル
ま
で
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
か
ら
、
最
善
の
対
策
を
議
論
し
、
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
が
、

こ
の
際
に
も
、
い
く
つ
か
の
視
点
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

　

地
震
、
津
波
対
策
を
議
論
す
る
際
、
様
々
な
切
り
口
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
期
待
や
、
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
、
ハ
ー
ド

の
対
策
か
ら
議
論
す
る
場
合
、
自
助
、
共
助
、
公
助
と
い
う
対
策
の
視
点
か
ら
災
害
対
策
を
考
え
る
方
法
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル

の
中
で
、
短
期
的
、
長
期
的
対
策
別
に
災
害
対
策
を
考
え
る
方
法
な
ど
、
様
々
で
あ
る
。
一
般
に
、
こ
れ
ら
は
、
災
害
対
策
を
効
果
的
に
と

る
た
め
の
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
、
方
法
に
特
徴
が
あ
る
一
方
で
、
ど
の
考
え
方
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
議
論
に
意
味
は
認

め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
自
然
現
象
に
関
し
て
、
人
知
に
限
り
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
き
、
様
々
な
考
え
方
を
持
っ
て
対
応
す
る
こ
と

が
、
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
人
知
の
及
ば
な
い
範
囲
、
不
確
実
性
を
認
め
た
う
え
で
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
貪
欲
に
収
集
し
続
け
な
が
ら
、

利
用
、
活
用
す
る
こ
と
、
ま
た
、
経
済
的
、
科
学
・
技
術
的
現
状
か
ら
最
適
な
対
策
を
選
択
、
あ
る
い
は
新
た
に
開
発
し
て
い
く
こ
と
、
以

上
を
も
っ
て
社
会
的
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
の
一
連
の
流
れ
を
よ
く
俯
瞰
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
方
法
を
深
め
、
強
化
し
て

い
く
こ
と
が
減
災
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

著
者
に
は
、
現
在
、
こ
れ
を
体
系
的
に
議
論
す
る
力
量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
最
後
に
、
先
に
ま
と
め
た
事
項
に
沿
っ
て
、
い
く

つ
か
の
対
策
に
つ
い
て
、
議
論
し
て
み
た
い
。

　

現
状
の
よ
う
に
直
前
の
警
報
、
あ
る
い
は
長
期
的
な
発
声
危
険
度
評
価
の
み
が
可
能
で
あ
る
場
合
、
地
震
、
津
波
発
生
時
に
可
能
な
行
動

は
、
ま
ず
も
っ
て
自
ら
の
生
命
と
身
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
周
囲
の
様
子
を
確
認
し
、
避
難
行
動
を
と
る
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
お
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そ
ら
く
、
避
難
行
動
と
同
時
に
可
能
な
措
置
は
、
消
火
作
業
程
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
緊
急
時
に
は
、
心
構
え
を
、「
逃
げ
る
」
と
い
う

で
き
る
だ
け
単
純
な
避
難
行
動
に
絞
っ
て
お
く
こ
と
が
人
命
救
助
に
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
発
災
前
に
も
、
こ
の
視
点
か
ら
、「
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
、
逃
げ
ら
れ
る
の
か
、
安
全
で
い
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
心
構
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
避

難
行
動
を
可
能
と
す
る
だ
け
の
、
住
宅
等
の
耐
震
性
の
確
保
、
家
具
の
固
定
に
よ
る
死
傷
災
害
へ
の
対
応
、
避
難
経
路
、
避
難
方
法
の
事
前

計
画
の
立
案
な
ど
が
、
安
全
な
、
町
、
都
市
、
国
土
づ
く
り
に
役
立
つ
い
く
つ
か
の
視
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
様
々
な
問
題
点
も
含
め
て
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
（
ア
）　

少
々
専
門
的
に
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
地
震
予
知
は
、
現
時
点
で
は
、
実
現
不
可
能
に
近
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
震
予
知
は
、

科
学
的
に
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
も
、
可
能
で
あ
る
と
も
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
震
予
知
は
期
待
さ
れ
る
技
術
開
発
で
は

あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
実
用
的
な
機
能
は
保
証
の
範
囲
と
は
程
遠
い
。
地
震
予
知
に
関
し
て
、
現
状
で
期
待
で
き
る
の
は
、
数

秒
か
ら
、
数
時
間
、
あ
る
い
は
、
数
日
と
い
っ
た
直
前
予
知
に
は
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
う
し
た
直
前
の
情
報
も
、
地
震
あ
る
い
は
津
波
災
害
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
最
重
要
な
情
報
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
用
的
と
な
っ
て
い
な
い
状
況
で
、
限
定
さ
れ
た
予
知
研
究
の
み
過
大
な
研
究
予
算
を
割
く
こ
と
に
妥
当
性

は
な
い
が
、
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
限
り
、
相
応
の
研
究
活
動
は
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
地
震
予
知
の
現
状
で

の
実
現
可
能
性
を
考
え
る
と
き
、
予
知
研
究
に
対
し
て
は
、
現
状
の
一
極
集
中
的
な
研
究
予
算
の
配
分
を
改
め
て
、
も
っ
と
、
幅
の

広
い
地
震
、
津
波
対
策
分
野
に
視
点
が
広
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
、
地
震
の
長
期
評
価
と
、
タ
イ
ム
プ
レ
デ
ィ
ク
タ
ブ
ル

モ
デ
ル
、
ス
リ
ッ
プ
プ
レ
デ
ィ
ク
タ
ブ
ル
モ
デ
ル
、
建
築
技
術
な
ど
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
調
査
、
研
究
も
、
災
害
対
策
の
た
め
の

政
策
研
究
も
含
め
、
地
震
対
策
に
対
す
る
研
究
は
多
様
に
推
進
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
イ
）　

家
具
の
固
定
な
ど
の
耐
震
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
最
優
先
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
家
具
は
、「
凶
器
」
に
も
、「
シ
ェ
ル
タ
ー
」
に

も
な
り
う
る
。
経
費
負
担
が
大
き
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
専
門
家
が
予
測
、
期
待
す
る
ほ
ど

「
家
具
の
固
定
」
は
実
現
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
災
害
の
ハ
ザ
ー
ド
、
リ
ス
ク
、
防
災
訓
練
等
と
と
も
に
、
今
後
、
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防
災
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
改
善
さ
る
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
普
及
す
べ
き
対
策
の
一
つ
で

あ
る
。

　
　
　
　

家
具
の
未
固
定
に
よ
っ
て
死
傷
し
て
い
て
は
、
避
難
行
動
は
実
施
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
人
の
傷
害
者
の
発
生
は
、
災
害
時
に
救

助
者
と
な
り
う
る
人
材
が
、
被
救
助
者
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
二
重
の
損
失
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
傷
害
を
負
え
ば
、
発

災
直
後
の
消
火
活
動
も
実
施
で
き
な
く
な
る
た
め
、
災
害
を
拡
大
さ
せ
る
可
能
性
を
大
き
く
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
比
較
的
、
簡

易
に
で
き
る
対
策
は
、
確
実
、
速
や
か
に
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
の
効
果
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お

き
た
い
。

　
（
ウ
）　

耐
震
診
断
を
行
い
、
現
在
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
構
造
物
、
い
わ
ゆ
る
既
存
不
適
格
の
住
宅
等
の
耐
震
化
、
建
て
替
え

を
進
め
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　

先
の
東
北
大
震
災
で
の
被
害
要
因
は
、
お
お
む
ね
津
波
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
東
北
、
北
海
道
地
域
に
お
い
て
、

宮
城
県
沖
地
震
、
十
勝
沖
地
震
な
ど
の
過
去
の
自
然
災
害
に
よ
っ
て
、
比
較
的
耐
震
性
の
低
い
建
造
物
が
破
壊
さ
れ
、
地
震
に
対
し

て
強
度
が
不
足
す
る
建
造
物
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
地
震
発
生
の
た
び
に
、
建
築
基
準
法
が
改
正

さ
れ
、
耐
震
性
に
関
す
る
規
定
が
厳
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
大
き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
巨
大
地
震
の
発
生
と

建
築
基
準
法
改
正
の
繰
り
返
し
が
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
住
宅
等
の
耐
震
性
を
継
続
し
て
上
げ
て
き
た
と
指
摘
で
き
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
フ
リ
ー
サ
イ
ト
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
被
災
状
況
を
撮
影
し
た
多
く
の
画
像
、
動
画
か
ら
も
、
津
波
が
襲
う
ま
で
（
津
波

が
陸
域
に
到
達
し
た
の
は
地
震
発
生
後
30
分
程
度
以
降
で
あ
っ
た
地
域
）、
住
宅
等
の
構
造
部
鵜
の
大
方
が
破
壊
し
て
い
な
か
っ
た

状
況
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
耐
震
基
準
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
構
造
物
は
先
の
巨
大
地
震
動
（
震
度
七
）
に
よ
っ
て

さ
え
破
壊
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
明
白
な
証
明
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
現
在
の
耐
震
基
準
に
適
応
し
な
い
（
既
存
不
適
格
）
構
造
物

の
多
く
が
破
壊
し
た
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
害
要
因
、
被
害
状
況
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

一
方
で
、
東
北
地
方
お
よ
び
神
戸
市
等
の
最
近
の
地
震
被
災
地
以
外
の
地
域
で
は
、「
既
存
不
適
格
」
が
、
多
数
、
存
在
し
て
い
る
。
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西
日
本
で
は
、
特
に
、
一
九
四
四
、四
六
年
の
東
南
海
地
震
、
南
海
地
震
以
降
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
発
災
ま
で
、
三
河
地
震
、

福
井
地
震
以
外
に
巨
大
災
害
地
震
を
経
験
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
東
南
海
、
近
畿
、
四
国
、
九
州
地
方
で
は
、
既
存
不
適
格
構

造
物
の
数
は
膨
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
災
害
経
験
の
な
い
住
民
の
対
応
能
力
と
と
も
に
、
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
お
り
深
刻
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　

前
項
（
イ
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
家
具
の
固
定
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
耐
震
化
の
促
進
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る

以
上
の
効
果
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
建
築
基
準
法
の
二
回
の
改
正
（
一
九
七
一
年
、
一
九
八
一
年
）
が
、
東
北
地
方
の
被

災
地
な
ど
で
、
一
般
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
一
般
の
住
宅
建
築
に
お
け
る
耐
震
基
準
が
厳
し
く
な
る
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
背
景
に
、
建
設
技
術
そ
の
も
の
の
、
ま
た
、
建
設
材
の
性
能
等
が
向
上
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
我
が
国
の
経
済

事
情
が
そ
れ
を
許
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
住
宅
の
新
築
は
、
一
般
的
な
世
帯
主
に
と
っ
て
、「
一
生
の
買
い
物
」
と
い
わ
れ
る
が
、

現
在
の
設
計
基
準
を
守
る
た
め
に
、
現
在
以
上
の
大
幅
な
コ
ス
ト
増
加
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
個
別
住
宅
の
建
設
は
難
し
い
こ
と
に
な

る
。
建
設
に
関
す
る
技
術
と
国
民
の
経
済
力
の
向
上
が
、
現
在
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
高
め
た
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
目
を
す

べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

こ
こ
で
、
さ
ら
に
、
地
震
対
策
に
お
い
て
、
対
策
実
施
者
の
経
済
力
は
軽
視
で
き
な
い
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
一
九
九
〇
年

代
は
、「
国
連
防
災
の
十
年
」と
し
て
、様
々
国
際
機
関
に
よ
る
様
々
な
災
害
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
に
あ
っ

て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
防
災
活
動
」
と
分
類
さ
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
実
施
し
た
発
展
途
上
国
の
モ
デ
ル
地
区
に
お
い
て
、

さ
ら
に
、実
施
し
た
機
関
に
よ
っ
て
自
画
自
賛
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
二
〇
〇
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
世
界
地
震
工
学
会
議（
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
）
で
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
過
分
な
時
間
と
場
所
を
割
い
て
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
お

い
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
防
災
活
動
」
の
概
要
が
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
、
そ
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

よ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
が
紹
介
さ
れ
、
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
「
成
功
し
た
」
と
自
己
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
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場
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、「
そ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
質
疑
に
対
し
て
は
、
常
に
、「
我
々

の
地
方
で
は
、
経
済
力
が
な
い
た
め
に
、
い
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い
な
い
」、
と
の
返
答
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
特
に
発
展
途
上
国
で
は
、

食
料
、
医
療
、
教
育
問
題
に
対
し
て
も
十
分
な
予
算
が
な
い
中
で
、
地
震
災
害
に
過
大
な
経
費
を
割
く
こ
と
な
ど
論
外
で
あ
る
。
ま

た
、
急
速
な
世
界
的
な
人
口
増
加
の
中
で
、
先
進
国
が
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
地
震
リ
ス
ク
の
高
い
す
べ
て
の
地
域
に
対
し
て
経

済
支
援
を
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
（
実
際
、
国
連
防
災
の
十
年
と
、
そ
れ
以
降
現
在
い
た
る
ま
で
、
大
地
震
災
害
が
発
生
し
た

の
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
防
災
活
動
」
の
モ
デ
ル
地
区
以
外
の
地
域
で
あ
っ
た
）。
自
然
災
害
対
策
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
も
重
要
な
問
題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
様
相
に
違
い
こ
そ
あ
れ
、
先
進
国
、
発
展
途
上
国
共
通
の
社
会
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
、
戦
後
の
我
が
国
に
お
い
て
、
地
震
対
策
の
方
針
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
自
明
で
あ
る
。
地
震
対
策

は
、
実
施
さ
れ
る
国
情
、
地
域
に
状
況
な
ど
を
十
分
に
考
慮
し
た
う
え
で
、
最
適
の
方
法
を
社
会
的
合
意
形
成
の
も
と
で
模
索
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

以
上
の
問
題
点
に
対
す
る
最
適
解
は
、
発
展
途
上
国
と
わ
が
国
と
で
は
異
な
る
も
の
に
な
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
原
理
は
同
様
で

あ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
発
生
以
降
、「
日
本
の
安
全
神
話
」
は
崩
壊
し
た
と
し
、
多
く
の
研
究
者
が
、
既
存
不
適
格
構
造
物

の
耐
震
化
、
建
て
替
え
を
声
高
に
推
奨
し
て
き
た
。「
既
存
不
適
格
構
造
物
の
耐
震
化
、
建
て
替
え
」
そ
の
も
の
に
間
違
い
は
な
い
が
、

こ
の
風
潮
に
「
脅
し
」
の
要
素
が
あ
ま
り
に
強
か
っ
た
た
め
、
一
般
国
民
か
ら
は
、
か
え
っ
て
、
軽
視
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

地
震
発
災
そ
の
も
の
さ
え
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
反
発
が
あ
っ
た
。
著
者
が
社
会
心
理
学
者
と
議
論
し
た
と
こ
ろ
、
反
発

す
る
こ
と
の
方
が
一
般
的
な
人
間
の
反
応
で
あ
り
、
正
常
と
い
っ
て
よ
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
発
展
途
上
国
の

み
な
ら
ず
、
既
存
不
適
格
の
住
宅
で
生
活
を
送
る
国
民
の
多
く
に
と
っ
て
は
、「
耐
震
化
、
建
て
替
え
」
が
極
め
て
大
き
な
負
担
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
費
そ
の
も
の
額
と
い
う
よ
り
も
、
一
般
市
民
の
感
じ
て
い
る
危
機
意
識
が
、
自
然
対
策
の
み
で
は
な
く
、

癌
、
脳
卒
中
と
い
っ
た
生
死
に
関
わ
る
疾
患
、
疾
病
で
あ
っ
た
り
、
自
然
災
害
と
は
別
の
事
故
等
で
あ
っ
た
り
、
将
来
の
経
済
的
不

安
で
あ
っ
た
り
、
教
育
問
題
に
か
か
わ
る
経
済
的
問
題
で
あ
っ
た
り
と
、
極
め
て
多
様
で
、
複
雑
な
リ
ス
ク
等
に
ま
で
及
ん
で
い
る
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か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
種
、
多
様
な
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
き
、「
耐
震
化
、
建
て
替
え
」
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
理

解
さ
れ
る
。
一
般
的
な
国
民
に
と
っ
て
、
住
宅
建
築
が
「
一
生
の
買
い
物
」
で
あ
る
以
上
、
単
に
危
機
意
識
を
仰
ぐ
こ
と
で
は
、
事

態
は
一
向
に
改
善
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　

こ
こ
で
、提
案
し
た
い
の
は
、「
既
存
不
適
格
」
住
宅
の
危
険
性
を
訴
え
る
よ
り
も
、個
々
の
住
宅
に
関
し
て
、ど
の
よ
う
な
ハ
ザ
ー

ド
、
リ
ス
ク
が
あ
る
の
か
も
含
め
、
ど
の
程
度
の
予
算
で
、
ど
の
程
度
の
安
全
性
が
確
保
さ
て
る
よ
う
に
な
る
の
か
を
示
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
一
般
市
民
に
と
っ
て
は
、「
一
生
の
買
い
物
」
で
あ
る
以
上
、
短
期
的
な
視
点
よ

り
も
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
、
身
に
及
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ザ
ー
ド
、
リ
ス
ク
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
し
て
、「
安
全
な
生
活
を
送
っ
て
い
く
か
」
を
選
択
す
る
方
が
容
易
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
行
政
の
努
力
の
結
果
と

し
て
、
耐
震
補
強
に
関
す
る
補
助
金
制
度
が
成
立
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
補
助
金
の
全
額
利
用
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、「
耐
震
診
断
」
さ
え
、
全
面
的
に
実
施
で
き
な
い
こ
と
は
、
不
用
意
な
方
法
で
の
危
機
意
識
へ
の
訴
え
が
要
因
と
な
っ
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
。
震
災
に
関
す
る
ハ
ザ
ー
ド
、
リ
ス
ク
の
分
か
り
や
す
い
提
示
と
、
多
様
な
対
策
案
の
提
示
が
あ
っ
た
う
え
で
、

こ
れ
を
補
助
す
る
公
助
、
共
助
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

構
造
設
計
は
、
常
に
、
安
全
性
と
経
済
性
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
建
築
基
準
法
の
改
正
に
加
え
、
近
年
の
設
計
概

念
が
性
能
設
計
法
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、「
想
定
外
」
も
「
完
全
な
安
全
」
も
期
待
し
な
い
な
か
で

の
合
意
形
成
を
進
め
る
合
理
的
手
段
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
。
性
能
設
計
法
の
概
念
は
、
い
ま
だ
、
確
定
論
的
に
の
み
議
論
さ

れ
る
地
震
対
策
、
国
土
計
画
に
対
し
て
、
合
理
的
な
合
意
形
成
を
図
る
た
め
に
、
防
災
教
育
の
一
環
に
お
い
て
も
、
そ
の
普
及
を
期

待
し
た
い
重
要
な
哲
学
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
（
エ
）　

自
助
、
共
助
、
公
助
に
よ
る
複
合
的
な
減
災

　
　
　
　

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
防
災
グ
ッ
ズ
の
整
理
な
ど
の
自
助
、
自
治
会
な
ど
で
育
て
る
べ
き
共
助
、
行
政
と
の
連
携
な

ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
普
段
か
ら
の
活
動
が
、
緊
急
時
、
復
旧
時
、
復
興
時
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
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は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
事
前
準
備
を
行
い
、
自
己
の
役
割
、
周
囲
の
役
割
、
社
会
の
役
割
な
ど
、
よ
く
理
解
し
た

う
え
で
、
相
互
に
確
認
し
て
お
く
「
普
段
」
に
よ
る
と
こ
ろ
の
災
害
対
策
活
動
は
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

災
害
発
生
時
で
は
な
い
、
普
段
の
個
人
の
生
活
、
地
域
、
行
政
活
動
を
含
め
た
社
会
生
活
活
動
は
、
多
様
で
あ
り
、
複
雑
に
関
連
し

て
い
る
の
で
、
到
底
、
こ
の
紙
面
で
は
書
き
尽
く
せ
な
い
。
著
者
も
こ
う
し
た
活
動
に
携
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
普
段
の
生
活
の

あ
り
方
が
、
そ
の
ま
ま
最
善
の
対
災
害
体
制
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
想
的
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
地
方
、
地
域

に
よ
っ
て
、
様
々
に
異
な
る
点
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
国
内
外
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
災
害
（
対
策
）
文
化
と
呼
べ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
風
習
や
習
慣
な
ど
が
あ
る
と
指
摘
す
る
有
識
者
も
あ
る
。
人
口
減
少
、
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
変
化
、
あ
る
い
は
そ
の
他
様
々

な
社
会
的
変
化
が
進
む
中
で
、
今
後
、
ま
す
ま
す
重
要
視
し
て
い
く
べ
き
災
害
対
策
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
（
オ
）　

国
土
計
画
、
都
市
計
画

　
　
　
　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
死
傷
の
最
大
要
因
は
、
津
波
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
地
方
の
多
く
の
地

域
で
、
繰
り
返
し
、
津
波
、
地
震
被
害
が
発
生
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
て
、
建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ

て
、
二
〇
〇
三
年
の
津
波
、
地
震
災
害
が
最
小
限
に
食
い
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
し
か
し
て
、
二
〇
一
一
年
の
東
北
大

震
災
に
お
け
る
津
波
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
津
波
が
、
こ
の
地
方
の
人
口
に
対
し
て
、
約
二
万
名
も
の
死
者
、
行
方
不
明
者
が
発

生
し
、
こ
の
震
災
を
し
て
、
歴
史
に
残
る
低
頻
度
超
巨
大
災
害
の
一
つ
と
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
低
頻
度
巨
大
災
害
に
対
し

て
、
こ
れ
を
教
訓
に
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
今
後
、
新
し
い
視
点
を
持
っ
て
議
論
す
べ
き
こ
と
が
多
数
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

こ
の
震
災
に
お
け
る
津
波
波
高
は
、
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
。
技
術
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
波
高
に
対
す
る
防
波
堤
を
建
造
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
、
こ
の
よ
う
な
津
波
の
発
生
が
予
知
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
コ
ス
ト
面
と
、

そ
の
構
造
物
そ
の
も
の
の
存
在
が
、
漁
業
、
そ
の
他
の
経
済
・
産
業
活
動
に
与
え
る
影
響
と
か
ら
、
筆
者
の
周
辺
で
は
ど
の
よ
う
な

技
術
者
、
関
係
者
と
議
論
し
て
み
て
も
、
防
波
堤
の
建
造
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
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著
者
の
知
る
範
囲
で
は
、
現
在
で
も
、
早
期
津
波
警
報
を
発
令
で
き
る
シ
ス
テ
ム
と
、
迅
速
な
避
難
活
動
を
可
能
と
す
る
都
市
計

画
、
国
土
利
用
計
画
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
以
外
の
対
策
案
を
今
の
と
こ
ろ
耳
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
と
て
、
充
分
で
あ
る
か
否

か
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
が
、
追
加
で
き
る
対
策
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
避
難
後
の
生
活
設
計
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
な
ど
産
業
・

経
済
活
動
が
で
き
る
だ
け
速
や
か
か
つ
十
分
と
な
る
よ
う
な
経
済
計
画
と
、
都
市
計
画
、
国
土
利
用
計
画
の
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　

東
北
以
外
の
地
方
に
お
い
て
も
、
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
そ
の
発
生
が
予
期
さ
れ
て
い
る
東
海
、
東
南
海
、
南
海
地
震
が

発
生
す
る
場
合
、
既
存
不
適
格
の
住
宅
等
の
多
さ
、
住
民
に
巨
大
災
害
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
影
響
す
る
地
域
の
大
き

さ
と
、
そ
の
範
囲
に
お
け
る
人
口
、
経
済
・
産
業
活
動
の
活
発
さ
か
ら
し
て
、
そ
の
被
害
は
、
東
北
大
震
災
の
比
で
は
な
い
と
さ
れ

る
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　

も
ち
ろ
ん
、
先
般
、
行
政
か
ら
発
表
さ
れ
た
新
し
く
想
定
さ
れ
た
震
源
域
と
、
こ
れ
に
伴
う
被
害
想
定
、
死
者
数
三
十
二
万
人
が
、

現
状
で
最
も
可
能
性
の
高
い
予
測
で
あ
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
、
震
源
の
大
き
さ
に
し
て
も
、
被
害

想
定
結
果
程
度
に
し
て
も
、
こ
の
予
測
以
上
と
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
一
方
で
、
平
成
十
五
度
発
表
の
予
測
以
下
と
な

る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
一
般
的
な
地
震
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
す
れ
ば
、
前
回
の
東
南
海
、
南
海
地
震
か
ら
時
が
経
て
ば

経
つ
ほ
ど
、
そ
の
震
源
域
が
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
推
測
で
き
る
。

　
　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
愛
知
県
に
お
い
て
は
、
海
抜
〇
メ
ー
ト
ル
地
帯
が
二
百
七
十
四
キ
ロ
平
米
に
わ

た
っ
て
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
面
積
は
、
潮
の
干
満
に
よ
っ
て
も
多
少
変
化
す
る
が
、
こ
の
範
囲
に
居
住
す
る
人
口
は
八
十
万
か
ら

百
万
人
ほ
ど
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
複
数
の
天
井
川
が
流
れ
、
そ
の
海
岸
堤
防
、
河
岸
堤
防
も
伊
勢
湾
台
風
後
に
建
築
さ

れ
て
以
来
、
老
朽
化
す
る
一
方
の
部
分
も
長
く
分
布
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
港
湾
・
空
港
技
術
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
愛
知
県

の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
に
お
け
る
多
く
の
港
湾
部
に
お
い
て
は
、
地
震
基
盤
、
工
学
基
盤
と
呼
ば
れ
る
深
い
基
礎
地
盤
に
お
い
て
、

地
震
波
の
増
幅
度
が
、
つ
い
先
ご
ろ
ま
で
想
定
さ
れ
て
い
た
値
よ
り
も
大
幅
に
大
き
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
、
実
地
震
観
測
と
そ

の
逆
解
析
の
結
果
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
首
都
近
辺
が
震
源
と
な
れ
ば
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
開
発
地
域
で
も
極
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め
大
き
な
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
は
容
易
に
予
測
で
き
る
。

　
　
　
　

も
ち
ろ
ん
、
既
存
不
適
格
住
宅
等
の
耐
震
化
な
ど
、
東
北
地
方
で
実
現
さ
れ
て
き
た
地
震
対
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
需
要
か
つ

有
効
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
、
著
者
が
、
共
同
研
究
者
ら
と
議
論
し
て
も
、
そ
の
他
の
情
報
を
収
集
し
て
み
て

も
、
巨
大
津
波
災
害
に
対
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
上
記
の
東
北
大
震
災
へ
の
仮
想
的
な
対
応
と
同
様
、「
早
期
津
波
警
報
を
発

令
で
き
る
シ
ス
テ
ム
と
、
迅
速
な
避
難
活
動
を
可
能
と
す
る
都
市
計
画
、
国
土
利
用
計
画
の
必
要
性
、
な
ら
び
に
、
避
難
後
の
生
活

設
計
、
産
業
・
経
済
活
動
が
で
き
る
だ
け
速
や
か
か
つ
十
分
と
な
る
よ
う
な
経
済
計
画
と
、
都
市
計
画
、
国
土
利
用
計
画
」
以
外
の

対
策
は
発
案
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　

日
本
法
政
学
会
の
講
演
後
の
質
疑
の
一
つ
に
ご
指
摘
を
頂
い
た
が
、
愛
知
県
、
名
古
屋
市
な
ど
で
は
、
東
海
、
東
南
海
、
南
海
の

三
連
動
地
震
の
発
生
を
想
定
し
、
海
抜
〇
メ
ー
ト
ル
地
帯
に
は
、
明
確
な
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
う
る
よ
う
な
避
難
施
設
の
設
置
計
画
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
要
介
護
者
等
の
避
難
可
能
速
度
な
ど
か
ら
、
半
径
一
キ
ロ
平
米
に
一
つ
の
割
合
で
避
難
所
を

建
設
す
る
と
し
て
も
、
約
八
十
〜
百
ヶ
所
も
の
施
設
が
必
要
と
な
り
、
一
つ
の
施
設
に
収
容
す
べ
き
避
難
者
数
は
、
平
均
一
万
人
に

も
上
る
こ
と
に
な
る
。
昼
間
に
発
災
す
れ
ば
、
こ
の
地
域
で
経
済
・
産
業
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
想
定
避
難
者
の
数
が
さ
ら
に
加

わ
る
こ
と
と
な
る
。
著
者
は
、
こ
の
「
ノ
ア
の
方
舟
計
画
」
と
呼
ん
で
い
る
避
難
計
画
も
可
能
な
限
り
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
こ
れ
が
津
波
災
害
に
対
す
る
完
全
な
対
策
で
あ
る
と
予
測
し
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、

短
期
的
に
は
、
既
存
不
適
格
の
構
造
物
の
耐
震
化
、
堤
防
の
修
復
な
ど
の
他
、
こ
の
計
画
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
以
外
に
有
効
な

対
策
を
提
案
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
方
で
、
自
然
災
害
対
策
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
子
・
高
齢
化
、
人
口
減
少
、
経
済
の
長
期
低
成
長
、

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
中
心
と
す
る
環
境
問
題
等
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
都
市
再
生
対
策
が
津
波
・
地
震
災
害
に
対
し

て
も
大
変
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
有
識
者
も
多
い
。
海
抜
〇
地
帯
に
居
住
す
る
人
口
を
、
安
全
な
地
域
に
移
動
さ
せ
得
れ

ば
、
今
後
の
社
会
問
題
に
も
、
自
然
災
害
問
題
に
も
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
研
究
は
既
に
い
く
つ
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。
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最
近
、
風
水
害
の
発
生
の
た
び
に
注
意
報
、
避
難
勧
告
、
警
報
が
発
令
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
背
後
等
に
安
易
な
造
成
地
な

ど
が
存
在
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
地
域
か
ら
の
計
画
的
撤
退
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
マ
ー
ト
シ
ュ
リ
ン
ク
」
と
な
れ
ば
、

今
後
の
社
会
経
営
に
お
い
て
も
大
変
効
果
的
で
あ
る
。

　
　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
八
十
万
か
ら
百
万
人
ほ
ど
の
人
口
移
動
と
土
地
利
用
、
都
市
計
画
の
実
施
は
、
例
え
、
経
済
的
に
実
現
可
能
で
、

有
効
で
あ
っ
て
も
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
著
者
は
こ
の
対
策
に
も
賛
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
レ
ベ
ル
で
の
実
施
で
は
な
く
、

長
期
的
な
視
野
と
、
綿
密
な
計
画
と
、
防
災
教
育
を
も
含
め
た
国
家
レ
ベ
ル
で
の
社
会
的
合
意
形
成
と
を
も
っ
て
、
初
め
て
可
能
と

な
る
対
策
と
考
え
て
い
る
。

五
、 

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
こ
れ
も
、
日
本
法
政
学
会
の
講
演
後
の
質
疑
の
一
つ
に
ご
指
摘
を
頂
い
た
が
、
著
者
ら
は
、
現
在
、
最
高
精
度
、
精
度
保
証
で
、

住
宅
等
の
建
物
一
つ
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
地
震
動
の
予
測
と
そ
の
予
測
精
度
を
提
示
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
て
い
る
。
し
か
も
こ

れ
ま
で
の
地
震
動
マ
ッ
プ
よ
り
も
低
コ
ス
ト
で
の
提
供
を
目
的
と
し
て
い
る
。
地
震
動
マ
ッ
プ
と
し
て
最
良
の
も
の
を
提
供
す
べ
く
鋭
意
努

力
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
地
震
、
津
波
災
害
対
策
を
立
案
、
実
施
す
る
た
め
の
社
会
的
合
意
形
成

に
寄
与
す
る
こ
と
を
一
つ
の
重
要
な
役
割
と
考
え
て
い
る
。
個
人
に
と
っ
て
は
、
住
宅
の
耐
震
化
、
建
て
替
え
は
一
大
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、

国
に
と
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
大
き
な
都
市
計
画
、
土
地
利
用
計
画
、
国
土
利
用
計
画
は
歴
史
的
な
大
事
業
と
な
る
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

　

安
全
、
安
心
な
国
造
り
の
た
め
に
は
分
野
を
超
え
た
有
識
者
の
協
力
と
一
般
市
民
と
の
共
同
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
法
政
学
会
で
の

講
演
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
お
よ
び
本
稿
が
、
こ
れ
に
寄
与
す
る
た
め
の
切
っ
掛
け
の
一
つ
と
な
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
身
に
余
る
幸
甚
で

あ
る
。

⑴　

多
田
文
夫
「
活
断
層
の
二
種
類
」、『
地
理
学
評
論
』、
日
本
地
理
学
会
、
一
九
二
七
年
、 

九
八
〇
─
九
八
三
頁
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

和　

田　

修　

一

大
規
模
災
害
と
危
機
対
応
：
３
・
11
大
震
災
の
教
訓

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
十
四
時
四
十
六
分
、
宮
城
県
東
部
沖
約
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
震
源
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
と
い
う
、
日
本
の

観
測
史
上
最
大
の
地
震
が
発
生
し
た
。
地
震
に
伴
い
最
大
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
も
言
わ
れ
る
大
津
波
が
連
続
し
て
起
こ
り
、
東
日
本
の
太

平
洋
岸
を
襲
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
（
本
稿
で
は
、以
下
３
・
11
大
震
災
）
で
あ
る
。
行
方
不
明
も
含
め
た
犠
牲
者
は
一
万
八
七
一
六
人
（
う

ち
、
宮
城
県
は
一
万
〇
九
五
一
人
）、
全
壊
・
半
壊
の
住
宅
被
害
三
九
万
三
一
六
一
戸
（
同
、
二
三
万
六
二
二
六
戸
）
と
い
う
未
曾
有
の
被

害
を
も
た
ら
し
た
（
警
察
庁
、
二
〇
一
二
年
八
月
八
日
現
在
）。
避
難
所
で
生
活
す
る
避
難
者
の
数
は
一
時
は
四
十
三
万
人
を
超
え
た
が
、

震
災
直
後
の
数
日
間
は
停
電
の
中
で
余
震
が
続
い
た
た
め
、
家
を
離
れ
て
避
難
し
た
人
は
宮
城
県
内
だ
け
で
も
百
万
人
近
く
に
の
ぼ
っ
た
は

ず
で
あ
る
⑴

。

　

仙
台
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
震
災
発
生
以
降
、
二
〇
一
二
年
八
月
ま
で
の
一
年
半
で
計
一
六
回
仙
台
を
訪
れ
て
、
現
地
調
査
や
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
た
。
宮
城
県
庁
、
仙
台
市
、
仙
台
市
宮
城
野
区
な
ど
の
行
政
機
関
、
陸
上
自
衛
隊
東
北
方
面
総
監
部
、
陸
上
自
衛
隊

多
賀
城
駐
屯
地
、
仙
台
空
港
な
ど
で
話
を
聞
い
た
の
に
加
え
て
、
仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
地
区
を
六
回
訪
れ
た
の
を
は
じ
め
、
名
取
市
閖
上

地
区
、
東
松
島
市
野
蒜
地
区
・
宮
戸
島
地
区
、
気
仙
沼
市
大
島
地
区
・
魚
町
地
区
・
弁
天
町
地
区
・
松
崎
地
区
・
波
路
上
地
区
、
石
巻
市
明

神
町
地
区
・
釜
谷
地
区
、
女
川
町
女
川
浜
地
区
、
南
三
陸
町
志
津
川
地
区
・
歌
津
地
区
な
ど
の
被
災
地
を
訪
れ
て
、
多
く
の
被
災
者
か
ら
も
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直
接
話
を
聞
い
た
。
ま
た
東
京
で
も
、
在
日
米
軍
司
令
部
を
訪
れ
て
四
回
話
を
聞
い
た
ほ
か
、
外
務
省
や
防
衛
省
の
担
当
者
か
ら
も
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
れ
ら
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
３
・
11
大
震
災
の
教
訓
に
つ
い
て
「
危
機
対
応
」
の
面
か
ら
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、

３
・
11
大
震
災
の
被
害
は
宮
城
、
岩
手
、
福
島
を
中
心
に
、
北
海
道
か
ら
四
国
ま
で
二
二
の
都
道
県
に
及
ぶ
（
警
察
庁
）
が
、
こ
こ
で
は
仙

台
市
と
宮
城
県
に
お
け
る
大
震
災
へ
の
対
応
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
。
震
災
に
伴
い
複
合
的
に
生
じ
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

は
、
危
機
対
応
の
面
で
も
深
刻
な
課
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

二
、
安
全
保
障
、
危
機
管
理
、
危
機
対
応

　

３
・
11
大
震
災
後
の
対
応
と
し
て
、
安
全
保
障
、
危
機
管
理
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
初
に
、
用
語
の
定
義

に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、安
全
保
障
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
： security

）
で
あ
る
。
家
庭
や
企
業
で
は
「
警
備
」
や
「
保
安
」、

国
内
で
は
「
治
安
」
や
「
公
安
」、
そ
し
て
国
際
政
治
で
は
「
国
際
安
全
保
障
（international security

）」、
さ
ら
に
パ
ソ
コ
ン
の
ウ
イ
ル

ス
対
策
と
し
て
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
・
ソ
フ
ト
、
食
品
の
安
全
管
理
と
し
て
の
「
食
の
安
全
」
と
、
今
日
で
は
安
全
保
障
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

イ
と
い
う
言
葉
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
使
わ
れ
る
。
安
全
保
障
と
い
う
用
語
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
に
伴
う
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
に

お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
代
表
が
ド
イ
ツ
の
脅
威
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
守
る
と
い
う
意
味
で
使
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
安
全
保
障
と
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
（national security

）」
で
あ
り
、
軍
事
的
な
脅
威
か
ら
国
民
を
い
か

に
守
る
か
を
指
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
や
冷
戦
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
の
危
機
が
日
常
化
す
る
中
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
は

各
国
の
中
核
的
な
政
策
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
米
ソ
の
緊
張
緩
和
の
下
で
国
際
協
調
が
進
む
と
、安
全
保
障
研
究
で
も
環
境
や
飢
餓
、貧
困
、エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
と
い
っ

た
非
軍
事
的
な
脅
威
に
も
関
心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
の
研
究
者
を
中
心
に
発
展
し
た
、
非
軍
事
的
な

脅
威
を
強
調
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
ニ
ュ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
（new

 security

）」
と
も
よ
ば
れ
た
。
加
え
て
九
〇
年
代
初
め
に
冷
戦
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が
終
結
す
る
と
、
飢
餓
や
貧
困
、
大
規
模
感
染
症
、
テ
ロ
、
麻
薬
な
ど
の
国
際
犯
罪
と
い
う
非
軍
事
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
脅
威
に
対
す
る
注

目
度
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
（
図
１
を
参
照
）。
こ
の
結
果
、安
全
保
障
研
究
に
お
い
て
は
、軍
事
的
な
脅
威
に
焦
点
を
絞
っ
た
伝
統
的
な
〝
狭

義
〟
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
並
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
軍
事
的
な
脅
威
も
包
摂
す
る
〝
広
義
〟
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
二
つ
の
学
派
が
確
立
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（Buzan, W

ever, and W
ilde 1998

： 2-5

）。

　

当
然
で
は
あ
る
が
、
３
・
11
大
震
災
と
い
う
大
規
模
自
然
災
害
を
論
じ
る
本
稿
で

は
、
安
全
保
障
の
広
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
つ
。
二
〇
〇
四
年
に
は
ス
マ
ト
ラ
沖
地

震
と
津
波
で
イ
ン
ド
洋
に
面
す
る
各
国
で
三
十
万
人
を
超
え
る
犠
牲
者
が
出
た
の
を

筆
頭
に
、
二
〇
〇
五
年
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
大
地
震
、
二
〇
〇
八
年
の
四
川
大
地
震
、

そ
し
て
二
〇
一
〇
年
に
は
ハ
イ
チ
大
地
震
と
、
３
・
11
大
震
災
以
外
で
も
二
十
一
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
国
際
的
な
救
援
活
動
を
必
要
と
す
る
大
規
模
地
震
や
津
波
が
頻
発

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

危
機
に
際
し
て
使
わ
れ
る
第
二
の
用
語
は
、「
危
機
管
理
（crisis 

m
anagem

ent

）」
で
あ
る
。
危
機
管
理
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
、
一
九
六
二
年
十
月
に
起
き
た
「
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
」
で
あ

る
。
当
時
国
防
長
官
を
務
め
て
い
た
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
（Robert 

M
cN

am
ara

）
は
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
最
中
に
、「
今
日
で
は
戦
略
と
い
う
も
の
は
意

味
を
な
さ
な
い
。
あ
る
の
は
危
機
管
理
だ
け
で
あ
る
（Today, there is no longer 

such a thing as strategy; there is only crisis m
anagem

ent.

）。」
と
発
言
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
（quoted in Lord 1998

： 1

）。

図 1　狭義の安全保障と広義の安全保障の研究対象　筆者作成
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マ
ク
ナ
マ
ラ
が
危
機
管
理
を
強
調
し
た
の
は
、「
合
衆
国
の
危
機
的
な
状
況
に
際
し
て
は
、
国
際
問
題
に
対
し
て
は
狭
い
軍
事
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
偏
っ
た
見
方
し
か
し
な
い
軍
の
指
導
者
で
は
な
く
、
大
統
領
自
身
や
大
統
領
の
シ
ニ
ア
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が

直
接
対
処
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
だ
っ
た
」
と
い
う
解
釈
が
あ
る
（Lord 1998

： 4

）。
確
か
に
キ
ュ
ー
バ
・

ミ
サ
イ
ル
危
機
に
際
し
て
、
偵
察
機
が
シ
ベ
リ
ア
領
空
を
侵
犯
し
た
り
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
を
行
う
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
軍
部
は
ソ
連
や

キ
ュ
ー
バ
を
挑
発
し
、
戦
争
を
誘
発
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
行
動
を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
イ
（John F. 

Kennedy

）
大
統
領
は
、
軍
事
行
動
を
最
終
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
、
話
し
合
い
を
優
先
し
て
危
機
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
（Kennedy 

1999; D
obbs 2008

）。
米
ソ
の
全
面
的
核
戦
争
に
ま
で
発
展
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
大
統
領
が
決
定
の
主
導
権
を
握

る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
危
機
管
理
を
力
説
し
た
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
こ
の
危
機
管
理

と
い
う
言
葉
は
、
企
業
経
営
な
ど
で
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業
経
営
に
お
い
て
は
、
起
こ
り
う
る
深
刻
な
事
態
を
回
避
す
る
た

め
、
危
機
を
予
測
し
て
予
め
そ
れ
へ
の
準
備
を
整
え
、
経
営
を
安
定
化
す
る
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
国
家
レ
ベ
ル
で
の
危
機
へ
の
対
処
」
と
い
う
意
味
に
限
定
す
れ
ば
、
安
全
保
障
と
危
機
管
理
は
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
安
全
保
障
や
危
機
管
理
の
定
義
を
絞
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
幅
広
い
意
味
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、

曖
昧
さ
を
伴
っ
た
り
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
危
機
対
応
」
と
い
う
用
語
を
基
本
的
に
用
い
る
。
そ
れ
は
、

地
震
と
い
う
自
然
災
害
の
特
徴
に
も
由
来
す
る
。
安
全
保
障
や
危
機
管
理
の
研
究
は
、
①
予
防
、
②
準
備
、
③
初
期
対
応
、
④
回
復
・
復
旧
、

⑤
評
価
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
五
段
階
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
地
震
の
場
合
、
そ
の
発
生
を
事
前
に
予
測
し
て

予
防
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
た
め
、
脅
威
が
発
生
し
た
直
後
の
対
応
が
き
わ
め
て
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
危
機
対
応
」
の
観
点
か
ら
、
以
下
、
事
前
準
備
、
初
期
対
応
と
震
災
直
後
の
回
復
・
復
旧
を
検
証
し
、
３
・
11
大
震
災
の

教
訓
を
論
じ
て
い
く
。
そ
の
中
で
と
く
に
強
調
す
る
の
は
、
震
災
発
生
直
後
か
ら
自
衛
隊
、
米
軍
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
が
行
っ
た
支
援
活

動
と
、
国
際
支
援
の
受
け
入
れ
で
見
ら
れ
た
課
題
、
震
災
対
応
の
国
際
的
な
強
化
策
で
あ
る
。
大
規
模
自
然
災
害
と
い
う
脅
威
に
対
し
て
国

際
協
力
の
枠
組
み
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
３
・
11
大
震
災
で
多
く
の
国
際
的
支
援
を
受
け
た
日
本
の
責
務
で
も
あ
る
。
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三
、
予
防
と
事
前
準
備

・
危
機
と
し
て
の
大
規
模
地
震

　

ア
ル
ジ
ェ
ン
・
バ
イ
ン
（Arjen Boin

）
ら
に
よ
る
と
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
危
機
は
、
①
脅
威
、
②
緊
急
性
、
③
不
確
実
性
の
三
つ
の
要

素
か
ら
構
成
さ
れ
る
（Boin, H

art, Stern, and Sundelius 2005

： 2-4

）。
脅
威
と
は
、
安
全
、
福
祉
、
健
康
、
統
合
、
公
正
と
い
っ
た

共
同
体
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
が
、
暴
力
、
破
壊
な
ど
の
結
果
大
き
く
傷
つ
い
た
り
、
無
意
味
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
指
す
。
第

二
に
、
危
機
の
多
く
は
時
間
的
に
切
迫
し
て
い
る
と
い
う
緊
急
性
を
伴
い
、
迅
速
な
対
応
の
如
何
が
生
死
さ
え
も
分
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。
最
後
の
不
確
実
性
と
は
、
危
機
の
性
質
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
、
解
決
の
た
め
の
方
策
な
ど
に
お
い
て
不
確
実
性
を
伴
い
が
ち
で
、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
対
応
を
選
択
・
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

戦
争
・
紛
争
な
ど
の
軍
事
的
危
機
の
多
く
は
、
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
前
に
何
ら
か
の
兆
候
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
武
力
テ
ロ
な
ど

の
予
測
で
き
な
い
奇
襲
攻
撃
を
除
け
ば
、
潜
在
的
な
軍
事
的
脅
威
に
対
し
て
は
、
外
交
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
脅
威
が
そ
れ
以
上
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
非
軍
事
的
な
危
機
で
も
、
飢
餓
や
貧
困
、
環
境
問
題
は
長
期
的
な
要
因
が
絡
ん
で
お
り
、
新

興
感
染
症
も
地
域
限
定
的
な
発
症
か
ら
世
界
的
大
流
行
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
ま
で
に
は
相
当
の
時
間
が
あ
る
。
そ
し
て
大
規
模
自
然
災
害
で

も
、
台
風
や
ハ
リ
ケ
ー
ン
な
ど
は
気
象
観
測
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
予
知
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
３
・
11
大
震
災
の
原
因
と
な
っ
た
大
地
震
は
、
そ
の
発
生
を
予
め
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
発
生
を
抑
え
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
振
り
返
っ
て
分
析
す
れ
ば
、
大
規
模
地
震
の
前
兆
と
な
る
余
震
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
所
詮
そ
れ

は
結
果
論
で
あ
る
。
現
在
可
能
な
地
震
予
知
は
、
大
き
な
縦
揺
れ
を
観
測
し
て
か
ら
遅
れ
て
横
揺
れ
が
伝
わ
る
ま
で
の
数
秒
間
だ
け
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
と
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
北
ア
メ
リ
カ
プ
レ
ー
ト
が
交
錯
す
る
上
に
位
置
す
る
日
本
は
、
大
規
模
地
震
が
起
こ
る
危

険
性
と
常
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
規
模
地
震
の
危
険
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
日
本
か
ら
移
住
し
な
い
限
り
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
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・
宮
城
県
や
仙
台
市
の
事
前
準
備

　

地
震
の
予
防
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
つ
ぎ
に
検
証
す
べ
き
は
事
前
準
備
で
あ
る
。
事
前
準
備
の
程
度
は
、
地
震
発

生
直
後
の
対
応
を
大
き
く
左
右
す
る
。
三
十
年
以
内
に
大
地
震
が
起
こ
る
確
率
は
99
・
９
パ
ー
セ
ン
ト
と
予
測
さ
れ
て
い
た
宮
城
県
や
仙
台

市
で
は
、
大
地
震
や
津
波
に
対
す
る
準
備
を
一
応
整
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
宮
城
県
は
、
震
災
が
起
こ
っ
た
際
に
協
力
を
受
け
る
業
界
団
体

や
個
々
の
企
業
、
そ
し
て
他
の
自
治
体
・
行
政
機
関
と
の
あ
い
だ
で
、
合
計
九
四
の
協
定
を
結
ん
で
い
た
（
宮
城
県
危
機
対
策
課
、

二
〇
一
二
）。

　

同
じ
よ
う
に
仙
台
市
が
震
災
前
に
結
ん
だ
協
力
協
定
も
、
九
三
本
に
の
ぼ
る
（
仙
台
市
、
二
〇
一
一
ａ
）。
そ
の
中
に
、
二
〇
〇
九
年
五

月
に
仙
台
市
が
仙
台
港
に
あ
る
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
仙
台
工
場
、
横
浜
冷
凍
仙
台
物
流
セ
ン
タ
ー
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
条
鋼
仙
台
製
造
所
・
健
康
保
険
組
合

と
結
ん
だ
「
津
波
発
生
時
に
お
け
る
緊
急
一
時
的
な
津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
協
定
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
仙
台

港
に
あ
る
建
物
の
中
か
ら
、
津
波
に
十
分
耐
え
ら
れ
る
高
さ
と
強
度
を
も
っ
た
も
の
を
選
び
、
津
波
襲
来
の
際
に
時
間
が
な
い
と
き
近
隣
住

民
が
そ
の
建
物
に
緊
急
避
難
で
き
る
よ
う
に
と
、
企
業
側
と
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
⑵

。
も
う
一
つ
仙
台
市
が
取
り
組
ん
で
い
た
の
が
、
沿

岸
地
域
に
あ
る
小
学
校
の
地
震
・
津
波
へ
の
対
応
策
で
あ
る
。
宮
城
野
区
の
中
野
小
学
校
、
若
林
区
の
荒
浜
小
学
校
な
ど
、
仙
台
市
の
太
平

洋
沿
岸
近
く
に
は
津
波
が
襲
来
し
た
際
に
危
険
な
小
学
校
が
あ
っ
た
。
仙
台
市
は
沿
岸
地
域
の
小
学
校
そ
れ
ぞ
れ
に
災
害
発
生
時
に
緊
急
連

絡
が
取
れ
る
よ
う
に
と
防
災
行
政
用
無
線
を
設
置
し
、
ま
た
津
波
を
想
定
し
た
避
難
訓
練
も
行
わ
れ
て
い
た
⑶

。
こ
れ
ら
が
功
を
奏
し
て
、

中
野
小
学
校
で
も
荒
浜
小
学
校
で
も
、
津
波
の
襲
来
時
に
学
校
に
居
残
っ
て
い
た
生
徒
は
校
舎
の
屋
上
に
避
難
し
て
全
員
助
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
燃
料
供
給
の
協
力
協
定
を
結
ん
で
い
た
新
日
本
石
油
精
油
・
仙
台
製
油
所
の
よ
う
に
、
地
震
直
後
に
火
災
が
起
こ
っ
て
協
力
ど

こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
協
定
が
〝
絵
に
描
い
た
餅
〟
に
終
わ
っ
た
例
も
あ
っ
た
。
加
え
て
、
震
災
で
道
路
が
遮
断
さ
れ
、
協
力
を

実
施
す
る
際
に
、
距
離
の
問
題
も
障
害
と
な
っ
た
。
太
平
洋
岸
と
日
本
海
岸
が
同
時
に
津
波
に
襲
わ
れ
る
可
能
性
が
高
く
は
な
い
こ
と
か
ら
、

災
害
時
の
協
力
体
制
は
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
隣
接
す
る
県
や
地
域
で
整
え
て
お
く
こ
と
は
十
分
検
討
に
値
す
る
⑷

。
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・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
現
場
の
判
断
力

　

事
前
準
備
と
し
て
重
要
に
な
る
の
が
、
危
機
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
訓
練
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
課
題
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ

東
日
本
の
仙
石
線
野
蒜
駅
付
近
で
起
き
た
二
つ
の
事
例
は
多
く
の
教
訓
を
含
ん
で
い
る
。
野
蒜
駅
は
仙
台
か
ら
三
十
キ
ロ
ほ
ど
の
太
平
洋
沿

い
で
、
野
蒜
海
岸
か
ら
は
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
た
め
、
夏
場
は
海
水
浴
客
で
賑
わ
う
。
地
震
直
前
に
野
蒜
駅
を
ほ
ぼ
同

時
に
発
車
し
た
上
下
の
列
車
は
激
し
い
揺
れ
に
遭
い
、
駅
か
ら
約
七
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
緊
急
停
車
し
た
。
上
り
仙
台
行
き
の
列
車
乗

員
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
、
列
車
が
停
止
し
た
場
所
か
ら
山
側
に
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
あ
る
指
定
避
難
所
・
野
蒜
小
学
校
体
育
館
に
乗

客
を
案
内
し
た
。
と
こ
ろ
が
避
難
先
の
体
育
館
を
三
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
襲
い
、
乗
客
の
何
人
か
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
の
下
り

石
巻
行
き
が
停
止
し
た
の
は
、
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
切
り
通
し
の
頂
上
付
近
だ
っ
た
。
乗
員
が
乗
客
を
誘
導
し
て
避
難
所
に
向
か
お
う

と
す
る
と
、
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
地
元
の
乗
客
が
「
こ
こ
が
一
番
高
台
な
の
で
安
全
だ
か
ら
動
く
な
」
と
叫
ん
だ
。
津
波
も
ま
ぬ
が
れ
、
電

車
の
中
で
一
晩
過
ご
し
、
翌
日
全
員
が
救
出
さ
れ
た
（「
運
命
の
２
時
４
６
分
発
」
二
〇
一
一
、「
指
定
避
難
所
で
何
が
」
二
〇
一
一
）。

　

二
〇
一
一
年
暮
れ
に
、
東
松
島
市
野
蒜
地
区
の
現
場
を
見
て
回
っ
た
。
上
り
列
車
が
停
車
し
た
位
置
は
、
平
坦
な
場
所
で
ゆ
が
ん
だ
ま
ま

の
線
路
が
津
波
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。
駅
舎
も
電
車
も
津
波
に
襲
わ
れ
て
大
破
し
、
上
り
列
車
の
乗
務
員
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
避

難
所
に
乗
客
を
誘
導
し
た
判
断
は
誤
っ
て
は
い
な
い
。
仮
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
た
小
学
校
の
体
育
館
が
、

結
果
的
に
安
全
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
体
育
館
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
三
階
建
て
の
鉄
筋
校
舎
が
あ
り
、
こ
の
校
舎
は
津
波
に
も

十
分
耐
え
た
。
一
方
、
下
り
列
車
が
停
車
し
た
場
所
は
、
丘
を
切
り
開
い
て
線
路
を
敷
い
た
場
所
に
当
た
る
。
駅
を
出
る
と
徐
々
に
勾
配
を

登
り
は
じ
め
、
電
車
が
停
止
し
た
の
は
三
三
パ
ー
ミ
ル
の
急
勾
配
の
ピ
ー
ク
近
く
で
、
周
辺
で
は
最
も
高
い
地
点
に
位
置
し
た
。
電
車
が
止

ま
っ
た
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
手
前
に
あ
る
踏
み
切
り
は
津
波
で
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
危
機
一
髪
だ
っ
た
。
周
辺
の
地
理
に
熟
知

し
た
乗
客
が
い
た
こ
と
も
幸
い
し
た
が
、下
り
列
車
の
乗
員
が
〝
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
超
え
た
判
断
〟
を
行
っ
た
こ
と
が
乗
客
の
安
全
に
つ
な
が
っ

た
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

３
・
11
大
震
災
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、
想
定
し
て
い
た
規
模
を
遥
か
に
超
え
た
地
震
や
津
波
が
起
き
て
、
ほ
と
ん
ど
の
危
機
対
応
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マ
ニ
ュ
ア
ル
が
役
に
立
た
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
初
期
対
応
で
生
じ
た
問
題
の
多
く
が
〝
想
定
外
〟
と
い
う
言
葉
で
片
付
け

ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
大
震
災
の
教
訓
に
照
ら
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
直
す
こ
と
は
不
可
欠
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
最
悪
の

事
態
に
対
し
て
常
に
万
全
の
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
、
費
用
の
面
で
も
む
ず
か
し
い
。
本
稿
に
お
い
て
事
前
準
備
よ
り
も
、
地
震
が
起

こ
っ
た
直
後
の
危
機
対
応
に
力
点
を
お
く
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
す
べ
て
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
仙
台
市
環
境
局
で
は
震
災
発
生
後
の
瓦
礫
処
理
の
た
め

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
震
災
発
生
か
ら
三
日
目
の
朝
に
瓦
礫
の
一
時
集
積
所
を
五
カ
所
、
最
終
的
に
は
八
カ

所
を
開
設
し
た
。
発
生
し
た
瓦
礫
は
想
定
を
遥
か
に
超
え
て
い
た
が
、
瓦
礫
予
想
の
積
算
方
法
を
利
用
し
て
、
新
た
に
瓦
礫
の
量
を
見
積
も

る
こ
と
も
で
き
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
盛
ら
れ
て
い
た
震
災
後
の
課
題
を
組
み
立
て
直
し
て
、
役
割
分
担
を
行
っ
た
こ
と
が
効
果
的
な
対
応
に

つ
な
が
っ
た
⑸

。
そ
も
そ
も
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
に
対
応
で
き
る
完
全
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
基
本
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
た
柔
軟
な
判
断
力
や
調
整
力
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
地
震
直
後
の
対
応
と
初
期
の
回
復
・
復
旧
活
動

・
誤
っ
た
先
入
観
と
避
難
の
遅
れ

　

地
震
の
発
生
直
後
、
太
平
洋
沿
岸
地
域
に
対
し
て
「
大
津
波
警
報
」
が
発
令
さ
れ
た
。
地
震
発
生
か
ら
津
波
の
襲
来
ま
で
の
あ
い
だ
、
仙

台
市
の
沿
岸
部
で
は
一
時
間
あ
ま
り
の
〝
時
間
的
余
裕
〟
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
被
災
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
驚
い
た
こ
と
は
、
少
な

か
ら
ず
の
人
が
津
波
に
備
え
て
す
ぐ
に
避
難
を
始
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
避
難
ど
こ
ろ
か
、
地
震
が
起
こ
っ
た
後
で
た
だ
呆
然
と
し
て
、

地
震
に
よ
っ
て
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
た
部
屋
を
片
付
け
始
め
た
と
い
う
被
災
者
の
話
も
聞
い
た
⑹

。

　

多
く
の
被
災
者
が
す
ぐ
に
避
難
を
始
め
な
か
っ
た
の
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
地
震
直
後
に
被
災
地
の
ほ

と
ん
ど
が
停
電
に
な
り
、
テ
レ
ビ
か
ら
津
波
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
車
で
移
動
中
の
人
を
除
け
ば
、

停
電
と
と
も
に
す
ぐ
に
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
ら
れ
る
よ
う
準
備
し
て
い
る
人
は
少
な
い
。
第
二
が
、
そ
の
一
年
前
の
二
月
二
十
七
日



─ 28 ─

に
起
き
た
チ
リ
地
震
津
波
時
の
経
験
が
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
リ
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８･

８
の
大
地
震
が
発

生
し
た
の
に
伴
っ
て
、
太
平
洋
岸
地
域
に
「
大
津
波
警
報
」
が
発
令
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
津
波
は
到
達
し
た
が
、
高
さ
は
八
〇
セ
ン
チ
に
も

満
た
な
か
っ
た
。「
大
津
波
警
報
」
以
上
の
強
い
警
報
は
な
く
、
３
・
11
大
地
震
の
際
に
も
同
じ
警
報
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
チ
リ
地

震
津
波
を
連
想
し
て
「
ま
た
あ
の
程
度
」
と
高
を
括
っ
て
し
ま
い
、
す
ぐ
に
は
避
難
し
な
か
っ
た
⑺

。
ま
た
気
仙
沼
市
で
は
、「
地
震
の
後

に
津
波
が
く
る
こ
と
は
連
想
で
き
た
が
、
あ
そ
こ
ま
で
大
き
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
被
災
者
が
口
々
に
感
想
を
漏
ら
し
た
。
気
仙
沼
の

場
合
、「
津
波
が
く
る
」
と
い
っ
て
年
配
者
が
真
っ
先
に
逃
げ
出
し
、
若
い
人
ほ
ど
逃
げ
出
す
の
が
遅
れ
た
そ
う
で
あ
る
⑻

。

　

す
ぐ
避
難
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
車
で
の
避
難
の
最
中
に
道
路
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
と
こ
ろ
を
津
波
が
襲

い
、犠
牲
者
の
数
を
大
き
く
し
て
し
ま
っ
た
。
乗
っ
て
い
た
車
ご
と
津
波
で
浮
き
上
が
っ
た
が
、運
良
く
屋
根
の
上
に
車
が
止
ま
っ
て
助
か
っ

た
人
の
話
も
聞
い
た
。
あ
る
い
は
、
津
波
が
押
し
寄
せ
る
中
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
車
を
運
転
し
て
津
波
か
ら
逃
れ
て
九
死
に
一
生
を
得
た
人
の

話
も
聞
い
た
。
そ
の
反
面
、
気
仙
沼
市
魚
町
地
区
で
は
、
停
電
で
信
号
機
が
作
動
し
な
く
な
っ
て
交
差
点
で
車
が
立
ち
往
生
し
、
さ
ら
に
乗

り
捨
て
ら
れ
た
車
が
道
路
を
塞
い
で
渋
滞
を
一
層
悪
化
さ
せ
、
多
く
の
人
が
車
に
乗
っ
た
ま
ま
津
波
に
呑
ま
れ
て
し
ま
っ
た
⑼

。

　

同
じ
よ
う
な
道
路
渋
滞
に
よ
る
悲
劇
は
、
名
取
市
閖
上
地
区
で
も
起
こ
っ
た
。
二
階
建
て
の
地
区
公
民
館
に
一
旦
避
難
し
た
住
民
が
、
津

波
が
か
な
り
大
き
い
と
の
情
報
を
受
け
て
、
八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
中
学
校
へ
と
車
で
移
動
し
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
途
中
の
道
路

が
渋
滞
と
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
動
け
ず
、
車
に
乗
っ
た
多
く
の
人
が
津
波
に
巻
き
込
ま
れ
た
（「
証
言
・
避
難
者
大
混
乱
、
名
取
・
閖
上
公
民
館
」

二
〇
一
一
）。
宮
城
県
の
平
野
部
で
は
、
津
波
は
最
大
で
海
岸
か
ら
六
キ
ロ
地
点
ま
で
到
達
し
た
が
、
も
し
地
震
の
直
後
に
徒
歩
で
逃
げ
始

め
れ
ば
津
波
が
く
る
ま
で
の
一
時
間
に
危
険
地
域
か
ら
か
な
り
離
れ
る
こ
と
が
で
き
、
犠
牲
者
の
数
は
も
っ
と
減
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

・
素
早
い
自
衛
隊
の
対
応
と
救
出
・
捜
索
活
動

　

震
災
発
生
後
、
十
五
時
二
分
に
宮
城
県
知
事
か
ら
自
衛
隊
に
災
害
派
遣
要
請
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
十
五
時
二
十
七
分
に
「
自
衛
隊
は

最
大
限
の
活
動
を
す
る
こ
と
」
と
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
指
示
が
出
さ
れ
た
。
二
五
〇
〇
人
あ
ま
り
の
予
備
自
衛
官
も
含
め
、
最
大
時
に
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は
十
万
七
千
人
の
自
衛
隊
員
が
被
災
地
で
活
動
を
展
開
し
た
（
緊
急
災
害
対
策
本
部
、
二
〇
一
一
）。

　

自
衛
隊
へ
の
災
害
派
遣
要
請
は
、
基
本
的
に
都
道
府
県
知
事
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
自
衛
隊
法
第
八
三
条
）。
一
九
九
五
年
の
阪

神
淡
路
大
震
災
の
際
に
自
衛
隊
へ
の
出
動
要
請
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
な
か
っ
た
と
い
う
教
訓
か
ら
、
自
衛
隊
法
第
八
三
条
第
二
項
に
〝
た
だ

し
書
き
〟
と
し
て
、
特
に
緊
急
を
要
し
都
道
府
県
知
事
の
災
害
派
遣
要
請
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
要
請
を
待
た
ず
に
自
衛
隊
の
部

隊
が
出
動
で
き
る
こ
と
が
加
え
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
自
主
派
遣
」
の
規
定
で
あ
る
。

　

加
え
て
宮
城
県
で
は
、「
災
害
派
遣
に
関
す
る
協
定
」（
以
下
、
災
害
派
遣
協
定
）
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
プ
ラ
ス
に
作
用
し

た
。
二
〇
一
〇
年
二
月
の
チ
リ
地
震
津
波
の
際
に
「
大
津
波
警
報
」
が
出
さ
れ
た
経
験
か
ら
、
一
九
七
三
年
に
締
結
さ
れ
た
災
害
派
遣
協
定

の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
一
〇
年
十
一
月
に
新
た
な
協
定
が
結
ば
れ
て
い
た
。
従
来
の
協
定
で
は
被
害
が
発
生
し
た
後
に
災
害
派
遣
を
求
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
新
た
な
協
定
で
は
、
チ
リ
地
震
津
波
の
よ
う
に
被
害
が
発
生
す
る
前
の
段
階
で
も
県
と
自
衛
隊
が
連
絡
調
整
で
き

る
よ
う
強
化
さ
れ
（
災
害
派
遣
協
定
第
四
条
）、
ま
た
平
素
か
ら
県
と
自
衛
隊
の
連
携
が
強
調
さ
れ
た
（
同
第
二
条
）。
こ
の
三
カ
月
余
り
後

に
３
・
11
大
震
災
が
発
生
す
る
が
、
協
定
改
正
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
六
カ
月
間
か
け
た
て
協
議
を
通
じ
て
県
と
自
衛
隊
の
担
当
者
の
あ

い
だ
で
意
志
疎
通
が
図
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
震
災
対
応
時
の
連
携
で
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
⑽

。

　

こ
の
協
定
の
改
正
以
降
、
陸
上
自
衛
隊
第
二
十
二
普
通
科
連
隊
で
は
、
宮
城
県
の
仙
台
市
以
北
の
地
域
ご
と
に
担
当
す
る
隊
員
が
割
り
振

ら
れ
、
出
動
の
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
た
。
地
震
発
生
直
後
に
第
二
十
二
普
通
科
連
隊
に
連
隊
長
か
ら
出
動
準
備
命
令
が
下
さ
れ
た
。
宮
城
県

知
事
か
ら
災
害
派
遣
の
要
請
を
受
け
て
、
隊
員
は
各
担
当
地
域
に
向
か
い
、
そ
れ
ぞ
れ
救
援
活
動
を
開
始
し
た
⑾

。
た
だ
し
、
第
二
十
二
普

通
科
連
隊
が
あ
る
多
賀
城
駐
屯
地
が
仙
台
港
か
ら
一
・
二
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
地
震
の
一
時
間
後
に
駐
屯
地
が
二
・
七
メ
ー

ト
ル
の
津
波
に
襲
わ
れ
た
こ
と
は
想
定
外
で
あ
っ
た
。

・
米
軍
に
よ
る
人
道
支
援
・
災
害
復
旧
活
動

　

在
日
米
軍
司
令
部
も
、
地
震
発
生
直
後
に
素
早
い
対
応
を
見
せ
た
。
米
軍
と
自
衛
隊
の
制
服
レ
ベ
ル
で
３
・
11
大
震
災
の
わ
ず
か
七
週
間
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前
に
、
大
地
震
な
ど
に
際
し
て
の
「
米
軍
と
自
衛
隊
の
協
力
に
つ
い
て
の
口
頭
了
解
」（Senior Leader D

iscussion Agreem
ent for 

joint cooperation betw
een the U

SJF and the JSD

）
を
交
わ
し
て
い
た
。
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
地
震
発
生
直
後
に
在
日
米
軍
司
令

部
は
行
動
を
開
始
し
た
。
市
ヶ
谷
の
防
衛
省
と
の
あ
い
だ
で
通
信
用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
回
線
が
な
か
な
か
う
ま
く
確
立
で
き
な
い
こ
と
が
わ

か
る
と
、
在
日
米
軍
司
令
部
の
連
絡
要
員
は
通
信
機
器
を
担
い
で
福
生
市
の
横
田
基
地
を
出
発
し
、
市
ヶ
谷
ま
で
徒
歩
で
向
か
っ
た
⑿

。

　

地
震
発
生
後
の
夕
刻
、
松
本
剛
明
外
務
大
臣
は
ジ
ョ
ン
・
ル
ー
ス
（John Roos

）
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
に
対
し
て
震
災
へ
の
支
援
を
公

式
に
要
請
し
た
。
日
本
時
間
の
十
二
日
深
夜
に
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（Barack O

bam
a

）
大
統
領
は
官
邸
に
電
話
を
か
け
、
菅
直
人
首
相
に

対
し
て
「
日
本
が
必
要
と
し
て
い
る
ど
の
よ
う
な
支
援
も
行
う
」
と
支
援
を
約
束
し
、
さ
ら
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
記
者
会
見
で
は
「
わ
れ

わ
れ
の
心
は
日
本
や
被
災
地
域
の
友
人
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
友
人
が
こ
の
悲
劇
か
ら
回
復
し
再
建
す
る
ま
で
共
に
あ
る
」
と
述
べ

た
（"N

ew
s Conference by the President." 2011

）。
一
方
、
制
服
レ
ベ
ル
で
は
、
十
一
日
夕
方
に
自
衛
隊
の
統
合
幕
僚
長
か
ら
在
日

米
軍
指
令
官
に
対
し
て
米
軍
の
支
援
が
要
請
さ
れ
る
と
、
太
平
洋
艦
隊
司
令
官
の
指
揮
の
下
に
ア
メ
リ
カ
統
合
支
援
軍
が
編
成
さ
れ
た
。
自

衛
隊
と
共
同
で
行
っ
た
人
道
支
援
・
災
害
復
旧
（hum

anitarian assistance/disaster relief

）
活
動
は
、
ト
モ
ダ
チ
作
戦 

（O
peration 

Tom
odachi

）
と
名
付
け
ら
れ
た
。
自
衛
隊
と
米
軍
と
は
共
同
演
習
・
訓
練
の
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、
今
回
の
作
戦
は
演
習
・
訓
練
で
は
な

く
初
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
共
同
作
戦
（joint operation in the field

）」
と
い
う
〝
実
戦
〟
で
あ
っ
た
。

　

東
京
の
横
田
基
地
や
青
森
の
三
沢
基
地
が
、人
員
や
物
資
輸
送
の
拠
点
空
港
（
ハ
ブ
）
と
な
っ
た
。
米
海
軍
第
七
艦
隊
所
属
の
空
母
ジ
ョ
ー

ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
（U

SS George W
ashington

： CVN
-73

）
が
横
須
賀
で
定
期
点
検
・
修
理
中
で
あ
っ
た
た
め
に
、
朝
鮮
半
島
か
ら
中

東
に
向
か
っ
て
い
た
空
母
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
（U

SS Ronald Reagan
： CVN

-76

）
が
任
務
を
変
更
し
て
三
陸
沖
に
向
か
い
、ヘ
リ
ポ
ー

ト
と
し
て
救
援
物
資
の
輸
送
支
援
に
当
た
っ
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
を
訪
問
中
の
海
兵
隊
第
31
遠
征
部
隊
の
強
襲
揚
陸
艦
エ
セ
ッ
ク
ス
（U

SS 

Essex

： LH
D

2

）
や
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
て
い
た
海
軍
第
七
艦
隊
の
旗
艦
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
（U

SS Blue Ridge

： LCC 19

）
は
急
遽

呼
び
戻
さ
れ
、
東
北
地
方
に
派
遣
さ
れ
支
援
活
動
に
当
た
っ
た
。
佐
世
保
基
地
所
属
の
ド
ッ
ク
型
揚
陸
艦
ト
ゥ
テ
ュ
ガ
（U

SS Tortuga

： 

LSD
 46

）
は
、
北
海
道
苫
小
牧
か
ら
対
岸
の
青
森
県
大
間
ま
で
陸
上
自
衛
隊
の
支
援
用
車
両
を
輸
送
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
米
陸
軍
キ
ャ
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ン
プ
座
間
所
属
の
車
両
や
、
空
軍
の
Ｃ
１
３
０
輸
送
機
や
Ｃ
17
輸
送
機
、
Ｃ
Ｈ
46
ヘ
リ
も
ト
モ
ダ
チ
作
戦
に
加
わ
っ
た
。
沖
縄
の
海
兵
隊
普

天
間
基
地
、
海
兵
隊
キ
ャ
ン
プ
富
士
、
陸
軍
キ
ャ
ン
プ
座
間
な
ど
か
ら
も
人
員
が
被
災
地
に
送
ら
れ
た
（Feickert and Chanlett-Avery 

2011
）。
五
月
一
日
ま
で
展
開
さ
れ
た
ト
モ
ダ
チ
作
戦
に
参
加
し
た
米
軍
は
、
二
隻
の
空
母
を
含
む
艦
船
二
四
隻
、
航
空
機
百
八
九
機
、
車

両
百
二
二
台
で
、
参
加
し
た
兵
員
は
合
計
二
万
四
五
三
八
人
に
の
ぼ
る
（
在
日
米
軍
司
令
部
資
料
）。

・
ト
モ
ダ
チ
作
戦
：
仙
台
空
港
の
復
旧
と
気
仙
沼
大
島
で
の
港
湾
復
旧

　

ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
象
徴
的
な
活
動
の
一
つ
が
、
仙
台
国
際
空
港
の
復
旧
作
業
で
あ
る
。
仙
台
空
港
は
仙
台
市
の
東
南
約
二
十
キ
ロ
に
位
置

す
る
が
、
太
平
洋
岸
か
ら
は
一
・
五
キ
ロ
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
津
波
に
よ
っ
て
千
台
以
上
の
車
や
小
型
飛
行
機
、
木
々
や
家
屋
が
流

れ
着
い
た
。
空
港
内
は
三
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
も
の
泥
に
埋
ま
り
、
当
初
復
旧
ま
で
に
六
カ
月
以
上
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
た
⒀

。

　

米
軍
は
仙
台
空
港
を
早
期
に
復
旧
し
て
、
ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
拠
点
空
港
と
す
る
こ
と
を
考
え
た
が
、
や
が
て
仙
台
空
港
の
復
旧
そ
の
も
の

が
ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
象
徴
の
一
つ
に
な
っ
た
⒁

。
幸
い
滑
走
路
半
分
の
土
砂
は
軽
微
で
あ
っ
た
た
め
、
滑
走
路
の
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
を

請
け
負
っ
て
い
た
前
田
道
路
に
よ
っ
て
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
が
三
月
十
五
日
ま
で
に
清
掃
さ
れ
た
。
翌
十
六
日
か
ら
陸
路
で
米
軍
が
重
機
を

搬
入
し
は
じ
め
、
午
後
に
は
着
陸
に
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
が
必
要
な
Ｍ
Ｃ
１
３
０
輸
送
機
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
長
さ
で
強
行
着
陸
し

た
。
海
兵
隊
員
と
前
田
道
路
の
作
業
員
が
共
同
し
て
、
二
十
四
時
間
体
制
で
復
旧
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。
四
月
五
日
ま
で
の
作
戦
で
投
入
さ

れ
た
海
兵
隊
員
は
最
大
二
六
〇
人
に
の
ぼ
り
、
彼
ら
は
空
港
ビ
ル
内
の
搭
乗
ロ
ビ
ー
に
寝
泊
ま
り
し
た
⒂

。

　

気
仙
沼
市
の
大
島
で
も
、
海
兵
隊
に
よ
る
ト
モ
ダ
チ
作
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
気
仙
沼
湾
に
浮
か
ぶ
大
島
は
、
気
仙
沼
市
中
心
部
と
は
フ
ェ

リ
ー
で
結
ば
れ
て
い
る
。
地
震
後
に
津
波
は
ま
ず
外
洋
に
面
す
る
大
島
の
東
側
を
襲
い
、
勢
い
余
っ
た
波
は
島
の
中
央
部
を
越
え
て
西
側
に

ま
で
到
達
し
た
。
一
方
、大
島
の
西
側
の
気
仙
沼
湾
を
襲
っ
た
津
波
は
、湾
内
で
さ
ま
ざ
ま
に
反
射
し
て
、四
方
八
方
か
ら
の
う
ね
り
と
な
っ

て
波
は
島
の
西
側
を
襲
っ
た
。
船
長
が
死
を
覚
悟
で
外
洋
に
こ
ぎ
出
し
て
奇
跡
的
に
残
っ
た
小
型
フ
ェ
リ
ー
船
一
隻
を
除
い
て
、
船
は
全
滅

し
て
本
土
と
の
連
絡
は
途
絶
え
、
文
字
通
り
孤
島
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
住
民
が
持
ち
寄
っ
た
水
や
食
糧
も
底
を
つ
き
、
小
学
校
の
プ
ー
ル
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の
水
を
沸
か
し
飲
料
に
し
て
凌
い
で
い
た
。
こ
の
大
島
に
海
兵
隊
の
強
襲
揚
陸
艦
エ
セ
ッ
ク
ス
が
派
遣
さ
れ
、
水
や
食
糧
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
、
最
大
三
百
人
の
海
兵
隊
員
に
よ
っ
て
田
尻
地
区
の
フ
ェ
リ
ー
乗
り
場
や
、
島
の
西
側
に
点

在
す
る
漁
港
の
復
旧
が
行
わ
れ
た
。「
港
湾
清
掃
作
戦 Port Clearance O

peration

」、
道
路
や
被
災
者
の
家
の
復
旧
を
手
伝
う
「
フ
ィ
ー

ル
ド
・
デ
イ
作
戦 O

peration Field D
ay

」
を
繰
り
広
げ
る
あ
い
だ
、
海
兵
隊
員
は
国
民
休
暇
村
に
野
営
し
て
活
動
を
続
け
た
⒃

。

　

こ
の
ほ
か
、
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
を
中
心
に
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
・
警
察
・
消
防
な
ど
と
共
同
で
行
わ
れ
、
第
七
艦
隊
の
船
や
ヘ

リ
が
参
加
し
た
大
規
模
捜
査
活
動
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
〜
三
日
）、米
陸
軍
と
自
衛
隊
が
野
蒜
駅
で
行
っ
た
復
旧
清
掃
「
ソ
ウ
ル
・
ト
レ
ー

ン
作
戦 O

peration Soul Train

」（
同
四
月
二
十
一
日
〜
二
十
五
日; see W

eitzm
an 2011

）、
避
難
所
生
活
の
被
災
者
を
音
楽
隊
が
慰

問
し
て
励
ま
す
「
バ
ン
ド
・
キ
ャ
ン
プ
作
戦O

peration Band Cam
p

」、被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
に
文
房
具
を
配
っ
て
励
ま
す
「
バ
ッ
ク
パ
ッ

ク
作
戦 O

peration Backpacks

」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
行
わ
れ
た
（
在
日
米
軍
司
令
部
資
料
）。

五
、
評
価
と
今
後
の
課
題

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
と
協
力
体
制

　

震
災
対
応
の
現
場
で
は
、
判
断
力
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
が
鍵
を
握
っ
た
。
指
定
避
難
所
も
被
災
し
た
た
め
、
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
施
設

に
緊
急
避
難
し
た
。
仙
台
市
宮
城
野
区
の
高
砂
市
民
セ
ン
タ
ー
も
そ
の
一
つ
で
、
一
時
は
千
三
百
人
を
超
す
人
が
避
難
し
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
市
民
セ
ン
タ
ー
は
公
益
財
団
法
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
お
り
、
指
定
避
難
所
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
初
仙
台
市
は
水
や
食
料
な
ど
の
支

援
物
資
の
提
供
に
応
じ
な
か
っ
た
。
市
の
支
援
を
諦
め
た
市
民
セ
ン
タ
ー
の
館
長
は
、
す
ぐ
さ
ま
周
辺
の
ス
ー
パ
ー
や
商
店
を
回
っ
て
食
料

品
の
提
供
を
頼
み
、
全
国
の
友
人
・
知
人
か
ら
も
食
料
を
送
っ
て
も
ら
い
、
毎
日
四
千
食
近
く
の
食
料
を
確
保
し
た
。
同
セ
ン
タ
ー
は
結
局

六
月
末
ま
で
の
一
一
〇
日
間
、
避
難
所
と
し
て
活
用
さ
れ
た
⒄

。

　

ト
モ
ダ
チ
作
戦
で
は
、市
ヶ
谷
の
防
衛
省
と
仙
台
の
陸
上
自
衛
隊
東
北
方
面
総
監
部
、そ
し
て
横
田
の
在
日
米
軍
司
令
部
そ
れ
ぞ
れ
に
「
日

米
調
整
所
」
が
設
立
さ
れ
て
作
戦
活
動
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が
行
わ
れ
た
。
在
日
米
軍
司
令
部
で
は
、
約
三
百
人
が
司
令
部
に
詰
め
、
百
人
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ず
つ
三
交
代
で
二
十
四
時
間
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
調
整
に
当
た
っ
た
⒅

。
海
兵
隊
が
駆
け
つ
け
た
仙
台
空
港
で
は
、
陸
上
自
衛
隊
か
ら
派
遣

さ
れ
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
国
土
交
通
省
事
務
所
と
米
海
兵
隊
の
調
整
を
行
っ
て
、
復
旧
活
動
を
軌
道
に
乗
せ
た
（「
日
米
官
民
を
ひ
と

つ
に
し
た
『
ミ
ス
タ
ー
・
カ
サ
マ
ツ
』
と
い
う
男
」
二
〇
一
一
）。

　

自
衛
隊
、
警
察
、
消
防
が
被
災
地
で
人
命
救
助
・
捜
査
に
当
た
っ
た
が
、
自
衛
隊
は
国
、
警
察
は
県
、
消
防
は
市
と
そ
れ
ぞ
れ
行
政
主
体

が
異
な
る
た
め
、
民
間
企
業
の
支
援
を
受
け
た
現
場
で
は
基
準
が
ま
ち
ま
ち
で
混
乱
も
見
ら
れ
た
。
大
災
害
の
よ
う
な
緊
急
時
に
こ
そ
、
行

政
の
縦
割
り
組
織
を
超
え
て
調
整
で
き
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
不
可
欠
で
あ
り
、
国
、
県
、
市
を
調
整
す
る
何
ら
か
の
仕
組
み
は
必
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
大
規
模
災
害
で
は
民
間
か
ら
の
支
援
も
不
可
欠
で
あ
る
。
瓦
礫
で
塞
が
れ
た
道
路
の
啓
開
、
さ
ら
に
は
瓦
礫
処
理
に
は
解
体

工
事
事
業
者
が
所
有
し
て
い
る
特
殊
重
機
が
威
力
を
発
揮
し
た
が
、
仙
台
市
と
宮
城
県
解
体
工
事
業
協
同
組
合
と
の
日
ご
ろ
の
協
力
体
制
が

震
災
直
後
の
支
援
活
動
で
も
の
を
言
っ
た
⒆

。
宮
城
県
と
自
衛
隊
と
同
様
、
互
い
の
顔
が
見
え
る
協
力
体
制
が
重
要
で
あ
る
。

・
課
題
を
残
し
た
政
治
の
対
応

　

大
地
震
発
生
後
の
政
府
の
緊
急
対
応
は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
地
震
発
生
か
ら
二
十
八
分
後
の
十
五
時
十
四
分
に
災
害
対
策
基
本
法
に

基
づ
い
た
「
緊
急
災
害
対
策
本
部
」
が
初
め
て
官
邸
に
設
置
さ
れ
、
十
五
時
三
十
七
分
に
は
第
一
回
緊
急
災
害
対
策
本
部
会
議
が
開
か
れ
て

「
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
基
本
方
針
」
が
決
定
さ
れ
た
（
内
閣
府
、二
〇
一
一
）。
と
こ
ろ
が
、災
害
対
策
基
本
法
百
五
条
に
基
づ
い
た
「
災

害
緊
急
事
態
の
布
告
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
災
害
緊
急
事
態
の
下
で
は
、
国
会
が
休
会
中
の
と
き
に
、
①
不
足
す
る
生
活
必
需
物
資
の
配

給
・
譲
渡
の
制
限
や
禁
止
、
②
物
価
の
統
制
な
ど
を
政
令
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
災
害
対
策
基
本
法
百
九
条
）。

内
閣
府
政
策
統
括
官
付
参
事
官
が
国
会
で
行
っ
た
答
弁
に
よ
る
と
、
国
会
が
開
会
中
で
あ
り
、
生
活
必
需
物
資
の
不
足
も
物
価
の
急
騰
も
起

こ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
災
害
緊
急
事
態
の
布
告
を
行
う
特
別
の
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
（
参
議
院
、
二
〇
一
一
）
⒇

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
災
害
緊
急
事
態
が
布
告
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
被
災
地
の
現
場
で
は
現
行
法
の
枠
組
み
で
の
〝
平
時
の
対
応
〟
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
津
波
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
大
破
し
た
大
量
の
自
動
車
の
処
理
で
あ
る
�

。
事
故
車
な
ど
公
道
に
放
置
さ
れ
た
自
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動
車
を
除
い
て
、
津
波
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
流
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
も
民
法
上
の
個
人
財
産
に
当
た
り
、
持
ち
主
の
許
可
が
な
け
れ

ば
勝
手
に
移
動
さ
せ
ら
れ
な
い
。
自
衛
隊
や
米
軍
は
、
津
波
で
破
壊
さ
れ
て
修
理
不
能
と
な
っ
た
自
動
車
で
さ
え
、
一
台
一
台
て
い
ね
い
に

取
り
扱
い
、
保
管
す
る
と
い
う
時
間
と
手
間
を
か
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
流
さ
れ
て
道
路
を
塞
い
だ
住
宅
も
同
じ
で
、
支
援
活
動
の
障
害

に
な
っ
て
も
簡
単
に
は
解
体
で
き
な
か
っ
た
。
大
震
災
の
教
訓
と
し
て
、
わ
が
国
で
緊
急
事
態
法
制
が
欠
落
し
て
お
り
、
憲
法
に
緊
急
・
非

常
事
態
の
規
定
を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
識
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
緊
急
時
に
は
超
法
規
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
な
事

態
も
考
え
ら
れ
る
が
、
憲
法
に
緊
急
・
非
常
事
態
の
規
定
が
あ
れ
ば
緊
急
時
で
も
憲
法
を
否
定
せ
ず
に
済
む
か
ら
で
あ
る
（
浜
谷
、

二
〇
一
二
：
76
─
77
、
参
議
院
憲
法
調
査
会
、
二
〇
〇
五
：
99
─
１
０
０
）。

　

参
議
院
で
与
党
が
過
半
数
割
れ
し
て
い
る
衆
参
の
〝
ね
じ
れ
〟
構
造
の
下
で
、
国
会
や
野
党
の
対
応
も
不
満
が
残
っ
た
。
三
月
十
一
日
の

夕
方
に
は
官
邸
で
与
野
党
党
首
が
行
わ
れ
て
、
超
党
派
の
「
災
害
対
策
協
議
会
」
を
つ
く
り
震
災
へ
の
対
応
策
を
協
議
す
る
こ
と
に
合
意
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
党
間
の
話
し
合
い
で
は
総
論
賛
成
で
も
各
論
と
な
る
と
各
党
の
思
惑
に
よ
り
意
見
が
対
立
し
、
震
災
対
策
に
迅
速

に
対
応
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
と
く
に
七
月
以
降
に
野
党
は
、
衆
議
院
を
解
散
に
追
い
込
む
た
め
に
、
震
災
対
策
を
〝
政
局
〟
に
利
用
し

た
。
二
〇
一
一
年
九
月
初
め
に
『
読
売
新
聞
』
が
行
っ
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
震
災
対
応
の
仕
事
ぶ
り
で
の
評
価
に
関
し
て
、
自
衛
隊
は

82
％
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
73
％
が
評
価
し
た
の
に
対
し
、
政
府
の
対
応
を
評
価
し
た
の
は
６
％
、
国
会
の
そ
れ
は
わ
ず
か
３
％
に
過
ぎ
な

か
っ
た
（「
大
震
災
で
の
活
動
評
価
」
二
〇
一
一
）。

・
強
力
な
自
己
完
結
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
や
米
軍

　

震
災
直
後
、
警
察
、
消
防
、
海
上
保
安
庁
か
ら
多
く
の
人
員
が
被
災
地
に
派
遣
さ
れ
活
躍
し
た
が
、
も
っ
と
も
目
立
っ
た
組
織
的
活
躍
を

し
た
の
が
自
衛
隊
と
米
軍
で
あ
る
。
震
災
発
生
直
後
か
ら
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
中
心
に
人
命
救
助
活
動
が
行
わ
れ
た
。
津
波
に
襲

わ
れ
た
宮
城
県
沿
岸
の
被
災
地
域
の
主
要
道
路
は
、
瓦
礫
や
流
さ
れ
た
車
・
輸
送
用
コ
ン
テ
ナ
な
ど
に
よ
っ
て
塞
が
れ
て
通
行
不
能
と
な
っ

た
。
震
災
二
日
目
以
降
に
自
衛
隊
が
重
機
に
よ
っ
て
道
路
の
啓
開
を
行
う
ま
で
、
警
察
や
消
防
は
機
動
力
を
ほ
と
ん
ど
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。
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訓
練
さ
れ
た
マ
ン
パ
ワ
ー
と
装
備
に
機
動
的
な
輸
送
力
を
兼
ね
備
え
、
食
事
も
自
前
で
準
備
し
野
営
も
で
き
る
自
衛
隊
や
米
軍
は
、
大
震

災
と
い
う
危
機
の
中
で
〝
自
己
完
結
・
自
己
充
足
〟
と
い
う
長
所
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
。
自
ら
の
活
動
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
被
災
者
に

対
し
て
も
食
事
や
風
呂
を
提
供
し
た
。
ト
モ
ダ
チ
作
戦
の
下
で
、
米
軍
が
示
し
た
献
身
的
な
支
援
活
動
は
感
謝
に
堪
え
な
い
。
ト
モ
ダ
チ
作

戦
が
展
開
さ
れ
た
気
仙
沼
市
大
島
で
は
、
米
軍
に
対
す
る
住
民
の
認
識
が
大
き
く
好
転
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
住
民
と
沖
縄
普
天
間

の
海
兵
隊
と
の
相
互
訪
問
交
流
が
続
い
て
い
る
�

。

　

米
軍
の
ト
モ
ダ
チ
作
戦
に
加
え
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
も
「
太
平
洋
支
援
作
戦O

peration Pacific Assist

」
を
展
開
し
た
。
三

月
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
あ
い
だ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
空
軍
の
Ｃ
17
輸
送
機
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
横
田
基
地
ま
で
の
輸
送
を
担

当
し
た
。
二
週
間
で
二
十
三
回
飛
行
し
、
緊
急
救
助
隊
員
を
含
む
人
員
百
三
五
人
、
車
両
四
一
台
、
合
計
四
百
五
十
ト
ン
の
物
資
を
輸
送
し

た
（Australian Governm

ent D
epartm

ent of D
efence 2011

）。
た
だ
し
、
今
回
の
米
軍
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
の
作
戦
行
動
は
、
あ

く
ま
で
も
緊
急
人
道
支
援
で
あ
り
、
緊
急
時
に
お
い
て
短
期
間
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
震
災
の
度
に
過
剰
な
期
待
を
抱
か
な
い

よ
う
に
、
協
力
の
あ
り
方
と
限
界
を
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
。

・
有
事
と
し
て
の
大
規
模
災
害

　

ト
モ
ダ
チ
作
戦
を
改
め
て
振
り
返
る
と
、
米
軍
の
活
動
パ
タ
ー
ン
は
有
事
の
際
の
作
戦
行
動
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
段
階
が
人
命
救

助
や
捜
索
を
中
心
と
し
た
「
緊
急
対
応
」、
第
二
段
階
が
被
害
緩
和
措
置
や
被
災
地
需
要
へ
の
対
応
な
ど
の
「
回
復
（relief

）」、
第
三
段
階

が
震
災
前
の
状
況
へ
と
回
復
を
図
る
「
復
興
（restoration

）」
と
い
う
作
戦
計
画
の
下
で
、
日
本
国
内
の
米
軍
基
地
だ
け
で
な
く
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
艦
船
が
呼
び
戻
さ
れ
た
り
、韓
国
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
応
援
部
隊
が
駆
け
つ
け
た
（
在
日
米
軍
司
令
部
資
料
）。

真
っ
先
に
海
兵
隊
が
現
地
に
乗
り
込
み
作
戦
を
展
開
し
た
が
、
四
月
初
め
に
は
陸
軍
に
指
揮
権
を
移
し
て
撤
収
し
、
陸
軍
が
五
月
一
日
ま
で

活
動
し
た
。
武
器
こ
そ
携
帯
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
宮
城
県
が
武
力
攻
撃
に
遭
っ
た
直
後
に
見
せ
る
で
あ
ろ
う
対
応
と
同
様
の
展
開
を
見
せ

た
。
ま
た
初
の
現
場
で
の
日
米
共
同
作
戦
で
あ
り
、
米
軍
と
自
衛
隊
と
の
あ
い
だ
で
貴
重
な
作
戦
上
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
た
。
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一
方
の
自
衛
隊
の
行
動
は
、
自
衛
隊
法
八
三
条
の
「
災
害
派
遣
」
で
、
有
事
対
応
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
衛
隊
で
は
平
時
と
有
事
の
あ

い
だ
に
大
規
模
災
害
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
３
・
11
大
震
災
の
被
害
は
、
有
事
の
際
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
事
対
応
を

行
っ
た
米
軍
と
の
共
同
作
戦
を
考
え
る
な
ら
ば
、
大
規
模
災
害
は
有
事
の
範
疇
に
位
置
づ
け
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
震
災
後
に
被
災
地
で
は
、
軽
油
や
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
燃
料
不
足
が
深
刻
に
な
り
、
道
路
の
啓
開
活
動
に
参
加
し
た
民
間
業
界
の
重
機

や
車
の
燃
料
分
さ
え
も
不
足
し
た
�

。
有
事
と
大
規
模
災
害
を
同
じ
範
疇
に
す
れ
ば
、
有
事
に
備
え
て
自
衛
隊
が
駐
屯
地
な
ど
で
備
蓄
し
て

い
る
燃
料
な
ど
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
救
援
活
動
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
各
自
治
体
が
万
が
一
の
事
態
に
備
え
て
燃
料
の
備
蓄
を
積
み
増

す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
費
用
や
安
全
性
を
考
え
れ
ば
、
自
衛
隊
の
有
事
備
蓄
を
増
や
し
て
、
緊
急
を
要
す
る
際
に
は
そ
れ
を
被
災
地
に

提
供
す
る
方
が
効
率
的
で
あ
ろ
う
。

・
外
交
と
し
て
の
国
際
支
援
と
震
災
対
応
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

　

３
・
11
大
震
災
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
国
際
社
会
か
ら
多
く
の
支
援
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
を
超
す
国
・
地
域
・
国
際
機
関

か
ら
支
援
提
供
の
申
し
出
を
受
け
、
百
二
六
の
国
・
地
域
・
機
関
か
ら
支
援
物
資
や
寄
付
金
を
受
け
た
（
二
〇
一
二
年
二
月
現
在
、
外
務
省
、

二
〇
一
二
ｂ
）。
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
や
専
門
家
を
日
本
に
派
遣
し
た
の
は
四
つ
の
国
際
機
関
、
二
三
の
国
・
地
域
で
、
延
べ
八
六
〇
人
に
の
ぼ
っ

た
（
外
務
省
、
二
〇
一
二
ａ
）。
多
く
の
国･

地
域
か
ら
支
援
の
申
し
出
を
受
け
た
こ
と
は
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
や
緊
急
援
助
物
資

の
供
与
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
な
ど
の
日
本
が
行
っ
て
き
た
国
際
支
援
が
評
価
さ
れ
て
い
る
表
れ
で
も
あ
り
、
日
本
と
し
て
誇
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
長

年
の
実
績
か
ら
国
際
的
な
援
助
を
行
う
体
制
は
で
き
て
い
る
反
面
、
国
際
社
会
か
ら
日
本
が
援
助
を
受
け
る
体
制
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
に
ス
イ
ス
の
救
助
チ
ー
ム
が
帯
同
し
た
救
助
犬
が
検
疫
制
度
の
た
め
に
空
港
で
足
止
め
さ
れ
た
反
省
か
ら
、
救
助

犬
が
迅
速
に
入
国
で
き
る
手
続
き
は
事
前
に
準
備
が
で
き
て
い
た
（
麻
妻
、
二
〇
一
二
）。
と
こ
ろ
が
、
各
国
の
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
が
被
災
地

入
り
し
た
日
時
を
見
る
限
り
、受
け
入
れ
に
際
し
て〝
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
〟が
十
分
発
揮
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。大
震
災
発
生
の
ニ
ュ
ー

ス
が
世
界
に
伝
わ
る
と
、
多
く
の
国
が
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
派
遣
を
打
診
し
た
が
、
被
災
地
の
受
け
入
れ
先
と
の
調
整
が
終
わ
っ
て
か
ら
出
発
す
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る
方
式
が
と
ら
れ
た
た
め
、
被
災
地
に
到
着
し
て
活
動
を
開
始
す
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
。
人
命
救
助
の
場
合
災
害
発
生
後

七
十
二
時
間
を
過
ぎ
る
と
生
存
率
が
大
き
く
低
下
す
る
と
い
わ
れ
、
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
の
開
始
は
一
刻
を
争
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
オ
セ
ア
ニ

ア
か
ら
の
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
は
、
移
動
そ
の
も
の
に
時
間
が
か
か
る
。
国
際
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
の
受
け
入
れ
は
、
見
切
り
発
進
で
あ
っ
て
も
す
ぐ

出
発
し
て
も
ら
い
、
移
動
時
間
を
使
っ
て
受
け
入
れ
先
の
調
整
を
す
る
方
が
望
ま
し
い
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
と
行
動
を
と
も
に
し
て
被
災
地
の
現
場
で
調
整
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
絶
対
数
も
不
足
し
た
。
国
際
レ
ス

キ
ュ
ー
隊
の
受
け
入
れ
は
外
務
省
の
地
域
担
当
課
が
窓
口
と
な
っ
た
が
、そ
も
そ
も
地
域
担
当
課
の
ス
タ
ッ
フ
の
数
は
少
な
い
。マ
ン
パ
ワ
ー

が
不
足
し
、
在
外
公
館
か
ら
職
員
を
呼
び
寄
せ
て
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
に
同
行
さ
せ
て
急
場
を
凌
い
だ
例
も
あ
っ
た
�

。
国
際
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
専
門
家
か
ら
支
援
を
受
け
る
体
制
も
準
備
し
、
国
際
支
援
の
受
け
入
れ
の
迅
速
化
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。
大
規
模
災
害
の
場
合
に
は
、
国
際
社
会
と
の
連
携
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
際
的
な
支
援
を
行
う
の
も
受
け
る
の
も
〝
外
交
そ

の
も
の
〟
で
あ
り
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
も
含
め
日
本
の
体
制
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
同
盟
関
係
の
強
化
：
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
韓
国

　

自
衛
隊
と
米
軍
が
展
開
し
た
ト
モ
ダ
チ
作
戦
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
の
太
平
洋
支
援
作
戦
は
、
た
い
へ
ん
な
成
果
を
残
し
た
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
自
衛
隊
に
と
っ
て
は
米
軍
と
の
初
め
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
共
同
作
戦
で
あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
考
え
る
と
、
日
本
に
限
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
の
西
太
平
洋
地
域
や
北
米
大
陸
や
南
米
大
陸
の
太
平
洋
沿
岸
で
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か

大
規
模
地
震
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
、
最
近
大
規
模
な
地
震
が
起
こ
っ
た
カ
リ
ブ
海
地
域
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
パ

キ
ス
タ
ン
を
加
え
る
な
ら
ば
、
世
界
の
大
規
模
地
震
多
発
地
帯
が
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
る
。
３
・
11
大
震
災
で
実
績
を
残
し
た
米
軍
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
軍
と
の
協
力
は
、
今
後
も
一
層
強
化
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
加
え
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
日
本
の
同
盟
国
で

あ
る
韓
国
や
カ
ナ
ダ
と
も
、
緊
急
輸
送
の
面
な
ど
で
相
互
協
力
体
制
を
検
討
し
て
お
く
余
地
は
十
分
あ
る
。
同
盟
国
で
大
規
模
自
然
災
害
が

起
こ
っ
た
際
に
自
衛
隊
が
緊
急
輸
送
を
迅
速
に
行
え
る
よ
う
、
法
制
度
や
国
際
協
定
の
整
備
も
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
果
的
に
、
ア
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ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
安
全
保
障
そ
の
も
の
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

同
盟
国
と
の
軍
事
的
協
力
体
制
は
強
化
す
る
も
の
の
、
３
・
11
大
震
災
の
よ
う
な
緊
急
事
態
に
お
い
て
も
、
同
盟
国
以
外
の
軍
隊
か
ら
支

援
を
受
け
る
こ
と
は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
各
国
の
軍
が
共
同
で
人
道
支
援
作
戦
を
行
う
場
合
は
、
通
信
の
統
合
や
情
報
の
共
有
シ

ス
テ
ム
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
有
事
の
際
の
作
戦
行
動
に
も
関
わ
る
軍
事
的
機
密
事
項
が
含
ま
れ
る
。
災
害
復
旧
や
緊
急

時
に
お
け
る
軍
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
国
連
人
道
問
題
連
絡
事
務
所
（U

N
 O

ffi
ce for the Coordination of H

um
anitarian Affairs

： 

Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ａ
）
は
「
オ
ス
ロ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
正
式
名
称
は
、「
災
害
復
旧
時
に
お
け
る
外
国
軍
・
民
間
防
衛
軍
の
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

Guidelines on the U
se of Foreign M

ilitary and Civil D
efence Assets in D

isaster Relief

」）
や
、「
複
合
緊
急
事
態
で
の
国
連
人
道

支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
正
式
名
称
は
、「
複
合
緊
急
事
態
で
の
国
連
人
道
支
援
活
動
支
援
に
対
す
る
外
国
軍
・
民
間
防
衛
軍
の
活
用
ガ
イ
ド

ラ
イ
ンGuidelines on the U

se of M
ilitary and Civil D

efence Assets to Support U
nited N

ations H
um

anitarian Activities in 

Com
plex Em

ergencies

」）
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
軍
の
支
援
を
受
け
る
方
式
は
①
直
接
支
援
、

②
間
接
支
援
、
③
イ
ン
フ
ラ
支
援
の
三
つ
が
あ
る
が
、
軍
の
支
援
は
あ
く
ま
で
も
「
最
後
の
手
段 last resort

」
で
あ
っ
て
、
①
人
道

（hum
anity

）、
②
中
立
（neutrality

）、
③
公
平
（im

partiality

）
と
い
う
〝
核
心
的
な
三
原
則
〟
の
下
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
外
国
の
軍
隊
の
支
援
に
際
し
て
は
、
被
援
助
国
の
主
権
が
全
面
的
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
シ
ビ
リ
ア
ン
に

よ
る
軍
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。そ
し
て
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、現
地
お
よ
び
人
道
面
で
国
連
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（U

N
 O

ffi
ce for the Coordination of H

um
anitarian Affairs 2003 and 2007

）。

　

こ
の
よ
う
に
軍
の
活
用
に
つ
い
て
の
国
際
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
国
連
機
関
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
時
間
を
か
け
た
国
連

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
下
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
緊
急
対
応
の
た
め
で
は
な
く
、
大
規
模
自
然
災
害
に
よ
っ
て
国

家
機
能
が
破
綻
し
た
よ
う
な
国
に
対
す
る
長
期
的
な
支
援
で
あ
り
、
日
本
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
は
思
え
な
い
。
日
本
の
場
合
、
軍
に
よ

る
支
援
は
あ
く
ま
で
も
災
害
発
生
直
後
の
危
機
対
応
に
限
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
盟
国
か
ら
の
支
援
で
十
分
で
あ
る
。
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・
国
際
支
援
枠
組
み
と
国
際
機
関
の
強
化

　

国
際
緊
急
支
援
物
資
の
輸
送
に
数
日
間
を
要
す
る
た
め
に
、
そ
の
輸
送
中
に
国
内
か
ら
補
給
を
受
け
て
し
ま
い
物
資
が
宙
に
浮
い
た
例
も

あ
る
。
受
け
入
れ
先
が
決
ま
っ
て
か
ら
手
配
し
、
輸
送
に
も
時
間
が
か
か
る
と
い
う
国
際
支
援
の
む
ず
か
し
さ
で
あ
る
が
、
震
災
発
生
直
後

か
ら
先
を
見
越
し
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
必
要
で
あ
る
。
国
際
的
な
備
蓄
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
輸
送
時
間
の
短
縮
に
も
つ
な
が
り
、
災
害

準
備
の
強
化
や
資
源
の
有
効
活
用
に
も
な
る
。
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
は
以
前
か
ら
テ
ン
ト
や
寝
具
用
品
、
ポ
リ
タ
ン
ク
や
簡
易
水

槽
、
浄
水
器
、
発
電
機
と
い
っ
た
被
災
直
後
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
八
品
目
の
緊
急
援
助
物
資
を
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
イ
ア
ミ
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
の
四
カ
所
に
備
蓄
し
、
医
薬
品
の
国
際
緊
急
手
配
も
準
備
し
て
い
る 

（「
国
際
緊
急
援
助
物
資
供
与
」）。
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
で
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
、
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
多
国
間
協
力
の
枠
組
み
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
枠
組
み
の
中
で
災
害
救
援
物
資

の
国
際
的
備
蓄
体
制
を
整
え
る
よ
う
、
被
災
国
日
本
が
積
極
的
に
主
導
し
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
３
・
11
大
震
災
に
伴
っ
て
国
際
機
関
も
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
一
層
支
援
す
る
こ
と
も
救
援
体
制

の
強
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
つ
な
が
る
。
目
覚
ま
し
い
活
動
を
展
開
し
た
一
つ
が
世
界
食
糧
計
画
（W

orld Food Program
m

e

： 

Ｗ
Ｆ
Ｐ
）

で
あ
る
。
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
一
九
六
一
年
に
設
立
さ
れ
た
国
連
機
関
で
、
飢
餓
と
貧
困
の
撲
滅
を
使
命
と
し
、
①
経
済
・
社
会
発
展
の
支
援
、
②
難

民
や
そ
の
他
の
緊
急
食
糧
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
、
③
国
連
や
世
界
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の
勧
告
に
基
づ
い
た
食
糧
安
全
保
障
な
ど
が
主

な
活
動
の
柱
で
あ
る
が
、
紛
争
や
自
然
災
害
な
ど
に
伴
う
緊
急
食
糧
支
援
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
（W

orld Food Program
m

e

）。

　

こ
の
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
震
災
後
に
二
七
人
の
ス
タ
ッ
フ
を
日
本
に
派
遣
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
績
を
残
し
た
（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
世
界
食
糧
計
画
・
国
連
Ｗ
Ｆ

Ｐ
協
会
、
二
〇
一
一
）。
第
一
が
、
支
援
物
資
を
一
時
保
管
す
る
大
型
テ
ン
ト
や
、
事
務
作
業
を
行
う
た
め
の
プ
レ
ハ
ブ
事
務
所
の
提
供
で

あ
る
。
前
者
は
、
宮
城
・
岩
手
・
福
島
に
四
五
張
が
設
置
さ
れ
一
時
避
難
の
ほ
か
、
仮
設
商
店
街
や
集
会
所
に
も
活
用
さ
れ
、
後
者
は
宮
城
・

岩
手
に
三
六
棟
設
置
さ
れ
た
。
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
第
二
の
活
動
は
、
日
本
国
内
で
の
支
援
物
資
の
輸
送
で
あ
る
。
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
、
日
ご
ろ
か
ら
航
空
機

六
十
機
、
船
舶
四
十
隻
、
ト
ラ
ッ
ク
五
千
台
を
使
っ
て
緊
急
食
糧
輸
送
を
行
っ
て
い
る
実
績
が
あ
る
。
震
災
発
生
後
、
国
際
輸
送
会
社
Ｔ
Ｎ

Ｔ
エ
キ
ス
プ
レ
ス
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
の
提
供
を
受
け
て
、
国
際
支
援
物
資
や
国
内
企
業
が
提
供
し
た
支
援
物
資
を
被
災
地
へ
輸
送
す
る
任
務
を
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担
っ
た
。
最
後
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
人
材
派
遣
で
、
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
職
員
四
人
が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
機
関
を
一
層
支
援
し
て
そ
の
活
動

を
強
化
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
災
害
対
策
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
救
援
体
制
の
強
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
も
な
る
。

六
、
む
す
び

　

本
稿
で
は
震
災
直
後
の
「
危
機
対
応
」
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
被
災
地
で
は
仮
設
住
宅
暮
ら
し
が
続
い
て
お
り
、
回
復
・
復
興
へ
の
端
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
復
興
ま
で
に
仙
台
市
の
計
画
で
は
五
年
、
政
府
の
災
害
復
興
計
画
で
も
十
年
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
が
、
宮
城

県
沿
岸
地
域
が
本
格
復
興
す
る
ま
で
に
は
二
、三
十
年
か
か
る
の
で
は
な
い
か
。「
自
分
た
ち
は
ま
だ
い
い
、も
っ
と
ひ
ど
い
人
た
ち
が
い
る
」

と
他
の
被
災
者
を
気
遣
い
、
震
災
の
苦
痛
を
乗
り
越
え
て
前
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
る
被
災
地
の
人
々
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
逆
に
こ
ち
ら

が
元
気
づ
け
ら
れ
る
思
い
で
あ
り
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。
被
災
地
の
人
々
が
本
格
的
な
復
興
に
向
か
っ
て
こ
れ
か
ら
も
進
み
続
け
る

こ
と
と
、
被
災
地
の
復
興
が
一
日
も
早
く
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

３
・
11
大
震
災
は
、
激
し
さ
の
面
で
も
被
害
の
大
き
さ
の
面
で
も
、
た
い
へ
ん
な
衝
撃
を
与
え
た
。
犠
牲
者
数
で
見
れ
ば
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
日
本
で
最
悪
の
記
録
で
あ
る
。
予
想
を
遥
か
に
超
え
た
被
害
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
何
と
も
言
え
な
い
無
力
感
・
虚
脱
感
に
襲

わ
れ
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
直
後
、
一
面
の
焼
け
野
原
を
前
に
し
た
当
時
の
日
本
人
に

も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
の
復
興
と
高
度
成
長
の
中
で
戦
後
の
日
本
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の

国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
そ
の
多
く
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
政
治
の
面
で
は
い
く
つ
か
の
基
本
的
価
値

が
惰
性
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
一
つ
が
、
憲
法
に
お
け
る
平
和
主
義
で
あ
る
。
日
本
人
が
３
・
11
大
震
災
と
い
う
悲
劇
を

将
来
の
希
望
に
転
化
す
る
方
法
の
一
つ
が
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
再
構
築
に
努
め
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
平
和
の
重
要
性
を
否
定
す
る
つ
も
り

は
な
い
が
、「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
と
憲
法
前
文

で
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
他
力
本
願
的
な
安
全
保
障
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
震
災
後
の
対
応
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
安
全
保
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障
は
政
府
が
国
民
に
対
し
て
保
障
す
べ
き
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
か
ら
戦
後
に
定
着
し
た
〝
軍
隊
性
悪
説
〟
も
克
服
す
べ
き
で
あ
る
。
震
災
対
応
も
含
め
た
安
全
保
障
の
た
め
に
、

軍
隊
・
自
衛
隊
は
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
内
閣
の
緊
急
対
応
能
力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
の
中
で
自
衛
隊
を

軍
隊
と
位
置
づ
け
、
内
閣
と
国
会
と
い
う
政
治
が
〝
軍
隊
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
〟
を
行
う
と
い
う
大
原
則
を
き
ち
ん
と
憲
法
の

枠
組
み
の
下
で
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

注
　

本
稿
を
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
、
多
く
の
方
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
た
だ
し
、
本
稿
の
見
解
は
あ
く
ま
で
筆
者

本
人
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
方
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
五
十
音
順
、
敬
称
略
、
肩
書
き
は

面
談
時
の
も
の
）。
テ
ィ
ム
・
カ
リ
ー
（Tim

 Curry

）
在
日
米
軍
司
令
部
第
三
部
副
部
長; 

ケ
ネ
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
（Kenneth Glueck

）
海
兵
隊
第
三

遠
征
隊
司
令
官
・
在
日
海
兵
隊
基
地
司
令
官; 
ス
コ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ラ
ベ
ク
（Scott Jerabek

） 

在
日
米
軍
参
謀
長; 

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ス
タ
ッ
ク
ポ
ー
ル

（Patrick Stackpole

）
前
在
日
米
軍
参
謀
長; 
麻
妻
信
一 

外
務
省
中
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
第
二
課
長
（
前
大
臣
官
房
危
機
管
理
室
長
）; 

浅
見
健

一 

支
援
復
興
支
援
グ
ル
ー
プ
「
き
ぼ
う
」
代
表
（
前
高
砂
市
民
セ
ン
タ
ー
館
長
）; 

鮎
貝
文
子 

気
仙
沼
市 

鮎
貝
家
煙
雲
館
館
長; 

鮎
貝
宗
房 

県
立
気

仙
沼
高
等
学
校
教
諭; 

伊
藤 

力 

宮
城
県
土
木
部
空
港
臨
空
地
域
課
臨
空
地
域
整
備
班
主
任
主
査; 

小
倉
保
彦 

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
仙
台
工
場
総
務
・
広
報

担
当
部
長; 

小
野
喜
満 

小
野
土
建
社
長; 

笠
松 

誠 

陸
上
自
衛
隊
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
国
際
防
衛
協
力
室
長; 

萱
場
道
夫 

仙
台
市
環
境
局
長; 

河

原
節
子 

世
界
平
和
研
究
所
主
任
研
究
員
（
前
外
務
省
国
際
協
力
局
緊
急
・
人
道
支
援
課
長
）; 

木
須
八
重
子 

仙
台
市
宮
城
野
区
長; 

北
原
正
俊 

前
田
道

路
仙
台
南
営
業
所
所
長; 

國
友 

昭 

陸
上
自
衛
隊
第
二
十
二
普
通
科
連
隊
長
・
多
賀
城
駐
屯
地
指
令; 

小
松
宏
行 

宮
城
県
総
務
部
危
機
対
策
課
危
機
対

策
企
画
専
門
監; 

斎
藤
邦
彦 

仙
台
市
宮
城
野
区
副
区
長; 

齋
藤
健
一 

仙
台
市
消
防
局
防
災
安
全
部
防
災
安
全
課
長; 

佐
々
木
洋
悦 

宮
城
県
解
体
工
事
業

協
同
組
合
事
務
長; 

佐
藤
秀
徳 

気
仙
沼
市 

金
港
旅
館
主
人; 

佐
藤
正
之 

宮
城
県
解
体
工
事
業
協
同
組
合
理
事
長
・
東
北
黒
沢
建
設
工
業
代
表
取
締
役; 

鈴
木
俊
宏 

仙
台
市
宮
城
野
区
ま
ち
づ
く
り
課
長; 

須
藤 

彰 

東
北
方
面
総
監
部
政
策
補
佐
官; 

菅
原 

進 

気
仙
沼
市
大
島 

「
ひ
ま
わ
り
」
船
長; 

菅
原
博

信 

気
仙
沼
市
議
会
議
員; 

高
橋 

実 

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
小
学
校
区
復
興
対
策
委
員
長; 
永
井 

誠 

仙
台
市
役
所
危
機
管
理
室
主
幹; 

橋
本 

裕 

宮
城

県
解
体
工
事
業
協
同
組
合
監
事
・
橋
本
建
機
代
表
取
締
役; 

福
原 

啓 

仙
台
空
港
ビ
ル
株
事
業
部
事
業
グ
ル
ー
プ
副
長; 

浜
谷
英
博 

三
重
中
京
大
学
教
授; 
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藤
原
貴
徳 

仙
台
市
環
境
局
総
務
課
・
震
災
廃
棄
物
対
策
室
主
査; 

水
元
康
治 

外
務
省
欧
州
局
西
欧
課
外
務
事
務
官; 

村
上
盛
文 

気
仙
沼
市
大
島
椿
荘

花
月
若
主
人; 

山
根
隆
治 

外
務
副
大
臣; 

吉
岡
成
二 

仙
台
市
宮
城
野
区
区
民
部
長; 

我
妻 

勝
・
美
智
子 

仙
台
市
宮
城
野
区
和
田
町
会
副
会
長
夫
妻
。

ま
た
、
仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
地
区
（
二
〇
一
一
年
三
月
、
八
月
、
十
二
月
、
十
二
年
一
月
、
三
月
、
八
月
）、
名
取
市
閖
上
地
区
（
一
一
年
八
月
）、

東
松
島
市
野
蒜
地
区
・
宮
戸
島
地
区
（
一
一
年
十
二
月
）、
岩
沼
市
仙
台
空
港
（
十
二
年
三
月
）、
気
仙
沼
市
・
同
市
大
島
・
石
巻
市
・
女
川
町
・
南
三

陸
町
（
十
二
年
五
月
）
な
ど
の
被
災
地
を
訪
れ
た
際
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
被
災
者
の
方
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
現
地
調
査
に
際
し
平

成
国
際
大
学
の
二
〇
一
一
年
度
と
一
二
年
度
の
個
人
研
究
費
と
共
同
研
究
費
を
充
当
し
た
。

⑴　

津
波
に
襲
わ
れ
な
か
っ
た
仙
台
市
太
白
区
で
も
停
電
が
四
日
以
上
続
い
た
。
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
た
小
学
校
に
入
り
き
れ
な
い
人
が
太
白
区
役

所
の
廊
下
に
溢
れ
、
ま
た
余
震
に
怯
え
て
屋
外
の
車
や
キ
ャ
ン
プ
用
の
テ
ン
ト
で
夜
を
過
ご
し
た
人
は
数
知
れ
な
い
（
仙
台
市
太
白
区
で
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

⑵　

齋
藤
健
一
仙
台
市
消
防
局
防
災
安
全
部
防
災
安
全
課
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
三
月
二
十
一
日
、仙
台
市
青
葉
区
に
て
）。
キ
リ
ン
ビ
ー

ル
仙
台
工
場
で
は
、
避
難
住
民
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
水
・
食
糧
だ
け
で
な
く
、
授
乳
の
で
き
る
避
難
所
ま
で
確
保
し
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
二
月
の

チ
リ
地
震
津
波
の
際
に
は
近
隣
住
民
七
六
名
の
避
難
を
受
け
入
れ
、
３
・
11
大
震
災
に
際
し
て
同
工
場
は
、
百
二
九
人
の
住
民
を
受
け
入
れ
た
（
キ
リ

ン
ビ
ー
ル
仙
台
工
場
小
倉
保
彦
総
務
担
当
部
長
兼
広
報
担
当
部
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
。
二
〇
一
二
年
三
月
十
八
日
、
仙
台
市
宮
城
野
区
に
て
）。

⑶　

齋
藤
健
一
仙
台
市
消
防
局
防
災
安
全
部
防
災
安
全
課
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
三
月
二
十
一
日
、
仙
台
市
青
葉
区
に
て
）。

⑷　

浜
谷
英
博 

三
重
中
京
大
学
教
授
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
十
七
日
、
港
区
に
て
）。

⑸　

萱
場
道
夫
仙
台
市
環
境
局
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
九
月
三
十
日
お
よ
び
十
月
五
日
、
仙
台
市
に
て
）。

⑹　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
地
区
で
の
被
災
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
一
月
二
十
一
日
、
仙
台
市
宮
城
野
区
に
て
）。

⑺　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
地
区
で
の
被
災
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
八
月
十
三
日
、
仙
台
市
宮
城
野
区
に
て
）。

⑻　

気
仙
沼
市
魚
町
地
区
で
の
被
災
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
五
月
四
、五
日
、
気
仙
沼
市
に
て
）。

⑼　

気
仙
沼
市
魚
町
地
区
で
の
被
災
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
五
月
五
日
、
気
仙
沼
市
に
て
）。

⑽　

國
広 

昭
陸
上
自
衛
隊
第
二
十
二
普
通
科
連
隊
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
九
月
三
十
日
お
よ
び
一
二
年
三
月
十
九
日
、
多
賀
城
市
に
て
）。

⑾　

國
広 

昭
陸
上
自
衛
隊
第
二
十
二
普
通
科
連
隊
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
三
月
十
九
日
、
多
賀
城
市
に
て
）。

⑿　

在
日
米
軍
司
令
部
で
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
十
月
十
二
日
、
福
生
市
に
て
）。

⒀　

小
松
宏
行
宮
城
県
総
務
部
危
機
対
策
課
危
機
対
策
企
画
専
門
監
、
伊
藤 

力
宮
城
県
土
木
部
空
港
臨
空
地
域
課
臨
空
地
域
整
備
班
主
任
主
査
へ
の
聞
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き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
十
月
五
日
、
仙
台
市
に
て
）。
ま
た
伊
藤
、
二
〇
一
一
も
参
照
。

⒁　

在
日
米
軍
司
令
部
で
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
十
月
十
二
日
、
福
生
市
に
て
）。

⒂　

北
原
正
俊
前
田
道
路
仙
台
南
営
業
所
所
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
十
月
五
日
、
岩
沼
市
に
て
）。Toh 2011

も
参
照
。

⒃　

菅
原
博
信
気
仙
沼
市
議
会
議
員
、
村
上
盛
文 

気
仙
沼
市
大
島
椿
荘
花
月
若
主
人
な
ど
へ
の
聞
き
取
り
調
査
、
二
〇
一
二
年
五
月
三
日
、
四
日
。
ま

た
「
あ
り
が
と
う
海
兵
隊
」
二
〇
一
一
、Angel 2001

も
参
照
。

⒄　

浅
見
健
一
前
高
砂
市
民
セ
ン
タ
ー
館
長
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
三
日
、
仙
台
市
に
て
）。

⒅　

在
日
米
軍
司
令
部
で
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
一
年
十
月
十
二
日
、
福
生
市
に
て
）。

⒆　

仙
台
市
消
防
局
は
、
宮
城
県
解
体
工
事
業
協
同
組
合
か
ら
提
供
さ
れ
た
解
体
予
定
の
建
物
を
使
っ
て
、
実
際
に
建
物
を
解
体
し
な
が
ら
の
救
出
訓
練

も
行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
宮
城
県
と
は
協
力
協
定
作
成
後
は
式
典
な
ど
の
セ
レ
モ
ニ
ー
へ
の
参
加
だ
け
で
、
具
体
的
な
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
（
宮
城
県
解
体
工
事
業
協
同
組
合
で
の
聞
き
取
り
調
査
。
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
四
日
、
仙
台
市
に
て
）。

⒇　

災
害
緊
急
事
態
ど
こ
ろ
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
は
、
官
邸
は
原
発
へ
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
て
、
原
発
以
外

で
官
邸
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
発
揮
し
な
か
っ
た
の
が
実
態
の
よ
う
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
浜
谷
、
二
〇
一
二
： 

71
─
74
を
参
照
）。

�　

仙
台
市
環
境
局
が
航
空
写
真
に
基
づ
い
て
行
っ
た
推
計
に
よ
る
と
、
津
波
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
自
動
車
は
仙
台
市
だ
け
で
九
千
台
以
上
に
の
ぼ
っ
た

（
仙
台
市
萱
場
道
夫
環
境
局
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
二
〇
一
一
年
十
月
五
日
、
仙
台
市
に
て
）。

�　

菅
原
博
信
気
仙
沼
市
議
会
議
員
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
五
月
四
日
、
気
仙
沼
市
大
島
に
て
）。

�　

自
衛
隊
の
備
蓄
を
救
援
車
両
に
直
接
給
油
で
き
な
い
た
め
、
一
度
ド
ラ
ム
缶
に
入
れ
替
え
て
か
ら
提
供
を
受
け
る
と
い
う
手
間
を
か
け
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
（
宮
城
県
解
体
工
事
事
業
組
合
で
の
聞
き
取
り
調
査
。
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
四
日
、
仙
台
市
に
て
）。

�　

外
務
省
で
の
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
四
月
四
日
、
十
一
日
）。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

柴　

田　

秀　

一

２
０
１
１
年
３
月
11
日　

　

そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
何
を
伝
え
た
か
、
今
後
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

　

こ
の
度
、
こ
の
「
日
本
法
政
学
会
」
で
お
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
事
を
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
母
校
日
本
大
学
法
学
部
と
大
学
院
で
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
学
生
と
接

し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
発
表
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
私
た
ち
放
送
局
は
ど
ん
な
事
を
伝
え
た
の
か
、
ど
ん
な
事
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
今
後
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
か
、
25
分
間
で
出
来
る
だ
け
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　

　　

東
日
本
大
震
災
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
や
、
液
状
化
現
象
、
大
量
の
帰
宅
困
難
者
等
、
地
震
の
後
に
起
き
た
現
象
も
多
々
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
に
、
本
発
表
で
は
、「
震
災
の
発
生
か
ら
、
大
津
波
の
襲
来
ま
で
の
放
送
」
に
絞
っ
て
お
話
い
た
し
ま
す
事
を
ご
了
解
頂
き

た
く
存
じ
ま
す
。

　

警
察
庁
の
発
表
で
は
、
２
０
１
２
年
６
月
６
日
（
水
）
現
在
の
東
日
本
大
震
災
の
死
者
は
１
５
、８
６
１
人
、
行
方
不
明
者
３
、０
１
８
人
、

重
軽
傷
者
６
、１
０
７
人
、
全
壊
家
屋
１
２
９
、９
４
４
戸
、　

半
壊
家
屋
２
５
８
、８
３
９
戸
。

　

こ
の
地
震
の
気
象
庁
の
正
式
名
称
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」
が
起
き
た
時
、
私
は
Ｔ
Ｂ
Ｓ
局
内
に
居
ま
し
た
。

　

こ
の
大
震
災
は
、
揺
れ
が
長
く
続
い
た
こ
と
や
、
大
き
な
津
波
の
襲
来
が
予
測
さ
れ
た
為
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
起
き
た
地
震
の
中
で
は
、

津
波
・
揺
れ
・
建
物
の
崩
壊
、
火
災
と
い
っ
た
事
象
の
映
像
が
最
も
多
く
残
り
、
特
に
津
波
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
力
の
恐
ろ
し
さ
、
凄
ま

Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ



─ 48 ─

じ
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

私
達
は
、
大
震
災
の
報
道
の
や
り
方
を
省
み
て
、
も
っ
と
良
い
や
り
方
を
す
れ
ば
、
津
波
の
犠
牲
者
を
減
ら
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。
情
報
を
得
て
い
れ
ば
も
っ
と
多
く
の
人
が
助
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
避
難
を
促
す
放
送
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
改
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

　
２
０
１
１
年
３
月
11
日
（
金
）
を
振
り
返
り
ま
す
。

14
：
46　

地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
国
会
中
継
中
に
緊
急
地
震
速
報
が
入
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

私
達
の
局
は
、
ド
ラ
マ
の
再
放
送
の
最
中
で
し
た
。

14
：
48　

地
震
速
報
字
幕　

当
初
最
大
震
度
６
強
→
震
度
７
に
な
っ
た
。

２
分
後　

こ
の
間
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
社
内
も
こ
れ
だ
け
揺
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
【
Ｄ
Ｖ
Ｄ
→
長
周
期
振
動　

３
分
10
秒
】

　

そ
れ
ぞ
れ
の
階
は
、
初
め
て
経
験
す
る
大
き
く
長
い
揺
れ
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
直
ぐ
特
番
を
す
る
と
い
う
２
階
の
ス
タ
ジ
オ
内

は
天
井
近
く
に
あ
る
照
明
が
大
き
く
揺
れ
、
カ
メ
ラ
は
移
動
し
、
ブ
ー
ム
（
と
い
わ
れ
る
長
い
竿
の
先
に
マ
イ
ク
が
付
い
て
い
る
）

は
移
動
式
の
為
、
独
り
で
に
動
き
出
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
改
め
て
私
た
ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
地
震
で
伝
え
た
注
意
事
項
を
考
え
直
さ
せ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
15
階
以
上
の

階
で
は
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
が
大
き
く
揺
れ
て
倒
れ
そ
う
に
な
る
の
を
３
〜
４
人
で
抑
え
る
と
い
う
状
況

で
し
た
が
実
は
こ
れ
が
大
変
危
険
な
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
局
内
で
は
、
倒
れ
た
金
属
性
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
で
足
を
挟
ま
れ
、
重

傷
者
が
１
人
出
ま
し
た
。
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14
：
50　

報
道
カ
メ
ラ
か
ら
第
一
報
を
放
送
、
こ
こ
か
ら
62
時
間
25
分
の
Ｃ
Ｍ
な
し
放
送
開
始
。

４
分
後

14
：
51　

津
波
警
報
・
大
津
波
警
報
発
表

５
分
後　

通
常
の
気
象
庁
か
ら
の
地
震
情
報
の
流
れ
は
、
地
震
発
生
後
１
分
半
程
で
最
大
震
度
と
大
ま
か
な
地
域
震
度
、
凡
そ
３
分
で
、
地

震
の
震
源
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
示
す
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
、
更
に
津
波
が
予
想
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
観
測
デ
ー
タ
が
出
ま
す
。
地
震

発
生
５
分
後
に
は
細
か
い
地
域
震
度
が
出
て
き
ま
す
。
今
回
も
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
、
同
じ
よ
う
に
出
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
大
津
波
警
報
の
予
想
波
高
（
浪
の
高
さ
）
に
変
化
が
現
れ
ま
す
。

14
：
52　

最
初
の
予
想
津
波
の
高
さ

６
分
後　

３
メ
ー
ト
ル
で
岩
手
県
に
既
に
到
達
の
可
能
性
を
予
測

　
　
　
　

宮
城
15
：
00　

６
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

福
島
15
：
10　

３
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

も
う
、
こ
の
時
点
で
避
難
し
て
い
な
い
と
間
に
合
わ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。

14
：
55　

津
波
到
達
予
想
時
刻
と
高
さ
一
覧

発
生
９
分
後　

千
葉
九
十
九
里
で
も
２
メ
ー
ト
ル
の
津
波
の
高
さ

　
　
　
　
　

ご
存
知
の
様
に
、
九
十
九
里
は
特
に
高
い
堤
防
は
あ
り
ま
せ
ん
が
民
家
も
浜
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
津
波
の
高
さ
は
、

東
北
地
方
の
津
波
の
予
想
の
高
さ
に
隠
れ
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
茨
城
被
害　

千
葉
県
旭
市
で
津
波
の
被
害
に
あ
っ
た
人
は
、
玄
関
先
に
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
水
が
流
れ
て
来
た
な
と
思
っ
た
ら
、
突
然
す

ご
い
勢
い
で
海
水
が
流
れ
て
き
た
の
で
、
慌
て
て
逃
げ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
は
助
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
数
秒
の
差
で

助
か
ら
な
か
っ
た
人
も
居
た
わ
け
で
す
。
千
葉
県
は
死
者
20
人
で
こ
の
う
ち
津
波
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
人
は
14
人
に
上
り
ま
す
。
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県
内
の
浦
安
市
・
千
葉
市
等
で
の
広
範
囲
の
液
状
化
も
重
な
り
、
全
壊
家
屋
は
８
０
０
戸
位
で
す
が
、
半
壊
家
屋
は
凡
そ
１
万
戸

と
岩
手
県
の
半
壊
家
屋
の
実
に
２
倍
以
上
で
す
。　
　
　

　
　
　
　
　

茨
城
で
は
、
内
陸
で
は
地
震
、
海
岸
部
は
津
波
被
害
が
ひ
ど
く
、
半
壊
家
屋
は
２
４
、５
０
６
戸
と
半
壊
戸
数
で
は
全
国
で
３

番
目
に
被
害
が
ひ
ど
い
地
域
で
す
。

　
　
　
　
　

勿
論
、
津
波
の
高
さ
の
予
想
は
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
東
北
地
方
の
津
波
予
想
の
高
さ
に
隠
れ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

こ
れ
だ
け
広
範
囲
（
青
森
か
ら
千
葉
ま
で
）
に
大
津
波
警
報
が
出
る
と
沢
山
の
デ
ー
タ
か
ら
自
分
の
地
域
に
関
す
る
情
報
を
視

聴
者
が
自
ら
選
択
し
て
避
難
し
な
い
と
、
身
は
守
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
そ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

15
：
14　

最
初
の
津
波
の
観
測
デ
ー
タ
は
、
大
変
低
い
も
の
で
し
た
。

28
分
後　

0.1
メ
ー
ト
ル
〜
0.5
メ
ー
ト
ル
と
僅
か
で
し
た
。

　

宮
古
（
14
：
48
）、
大
船
渡
（
14
：
46
）、
釜
石
（
14
：
56
）
で
も
0.2
メ
ー
ト
ル
（
20
セ
ン
チ
）
→　

こ
の
値
が
避
難
を
遅
ら
せ

た
可
能
性
も
あ
る
。

　

岩
手
県
の
あ
る
放
送
局
の
報
道
局
長
は
、「
３
メ
ー
ト
ル
の
津
波
予
想
で
、
第
一
波
が
20
セ
ン
チ
だ
っ
た
。
い
く
ら
後
で
も
っ

と
大
き
な
波
が
来
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
言
っ
て
も
、『
こ
れ
く
ら
い
で
収
ま
っ
て
く
れ
れ
ば
良
い
』
と
い
思
い
か
ら
、
20
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
が
一
人
歩
き
し
た
」
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
述
べ
て
い
ま
す
。

15
：
22　

そ
の
８
分
後　

岩
手
県
宮
古
港
の
情
報
カ
メ
ラ
映
像
に
は
津
波
が
押
し
寄
せ
て
い
た
。

36
分
後　

15
：
14
の
津
波
の
第
一
波
観
測
デ
ー
タ
で
は
、
私
た
ち
は
「
津
波
は
第
一
波
が
一
番
高
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
」
と
注
意
喚
起
す
る

文
言
を
原
稿
に
載
せ
伝
え
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
報
道
局
長
の
話
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
今
回
も
繰
り
返
し
伝
え
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
0.1
メ
ー
ト
ル
、
0.2
メ
ー
ト
ル
と
い
う
数
字
を
見
て
、
大
し
た
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
人
も
い
ま
し
た
。
で
も
、
50
セ

ン
チ
の
津
浪
で
も
人
が
流
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
【
Ｄ
Ｖ
Ｄ　

50
セ
ン
チ
の
津
波
で
も
人
は
流
さ
れ
る
実
験
】
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15
：
31　

最
大
津
波
高
変
更　

岩
手　

３
メ
ー
ト
ル
→
10
メ
ー
ト
ル

45
分
後　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城　

６
メ
ー
ト
ル
→
10
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
島　

３
メ
ー
ト
ル
→
10
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

気
象
庁
は
、
予
想
さ
れ
る
津
波
の
高
さ
を
変
更
し
、
最
大
10
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
ま
し
た
。

験
潮
所　

こ
れ
は
、
港
の
中
に
あ
る
検
潮
所
で
は
な
く
、
岩
手
県
釜
石
沖
に
設
置
し
た
験
潮
ブ
イ
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
）
が
７
メ
ー
ト
ル
の
浪

を
観
測
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
通
常
津
波
の
高
さ
は
港
に
あ
る
検
潮
所
で
そ
の
高
さ
を
測
り
ま
す
。
こ
の
近
海
は
、
地
震
が
多

く
起
こ
る
の
で
、
気
象
庁
は
沖
合
い
に
も
観
測
用
の
ブ
イ
＝
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
位
置
で
観
測
さ
れ
た
津

波
が
港
に
到
達
す
る
に
は
10
分
程
か
か
る
よ
う
で
す
が
、
今
後
、
沖
合
い
に
あ
る
「
検
潮
ブ
イ
」
が
、
大
き
な
津
波
を
知
る
上
で

貴
重
な
情
報
源
と
な
り
う
る
の
で
、
数
を
増
や
す
等
の
対
策
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
津
波
の
高
さ
の
変
更
は
、
他

の
情
報
と
と
も
に
中
々
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
よ
う
で
す
。

津
波
高
さ　

叉
、
既
に
、
津
波
が
到
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
３
メ
ー
ト
ル
か
ら
10
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
も
、
何
を
ど
う
注
意
す
る
の

か
、
も
は
や
避
難
は
間
に
合
わ
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
態
の
場
所
も
あ
り
ま
し
た
。
指
定
避
難
場
所
に
一
度
行
っ
て
、
情

報
を
得
て
更
に
別
の
安
全
な
避
難
場
所
へ
と
行
っ
て
助
か
っ
た
人
達
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
初
の
避
難
場
所
か
ら
動
か
ず
に

津
波
の
犠
牲
に
な
る
人
も
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

気
象
庁
の
基
準
で
は
、
10
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
の
予
測
は
、「
10
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
な
り
、
そ
れ
以
上
の
単
位
は
あ
り

ま
せ
ん
。　

　
　
　
　
　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
気
象
庁
は
、
津
波
情
報
の
発
表
の
仕
方
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

気
象
庁
は　

○
津
波
の
高
さ
を
○
メ
ー
ト
ル
と
表
さ
ず
、「
巨
大
津
波
」
と
す
る

　
　
　
　
　

○
津
波
の
予
想
波
高
に
比
べ
て
、
観
測
さ
れ
た
津
波
の
高
さ
が
小
さ
い
と
き
は
発
表
し
な
い

　
　
　
　
　

○
沖
合
い
で
の
情
報
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
）
と
験
潮
所
の
情
報
を
別
に
出
す
。
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○
変
更
部
分
が
分
か
る
よ
う
に
識
別
符
を
つ
け
る
。

　
　
　
　

そ
う
い
っ
た
工
夫
を
し
て
、
今
年
の
年
末
を
目
処
に
避
難
を
促
す
工
夫
を
考
え
て
い
ま
す
。

ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
の
調
査　

残
念
な
状
況　

被
災
地
の
３
分
の
１
近
く
の
人
が
避
難
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

　

こ
れ
は
、
気
象
情
報
の
専
門
会
社
「
ウ
エ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
が
調
査
し
た
資
料
で
す
が
、
東
日
本
大
震
災
最
大
震
度
７
を
受
け

て
、
ど
う
し
ま
し
た
か
と
い
う
質
問
で
す
。

　

私
達
は
、
あ
れ
だ
け
東
京
で
も
揺
れ
た
の
に
、
こ
れ
迄
、
何
度
も
地
震
・
津
波
を
体
験
し
て
い
る
被
災
地
で
、
避
難
し
な
い
人

が
２
割
以
上
い
る
と
云
う
事
が
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

被
災
地
全
体　

こ
の
グ
ラ
フ
は
、
被
災
地
全
体
で
、
地
震
後
ど
う
い
う
行
動
を
取
っ
た
か
と
い
う
も
の
で
、「
安
全
な
場
所
な
の
で
そ
の
場

で
待
機
」
が
５
割
近
く
、「
青
の
日
常
と
変
わ
り
な
く
行
動
９
％
・
紫
の
何
も
し
な
か
っ
た
６
％
、
黄
緑
：
ひ
と
ま
ず
待
機
５
％
、

合
計
２
割
近
く
の
人
が
何
も
し
な
い
状
態
で
し
た
。

宮
城
円
グ
ラ
フ　

被
災
地
の
中
で
も
宮
城
県
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
同
じ
質
問
で
、「
青
：
日
常
と
変
わ
り
な
く
行
動
15
％
・
紫
：
何
も
し

な
い
５
％
・
黄
緑
：
ひ
と
ま
ず
待
機
５
％　

合
計
２
割
５
分
、
25
％
」
の
人
が
避
難
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

津
波
の
高
さ
予
想　

岩
手
・
宮
城
・
福
島
が
３
㍍
・
６
㍍
・
３
㍍
が
、
39
分
後
に
10
㍍
・
10
㍍
・
10
㍍
に
変
わ
っ
た
事
で
、
そ

れ
に
気
付
か
ず
津
波
の
犠
牲
に
な
っ
た
方
も
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　

し
か
し
、
被
災
地
で
は
、
最
初
の
大
津
波
警
報
、
３
㍍
・
６
㍍
・
３
㍍
の
発
表
の
時
に
逃
げ
て
い
れ
ば
助
か
っ
た
人
も
ま
た
、

い
た
筈
で
し
た
。
例
え
ば
、
３
メ
ー
ト
ル
の
津
波
予
想
が
出
た
と
き
、
私
の
町
の
津
浪
堤
防
は
５
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
か
ら
大
丈

夫
だ
と
解
釈
し
て
避
難
し
な
か
っ
た
方
々
で
す
。
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こ
う
し
た
判
断
を
し
な
い
で
、
と
に
か
く
一
度
避
難
を
促
す
た
め
に
は
ど
う
い
う
放
送
を
す
れ
ば
よ
い
か
、
私
達
が
考
え
た
こ

と
は
後
半
で
述
べ
ま
す
。　
　

　
　

　
　
　
　
　

さ
て
、
大
量
の
情
報
を
私
た
ち
が
放
送
す
る
中
、
Ｔ
Ｖ
、
ラ
ジ
オ
の
地
震
報
道
は
、
国
民
に
見
聞
き
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。

停
電
・
他　

岩
手
県
庁
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
全
県
で
停
電
し
ま
し
た
。
県
庁
は
自
家
発
電
に
切
り
替
え
、
Ｔ
Ｖ
情
報
を
見
な
が

ら
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
い
い
ま
す
。　
　

　
　
　
　
　

岩
手
の
み
な
ら
ず
東
北
や
関
東
地
域
で
は
停
電
し
、
私
た
ち
が
い
く
ら
放
送
を
し
て
も
受
信
が
出
来
な
い
状
況
で
し
た
。

　
　
　
　
　

そ
の
場
合
、ポ
ー
タ
ブ
ル
ラ
ジ
オ
、携
帯
ワ
ン
セ
グ
、携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
等
の
Ｗ
ｅ
ｂ
接
続
機
材
を
使
っ
て
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
・

ミ
ク
シ
ー
・
フ
エ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
の
通
信
で
情
報
を
と
る
人
達
が
い
ま
し
た
。

総
務
省
が
調
査
し
た
、「
震
災
後
に
利
用
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
調
査
」

　
　
　
　
　

こ
の
調
査
で
は
、
全
体
的
に
Ｔ
Ｖ
が
一
番
良
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
交
通
や
イ
ン
フ
ラ
等
地
域
情
報
は
、
ラ
ジ
オ
や
ワ
ン

セ
グ
放
送
に
手
段
が
少
し
移
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
特
に
地
域
別
に
東
北
地
方
で
は
携
帯
ワ
ン
セ
グ
が
使
わ
れ
、
ま
た

年
齢
別
で
は
20
代
が
良
く
携
帯
ワ
ン
セ
グ
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

総
務
省
調
査　

ま
た
、
Ｔ
Ｖ
は
、
映
像
に
動
き
が
あ
る
も
の
、
見
て
分
り
や
す
い
も
の
を
選
択
し
て
放
送
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
す
。

　
　
　
　
　

東
北
の
被
災
地
で
は
大
津
波
に
襲
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
京
近
辺
で
は
、
お
台
場
で
火
事
が
起
き
、
九
段
会
館
で
は
天
井
が

崩
れ
犠
牲
者
が
で
ま
し
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
千
葉
県
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
火
災
が
起
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

全
国
放
送
の
中
で
は
、こ
う
し
た
出
来
事
が
放
送
さ
れ
ま
し
た
が
、被
災
地
に
い
る
人
た
ち
は
地
元
の
何
処
の
被
害
が
大
き
か
っ

た
か
、
家
族
・
知
人
は
無
事
か
、
停
電
や
断
水
は
ど
の
地
域
か
、
津
波
は
何
時
引
く
の
か
、
ま
た
来
る
の
か
、
情
報
が
欲
し
い
と
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思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

叉
、
こ
の
時
点
で
福
島
の
東
電
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
情
報
は
殆
ど
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

更
に
、
被
災
地
の
ロ
ー
カ
ル
局
で
は
、
独
自
情
報
が
出
来
る
場
合
は
放
送
し
、
全
国
放
送
を
受
け
て
い
て
も
、
Ｌ
字
画
面
情
報

と
い
う
テ
レ
ビ
画
面
の
左
右
側
の
縦
か
ら
画
面
の
下
側
を
使
っ
た
被
災
県
内
向
け
の
文
字
情
報
放
送
を
は
じ
め
ま
し
た
。
全
国
放

送
も
関
東
エ
リ
ア
へ
の
告
知
と
し
て
こ
の
Ｌ
字
画
面
情
報
を
早
い
時
期
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
被
災
地
で
は
、
人
々
が
情
報
を
得
る
手
段
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
選
び
、
地
元
の
イ
ン
フ
ラ
情
報
や
安
否
情

報
は
ラ
ジ
オ
・
Ｆ
Ｍ
、
Ｗ
ｅ
ｂ
、
ま
た
新
聞
が
配
達
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
新
聞
を
利
用
す
る
割
合
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

テ
レ
ビ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
今
後
、
課
題
と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
で
す
。

　【
避
難
を
促
す
文
言
の
変
化
】

　
　
　
　
　

こ
れ
ま
で
の
地
震
の
特
別
番
組
や
速
報
で
の
注
意
事
項
の
文
言
は
、「
大
震
災
」
と
名
の
つ
く
地
震
か
ら
の
教
訓
が
生
か
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

関
東
→
阪
神　

関
東
大
震
災
で
の
文
言
は
、「
揺
れ
は
長
く
て
も
１
分
」（
関
東
大
震
災
で
は
そ
う
で
し
た
）、「
す
ぐ
火
を
消
す
」（
昼
食
時
だ
っ

た
の
で
、
大
き
な
火
事
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
起
き
焼
死
者
が
数
多
く
出
ま
し
た
。）

　
　
　
　
　

と
こ
ろ
が
、
阪
神
大
震
災
で
は
、
揺
れ
は
長
く
続
き
、
特
に
高
層
ビ
ル
で
は
揺
れ
が
中
々
収
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
最

初
の
揺
れ
が
強
か
っ
た
た
め
、
そ
の
揺
れ
で
家
屋
や
家
具
が
倒
れ
て
亡
く
な
っ
た
人
が
多
く
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

更
に
、
今
ま
で
の
地
震
の
常
識
を
守
っ
て
、
揺
れ
て
い
る
最
中
に
直
ぐ
火
を
消
そ
う
と
し
て
、
や
け
ど
や
怪
我
人
が
出
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

で
す
か
ら
、現
在
は
、「
火
を
使
っ
て
い
る
場
合
は
、慌
て
て
火
を
消
さ
ず
、揺
れ
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
火
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
文
言
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
事　

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
は
、
震
度
・
津
波
の
観
測
高
・
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
と
い
っ
た
統
計
資
料
の
数
字
で
、
い
わ
ば
直
前
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に
起
き
た
過
去
の
こ
と
を
延
々
放
送
す
る
よ
り
、「
こ
れ
か
ら
何
に
注
意
す
る
か
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
」
に
力
点
を
置
く
放
送

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
も
、
○
○
市　

震
度
６
強　

と
い
っ
た
情
報
を
伝
え
る
よ
り
、
大

津
波
・
津
浪
警
報
が
出
た
と
き
避
難
を
促
す
文
言
を
伝
え
る
、
余
震
の
起
こ
る
事
を
考
え
て
行
動
す
る
等
の
事
が
先
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
か
な
い
か
。

何
を
伝
え
る
か　

こ
れ
ま
で
、
見
て
き
た
東
日
本
大
震
災
の
放
送
記
録
と
被
災
住
民
の
行
動
か
ら
、
震
災
時
一
人
で
も
多
く
の
命
を
情
報
発

信
に
よ
っ
て
救
う
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

今
ま
で
、
地
震
後
の
緊
急
特
別
番
組
の
中
で
、
津
波
注
意
報
・
警
報
・
大
津
波
警
報
が
出
る
と
、「
港
、
海
岸
や
川
の
河
口
や

な
ど
に
い
る
人
は
そ
の
場
を
離
れ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
津
波
の
様
子
を
見
に
い
か
な
い
で
下
さ
い
」
と
繰
り
返
し
放
送
し
て
い

ま
す
が
、
港
の
情
報
カ
メ
ラ
等
に
は
、
必
ず
、
車
で
沖
を
見
に
来
る
漁
業
関
係
者
と
見
ら
れ
る
人
や
、
サ
ー
フ
ィ
ン
を
止
め
な
い

人
達
が
映
り
、
私
た
ち
は
放
送
を
し
て
も
無
力
感
を
強
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

更
に
、
東
日
本
大
震
災
後
、
人
々
の
地
震
に
対
す
る
感
覚
が
悪
い
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
調
査
例
が
あ
り
ま
す
。

避
難
し
な
い
結
果　
（
東
日
本
大
震
災
後
の
津
波
高
さ
で
の
避
難
の
調
査
結
果
）

　
　
　
　
　

震
災
前
１
メ
ー
ト
ル
以
下
の
津
浪
は
危
険
と
思
っ
て
い
た
７
割
の
人
が
５
割
以
下
に

　
　
　
　
　

震
災
前
１
メ
ー
ト
ル
以
下
の
津
浪
で
６
割
が
避
難
す
る
と
い
っ
て
い
た
の
が
４
割
以
下

　
　
　
　
　

こ
の
為
、
私
た
ち
は
、
今
ま
で
地
震
が
起
き
た
際
に
放
送
し
て
い
た
ア
ナ
ウ
ン
ス
コ
メ
ン
ト
を
改
訂
し
ま
し
た
。

思
い
出
し
て　

ま
ず
、
津
波
警
報
、
大
津
波
警
報
が
出
た
場
合
、
避
難
行
動
を
取
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、「
東
日
本
大
震
災
を
思
い
出
し
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
文
言
を
加
え
ま
し
た
。　
　

　
　
　
　
　

こ
の
文
言
は
、
震
災
後
の
地
震
コ
メ
ン
ト
の
改
訂
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
最
初
に
入
れ
ま
し
た
。
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私
共
も
検
討
の
結
果
・
津
波
警
報
・
大
津
波
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
入
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
ま
だ
放
送

で
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
使
わ
れ
る
事
態
が
な
い
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
ス
ラ
イ
ド
・
大
き
な
ビ
ル　

更
に
、
避
難
の
場
所
を
従
来
の
「
お
お
む
ね
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ビ
ル
の
３
階
以
上
」
と
書
い
て
い
た
も

の
を
改
訂
し
、「
大
き
な
ビ
ル
の
出
来
る
だ
け
高
い
と
こ
ろ
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。
よ
り
、
遠
く
よ
り
、
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に

避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
と
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

こ
れ
は
、「
津
波
避
難
ビ
ル
」
に
な
っ
て
い
た
建
物
を
津
波
が
襲
い
、
逃
げ
て
い
た
人
達
お
よ
そ
50
人
の
命
は
助
か
っ
た
も
の
の
、

建
物
の
屋
上
ま
で
津
波
が
押
し
寄
せ
、
決
し
て
安
全
な
避
難
ビ
ル
で
は
な
か
っ
た
現
実
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

　
　
　
　
　

災
害
対
策
本
部
の
ビ
ル
が
津
波
で
流
さ
れ
骨
組
み
だ
け
に
な
り
、「
高
台
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
続
け
、

女
性
職
員
が
津
波
の
犠
牲
に
な
っ
た
、
岩
手
県
南
三
陸
町
。

津
波
避
難
ビ
ル　

こ
の
町
営
松
原
住
宅
が
、
そ
の
「
津
波
避
難
ビ
ル
」
で
し
た
。
海
岸
部
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
５
階
建
て
の
立
派
な
建

物
が
、
屋
上
ま
で
水
に
浸
か
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
研
究
者
を
は
じ
め
、
私
た
ち
も
衝
撃
を
受
け
ま
す
。

　
　
　
　
　

特
に
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
３
階
建
て
以
下
の
小
規
模
の
建
物
で
は
、
土
台
か
ら
ひ
っ

く
り
返
っ
た
り
、
一
部
が
崩
壊
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

勿
論
、
外
見
だ
け
か
ら
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
る
と
は
分
か
り
に
く
い
建
物
も
多
く
非
常
時
で
判
断
が
出
来
る
か
ど
う
か
は
、

分
か
り
ま
せ
ん
。

旧
来
原
稿
・
新
原
稿　

今
ま
で
の
原
稿
で
あ
っ
た
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
で
出
来
た
、
背
が
高
く
頑
丈
な
建
物
の
出
来
れ
ば
３
階
以
上

に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
文
言
を
変
え
、「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
出
来
た
背
が
高
く
、
大
き
く
て
頑
丈
そ
う
な
建
物
の
、

出
来
る
だ
け
上
の
ほ
う
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
と
し
ま
し
た
。
６
階
以
上
な
ど
と
階
数
を
明
示
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
た

が
、
む
し
ろ
高
い
ビ
ル
で
も
安
心
せ
ず
に
出
来
る
だ
け
上
に
上
が
る
こ
と
を
考
え
て
も
ら
う
よ
う
な
文
言
に
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

更
に
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
Ｔ
Ｂ
Ｓ
社
内
を
御
覧
頂
い
た
よ
う
な
、
高
層
階
で
の
地
震
の
長
期
振
動
に
つ
い
て
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長
周
期
原
稿　
「
お
お
む
ね
10
階
以
上
の
高
層
階
で
は
、
ゆ
れ
が
中
々
収
ま
ら
ず
数
分
以
上
も
ゆ
れ
続
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
─
─
─
頑

丈
な
机
や
テ
ー
ブ
ル
の
下
に
隠
れ
る
な
ど
、
も
の
が
落
ち
て
こ
な
い
、
倒
れ
て
こ
な
い
、
移
動
し
て
こ
な
い
空
間
に
身
を
寄
せ
て
、

揺
れ
が
収
ま
る
ま
で
身
の
安
全
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
し
ま
し
た
。

築
年
数
建
物　

余
震
で
倒
れ
る
建
物
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
「
特
に
、
築
30
年
以
上
で
耐
震
補
強
な
ど
を
施
し
て
い
な
い
建
物
は
、
倒
壊
す
る
危
険
が
高
く
な
り
ま
す
の
で
、
屋
外
に
避
難

す
る
こ
と
も
念
頭
に
お
い
て
厳
重
に
警
戒
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
し
ま
し
た
。

　【
結
び
】

　

短
い
時
間
で
、
し
か
も
ご
く
一
部
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災
発
生
状
況
を
放
送
し
た
反
省
点
を
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今

後
は
反
省
を
生
か
し
た
放
送
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
避
難
を
促
す
放
送
を
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
更
に
考
察

を
続
け
て
い
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、
震
災
後
起
き
た
原
子
力
発
電
所
事
故
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
政
府
や
東
京
電
力
が
情
報
を
出
さ
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
に
せ
よ
、
事
実
が
確
認
で
き
な
い
ま
ま
、「
今
お
そ
ら
く
、
こ
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
予
測
の
み
の
放
送
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
。

放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
が
伴
う
取
材
は
、
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、　

そ
の
後
、
暫
く
し
て
公
開
さ
れ
た
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
原
子
炉
建
屋
内
部
の
映
像
を
見
る
に
つ
け
、
実
は
大
変
な
こ
と
が
起
き
て
お
り
、
そ
の
映
像
を
そ
の
時
に
流
せ
な
か
っ
た
無

念
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

今
、
再
稼
動
問
題
を
抱
え
た
こ
の
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
ど
う
対
処
し
、
報
道
す
る
か
、
周
辺
住
民
が
10
万
人
、
50
万
人
の
単
位
で
安

全
に
避
難
す
る
こ
と
が
一
体
で
き
る
か
、
そ
れ
を
ど
う
情
報
と
し
て
出
し
、
視
聴
者
が
恐
慌
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
か
、
私
達
に
突

き
つ
け
ら
れ
た
課
題
は
、
ま
だ
ま
だ
大
き
く
沢
山
存
在
し
て
い
ま
す
。
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ご
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

松　

嶋　

隆　

弘

─
企
業
法
の
観
点
か
ら
─

原
発
事
故
の
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
一
考
察

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
日
本
法
政
学
会
第
116
回
研
究
会
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
「
原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
〜
企
業
法
の
立
場
か
ら
〜
」（
平
成

二
四
年
六
月
九
日
、
於
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
）
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
⑴

。
筆
者
は
、
前
記
報
告
に
先
立
ち
、
本
件
テ
ー
マ
に
つ

き
口
頭
発
表
⑵

と
そ
れ
に
基
づ
く
論
稿
⑶

を
公
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
と
の
重
複
を
避
け
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す

る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
（
以
下
、「
本
件
原
発
事
故
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
被
害
者
救
済
の
た
め
の
損
害
賠
償
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、

「
現
行
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
を
素
材
と
し
て
、
災
害
救
助
に
対
す
る
賠
償
法
的
救
済
と
組
織
法
的
救
済
、
そ
し
て
国
家
的
救
済
と
の
各
役

割
分
担
に
つ
き
、
企
業
法
の
見
地
か
ら
一
定
の
問
題
提
起
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
検
討
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
現
行
シ
ス
テ
ム
が
、

原
子
力
事
業
者
た
る
東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。）
を
い
わ
ば
テ
コ
に
し
て
、
あ
く
ま
で
も
「
民
事
法
的
」
救
済

を
な
す
も
の
で
あ
る
一
方
、
そ
の
影
に
隠
れ
て
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
国
家
の
責
任
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る
。
そ
の
上
で
、
現
行
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
本
件
原
発
事
故
が
免
責
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
賠
償
主
体
に
関
す
る
民
事

再
生
・
会
社
更
生
な
ど
の
破
綻
処
理
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
の
二
つ
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
か
る
前
提
が
持
つ
意
義
を
、

賠
償
義
務
者
の
背
後
に
隠
れ
た
「
国
家
」
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
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二
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
批
判
的
検
討

１　

現
行
シ
ス
テ
ム
の
概
要

　

⑴　

原
子
力
損
害
賠
償
法
の
あ
ら
ま
し

　

ま
ず
議
論
の
前
提
た
る
原
子
力
損
害
賠
償
法
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
⑷

。
原
子
力
損
害
賠
償
法
⑸

の
特
徴
は
、
①
．
責
任
集
中
、
②
．

賠
償
額
の
青
天
井
、
③
．
無
過
失
責
任
、
④
．
政
府
等
の
「
措
置
」
の
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
特
徴
で
あ
る
責
任
集
中

と
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
賠
償
責
任
の
主
体
を
原
子
力
事
業
者
（
本
件
原
発
事
故
の
場
合
は
東
京
電
力
）
の
み
と
し
、
責
任
を

集
中
さ
せ
る
こ
と
を
、
第
二
の
賠
償
額
の
青
天
井
と
は
、
同
法
に
基
づ
く
賠
償
額
の
上
限
を
限
定
し
な
い
こ
と
を
、
第
三
の
無
過
失
責
任
と

は
、
賠
償
責
任
の
発
生
に
あ
た
り
賠
償
義
務
者
の
過
失
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。
法
律
が
か
か
る
責
任
集
中
と
い
う

建
て
付
け
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
複
数
の
者
に
責
任
が
分
散
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
か
え
っ
て
実
効
的
な
賠
償
を
果
た
し
得
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
賠
償
額
に
上
限
が
な
く
、
青
天
井
に
な
っ
て
い
る
の
も
同
様
な
趣
旨
で
あ
る
。
ま
た
無
過
失
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
害
者
で
あ
る

被
災
者
に
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
事
故
が
生
じ
た
と
い
う
過
失
の
立
証
を
さ
せ
る
の
は
か
え
っ
て
実
効
的
な
救
済
を
果
た
せ
な
く
な
る

か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
も
被
害
者
救
済
と
い
う
こ
と
に
要
約
で
き
る
⑹

。

　

次
い
で
第
四
の
政
府
等
の
「
措
置
」
と
は
、
賠
償
の
実
効
を
期
す
た
め
の
措
置
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、（
ⅰ
）．
一
般
的
な
損
害
に
つ
い

て
は
民
間
の
保
険
で
、（
ⅱ
）．
地
震
・
津
波
等
に
つ
い
て
は
政
府
補
償
で
そ
れ
ぞ
れ
ま
か
な
い
、（
ⅲ
）．
さ
ら
に
巨
大
な
場
合
に
は
政
府
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑵　

現
行
シ
ス
テ
ム
の
定
着

　

以
上
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
行
シ
ス
テ
ム
は
、
賠
償
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
た
上
で
、
原
子
力
事
業
者
た
る
東
京
電
力
を
テ
コ
に
被
害
者

救
済
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
務
は
、
か
か
る
現
行
シ
ス
テ
ム
の
下
、
賠
償
の
範
囲
に
つ
き
指
針
作
り
に
入
り
、
平
成
二
三
年
八

月
五
日
決
定
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指
針
」
が
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公
表
さ
れ
た
。
ま
た
、
仮
払
制
度（
平
成
二
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
）⑺

な
ど
の
関
連
法
の
整
備
⑻

も
、
か
か
る
現
行
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

も
っ
と
も
、
か
か
る
現
行
シ
ス
テ
ム
も
シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
全
無
欠
で
は
な
く
、
被
害
者
救
済
に
尽
力
す
る
実
務
や
学
説
の
努
力
に
よ
り
、

部
分
的
に
は
ほ
こ
ろ
び
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
み
る
に
、
学
説
上
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
規
定
す
る
原
子
力

損
害
賠
償
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
賠
償
や
株
主
代
表
訴
訟
（
会
社
法
八
四
七
条
以
下
）
の
提
起
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
て

い
る
⑼
⑽

。
お
そ
ら
く
、
今
後
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
増
え
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、
か
か
る
部
分
的
な
「
ほ
こ
ろ
び
」
を
認
め

た
と
し
て
も
、
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
現
行
シ
ス
テ
ム
の
存
在
は
実
際
上
揺
る
ぎ
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、

政
府
は
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
、
東
京
電
力
に
一
兆
円
の
公
的
資
金
を
注
入
し
筆
頭
株
主
に
な
り
、
同
電
力
を
「
実
質
上
」
国
有
化
し
た

が
、
か
か
る
政
府
の
東
電
へ
の
出
資
は
、
膨
ら
ん
だ
福
島
第
一
原
発
事
故
の
賠
償
や
除
染
費
用
、
廃
炉
費
用
に
あ
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
は
、
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
現
行
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
確
保
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

２　

他
の
ケ
ー
ス
と
の
対
比 

　

⑴　

水
俣
病
の
ケ
ー
ス
と
の
比
較

　

し
か
し
管
見
に
よ
れ
ば
、
現
行
シ
ス
テ
ム
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
問
題
点
を
孕
む
。
第
一
に
、
現
行
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
責
任
集
中
の

枠
組
み
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
事
業
者
（
東
京
電
力
）
の
み
が
賠
償
義
務
を
負
う
「
悪
者
」
と
さ
れ
、
か
か
る
「
悪
者
」
を

い
わ
ば
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
叩
く
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
政
策
⑾

を
推
進
し
て
き
た
国
家
の
責
任
が
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
な
っ
て
し
ま
う
「
懸

念
」
が
あ
る
。
類
似
の
ケ
ー
ス
と
し
て
筆
者
が
想
起
す
る
の
は
、
水
俣
病
に
お
け
る
加
害
者
で
あ
る
会
社
（
チ
ッ
ソ
）
の
姿
で
あ
る
⑿

。
か

か
る
事
案
と
本
件
原
発
事
故
を
比
較
す
る
と
、
両
者
は
賠
償
義
務
者
を
テ
コ
に
被
害
者
救
済
を
行
い
、
賠
償
義
務
者
は
賠
償
さ
せ
る
た
め
破

綻
さ
せ
ず
、
賠
償
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
、
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
。
か
か
る
事
案
に
お
い
て
筆
者
が
懸
念
す
る
の
は
、

賠
償
義
務
者
（
東
京
電
力
、
チ
ッ
ソ
）
を
「
流
し
ビ
ナ
」
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
べ
き
国
の
責
任
が
み
え
に
く
く
な
る
こ
と
で

あ
る
。
水
俣
病
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
い
う
と
、
当
該
会
社
が
行
っ
た
有
機
水
銀
の
海
へ
の
垂
れ
流
し
は
態
様
と
し
て
極
め
て
悪
質
で
あ
る
も
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の
の
、
公
害
規
制
に
つ
い
て
必
要
な
対
応
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
国
の
「
不
作
為
」
も
ま
た
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
会
社
に
被
害

者
へ
の
賠
償
を
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
会
社
を
破
綻
処
理
せ
ず
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
、
か
か
る
国
の
責
任
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。

本
件
原
発
事
故
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
東
京
電
力
を
「
流
し
ビ
ナ
」
に
す
る
こ
と
で
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
て
き
た
と
い
う
国
の

責
任
は
、
曖
昧
に
な
る
。
水
俣
病
の
場
合
に
は
、
適
切
な
規
制
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
国
の
不
作
為
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
原
発
事
故
の

場
合
は
、
適
切
な
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
を
構
築
し
な
か
っ
た
国
の
不
作
為
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
て
き
た

作
為
が
あ
る
点
、
よ
り
国
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
余
地
が
大
き
い
と
考
え
る
。

　

⑵　

計
画
停
電
の
ケ
ー
ス
と
の
比
較

　

か
か
る
「
懸
念
」
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
計
画
停
電
実
施
の
時
に
も
あ
っ
た
。
電
気
事
業
法
は
、「
経
済
産
業
大
臣
は
、
電
気
の
需
給

の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
電
気
の
供
給
の
不
足
が
国
民
経
済
及
び
国
民
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
を
克
服
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
電
力
量
の
限
度
、

使
用
最
大
電
力
の
限
度
、
用
途
若
し
く
は
使
用
を
停
止
す
べ
き
日
時
を
定
め
て
、
一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規

模
電
気
事
業
者
の
供
給
す
る
電
気
の
使
用
を
制
限
し
、
又
は
受
電
電
力
の
容
量
の
限
度
を
定
め
て
、
一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業
者

若
し
く
は
特
定
規
模
電
気
事
業
者
か
ら
の
受
電
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
電
気
事
業
法
二
七
条
）
と
し
て
、
電
気
の
使
用
制
限
等
を

な
し
う
る
権
限
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
計
画
停
電
の
実
施
時
に
は
、
か
か
る
権
限
の
発
動
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

東
京
電
力
の
「
自
主
的
な
措
置
」
と
し
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
や
や
勘
ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
電
気
事
業
法
二
七
条
の
権
限
を
発
動
す
る
と
、

そ
の
権
限
の
発
動
が
国
家
賠
償
法
に
い
う
「
公
権
力
の
行
使
」
と
し
て
、
後
日
国
家
賠
償
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う 

リ
ー
ガ
ル･

リ
ス

ク
が
あ
り
、
そ
れ
を
お
そ
れ
た
国
サ
イ
ド
が
、
東
京
電
力
に
責
任
を
押
し
つ
け
た
と
も
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
賠
償
義
務
者
た
る

東
京
電
力
の
背
後
に
国
が
隠
れ
て
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

三
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
前
提
１
：
免
責
事
由
の
不
該
当
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１　

は
じ
め
に

　

現
行
シ
ス
テ
ム
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
が
提
供
す
る
前
述
の
賠
償
シ
ス
テ
ム
に
極
力
依
拠
し
た
救
済
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
、
本
件
原
発
事
故
が
免
責
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
免
責
事
由

の
不
該
当
）。
こ
こ
に
免
責
事
由
と
は
、
原
子
力
事
業
者
に
責
任
が
集
中
さ
れ
、
か
つ
そ
の
責
任
が
無
過
失
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
例
外
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
原
子
力
損
害
賠
償
法
は
、
原
則
と
し
て
原
子
力
事
業
者
（
東
京
電
力
）
に
無
過
失
か
つ
青

天
井
で
の
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
つ
つ
も
、
例
外
と
し
て
三
条
一
項
但
書
に
お
い
て
「
た
だ
し
、
そ
の
損
害
が
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は

社
会
的
動
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
し
て
、「
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は
社
会
的
動
乱
」
の

場
合
に
お
け
る
免
責
を
認
め
る
。
問
題
は
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
本
件
原
発
事
故
が
前
記
免
責
事
由
に
該
当
す
る
か
で
あ
る
。
現
行

シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
枠
組
み
で
被
害
者
救
済
を
行
う
た
め
に
は
、
免
責
事
由
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
政
府
の
公
定
解
釈
と
し
て
、
免
責
事
由
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
い
ち
早
く
示
さ
れ
た
。
た
だ
免
責
事
由
に
あ
た
ら

な
い
根
拠
に
つ
い
て
十
分
な
理
論
的
説
明
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
被
害
者
救
済
と
い
う
結
論
か
ら
「
逆
算
」
さ
れ
た
帰
結

の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
学
説
を
み
て
も
同
様
で
あ
る
。
学
説
上
、
本
件
原
発
事
故
を
免
責
事
由
に
該
当
す
る
と
解
す
る
見
解
（「
免
責

事
由
該
当
説
と
い
う
。）
は
き
わ
め
て
少
数
の
よ
う
で
⒀

、
多
く
の
文
献
は
、
例
え
ば
貞
観
津
波
の
ケ
ー
ス
か
ら
し
て
本
件
は
予
測
で
き
た

は
ず
で
あ
り
、「
異
常
に
巨
大
」
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
免
責
事
由
に
該
当
し
な
い
と
主
張
す
る
⒁

。
た
だ
、
そ
の
主
た
る
論
拠
が
「
被

害
者
救
済
」
か
ら
逆
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
政
府
解
釈
と
同
様
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
免
責
事
由
に
該
当
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
本
件
原
発
事
故
に
対
す
る
被
害
者
救
済
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
範
囲
内
で
、
す
な
わ
ち
損
害
賠
償
の
枠
組
み
の

中
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

２　

航
空
保
険
の
ケ
ー
ス
：
国
家
的
災
害
に
対
す
る
民
間
と
国
家
と
の
役
割
分
担
の
例

　

し
か
し
、
被
害
者
救
済
を
損
害
賠
償
の
枠
組
み
で
行
わ
な
い
制
度
設
計
も
十
分
に
想
定
で
き
る
。
そ
の
例
と
し
て
航
空
保
険
、
就
中
戦
争

保
険
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
た
い
⒂

。
多
数
の
人
命
を
運
ぶ
航
空
機
は
、
戦
争
、
テ
ロ
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
な
ど
の
対
象
と
な
り
や
す
く
、
し
か
も
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一
た
ん
損
害
が
発
生
す
る
と
多
数
の
人
命
に
関
わ
る
損
害
を
発
生
さ
せ
る
の
で
、
特
に
定
期
航
空
会
社
と
し
て
は
、
か
か
る
リ
ス
ク
（
戦
争

リ
ス
ク
）
に
対
し
て
も
航
空
保
険
を
付
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
⒃

、
戦
争
保
険
に
は
、
自
動
終
了
条
項
（Autom

atic Term
ination 

Clause
）⒄

と
い
う
重
大
な
制
約
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
大
国
間
に
お
け
る
戦
争
勃
発
の
場
合
に
は
保
険
契
約
が
前
提
と
し
て
い
る
社
会
秩

序
が
失
わ
れ
、
民
間
の
保
険
事
業
者
で
な
く
国
家
に
よ
る
措
置
が
必
要
と
な
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
が

前
提
す
る
社
会
秩
序
を
超
え
る
場
合
の
国
家
的
救
済
の
必
要
性
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
示
す
も
の
で
あ
る
⒅

。

　

そ
し
て
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
発
生
し
た
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
に
際
し
て
は
、
戦
争
危
険
に
対
す
る
航
空
保
険
に
よ
る
カ
バ
ー
が
脆

弱
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
多
く
の
国
に
お
い
て
政
府
に
よ
る
援
助
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
政
府
が

TRO
IKA

と
称
す
る
保
険
会
社
を
設
立
し
、
二
〇
億
ド
ル
ま
で
の
政
府
保
険
制
度
を
二
〇
〇
二
年
一
二
月
ま
で
実
施
し
た
し
、
ア
メ
リ
カ
で

は
、
政
府
が
二
〇
〇
一
年
九
月
中
に
民
間
保
険
の
上
乗
せ
分
の
第
三
者
賠
償
保
険
を
提
供
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
さ
ら
に
同
時
多
発
テ
ロ
の

個
人
被
害
者
に
対
す
るVICTIM

S FU
N

D
も
形
成
さ
れ
た
⒆

。
日
本
に
お
い
て
は
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
日
の
閣
議
決
定
で
、
民
間
保
険

で
塡
補
す
べ
き
金
額
を
超
え
る
賠
償
金
額
に
つ
い
て
政
府
の
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
こ
の
措
置
は
、
平
成
一
五
年
一
二

月
一
日
に
終
了
し
た
。）。

３　

免
責
事
由
該
当
説
の
再
検
討

　

こ
こ
で
話
を
転
じ
て
、
前
述
の
観
点
か
ら
「
免
責
事
由
該
当
説
」
を
み
て
み
る
。
す
る
と
同
説
の
意
図
が
原
子
力
事
業
者
（
東
京
電
力
）

を
免
責
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
と
い
う
制
度
の
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、
国
家
に
よ
る
直
接
的
な
（
東
京
電
力
を

介
し
な
い
）
補
償
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
⒇

。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
と
い
う
制
度
は
、
本
来
加
害
者
対
被
害
者
と
い
う

二
当
事
者
間
（
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
少
数
者
間
）
の
公
平
を
金
銭
に
よ
る
解
決
す
る
制
度
で
あ
り
、
本
件
原
発
事
故
の
よ
う
な

大
規
模
で
、
必
然
的
に
多
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
に
は
、
む
し

ろ
国
家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
よ
う
な
国
家
政
策
に
よ
る
事
業
で
事
故
が
発

生
し
た
場
合
、
多
数
の
被
害
者
救
済
の
た
め
に
は
、
国
家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、
最
終
的
に
は
、
税
と
い
う
形
に
よ
り
国
民
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全
体
で
支
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
前
提
２
：
賠
償
主
体
に
関
す
る
破
綻
処
理
の
回
避

１　

は
じ
め
に

　

現
行
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
も
う
一
つ
前
提
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賠
償
主
体
に
つ
き
民
事
再
生
・
会
社
更
生
な
ど
の
破
綻

処
理
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
（
賠
償
主
体
に
関
す
る
破
綻
処
理
の
回
避
）。
前
述
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
原
子
力
事
業
者

に
責
任
を
集
中
さ
せ
、
か
つ
必
要
な
援
助
を
し
て
、
原
子
力
事
業
者
を
い
わ
ば
テ
コ
に
し
て
、
被
害
者
救
済
を
行
う
と
い
う
の
が
今
回
の
ス

キ
ー
ム
の
ミ
ソ
で
あ
る
。
し
か
る
に
会
社
更
生
、
民
事
再
生
と
い
っ
た
倒
産
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
被
災
者
は
債
権
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
一

律
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
。
今
回
の
ス
キ
ー
ム
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
原
子
力
事
業
者
を
経
営
破
綻
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

２　

破
綻
処
理
を
避
け
る
根
拠

　

⑴　

電
気
事
業
法
三
七
条

　

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
し
、
東
京
電
力
を
破
綻
処
理
さ
せ
な
い
た
め
の
「
理
由
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
電
気
事
業
法
三
七
条

の
規
定
で
あ
る
�

。
同
条
は
、
電
気
事
業
社
債
を
発
行
し
た
電
気
事
業
者
（
原
子
力
事
業
者
で
あ
る
東
京
電
力
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。）
が

倒
産
し
た
場
合
に
、
当
該
社
債
権
者
に
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
旨
の
規
定
で
あ
り
、
同
条
一
項
は
、「
一
般
電
気
事
業
者
た

る
会
社
の
社
債
権
者
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
一
三
年
法
律
第
七
五
号
）
第
六
六
条
第
一
号 

に
規
定
す
る
短
期
社

債
の
社
債
権
者
を
除
く
。）
は
、そ
の
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
だ
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
、

二
項
は
「
前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法 

（
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。」

と
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
先
取
特
権
は
、
倒
産
法
上
は
優
先
債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
破
産
法
九
八
条
、
民
事
再
生
法

一
二
二
条
、
会
社
更
生
法
一
六
八
条
一
項
二
号
）。
つ
ま
り
、「
電
気
事
業
法
三
七
条
の
存
在
に
よ
り
、
仮
に
電
気
事
業
者
た
る
東
京
電
力
が
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倒
産
し
て
し
ま
う
と
、
東
京
電
力
の
資
産
が
優
先
的
に
電
気
事
業
社
債
権
者
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
い
、
被
害
者
（
被
災
者
）
に
回
る
お
金
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
倒
産
で
き
な
い
。」
と
い
う
帰
結
と
な
る
。
倒
産
と
い
う
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
の
用
意
を
し
た
規
定
が
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肝
心
の
倒
産
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
は
、
何
と
皮
肉
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
本
稿
校
正
段
階
に
お
い
て
、
政
府

が
電
気
事
業
法
三
七
条
を
廃
止
す
る
方
針
で
あ
る
旨
の
新
聞
報
道
に
接
し
た
。『
日
本
経
済
新
聞
』
平
成
二
四
年
八
月
一
九
日
第
一
面
）。

　

⑵　

破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
可
能
性

　

も
ち
ろ
ん
電
気
事
業
者
の
資
金
繰
り
の
安
定
を
考
え
る
上
で
、
電
気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
無
視
で
き
な
い
程
の
重
要
性
を
有
す
る
。

た
だ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
条
を
「
錦
の
御
旗
」
に
し
て
倒
産
を
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
責
任
逃
れ
で
は
な
か
ろ

う
か
。
清
算
型
で
あ
る
破
産
は
別
と
し
て
、
経
営
を
続
け
な
が
ら
企
業
体
質
の
改
善
を
し
て
い
く
会
社
更
生
、
民
事
再
生
の
場
合
に
は
、
電

気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
、
要
は
長
い
目
で
見
て
返
済
が
保
障
さ
れ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
仮
に
電
気
事
業
法
三
七
条
の
存
在
を
捨
象

す
れ
ば
、
例
え
ば
、
当
該
社
債
権
を
株
式
に
振
り
替
え
（
デ
ッ
ト･

エ
ク
イ
テ
ィ･

ス
ワ
ッ
プ
�

）、
ま
ず
被
害
者
の
弁
済
を
優
先
さ
せ
る

と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
柔
軟
な
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
救
済
は
、
個
別
の
賠
償
ス
キ
ー
ム
よ
り
も
、
む
し
ろ
集
団

的
取
扱
い
に
馴
染
ん
だ
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
方
が
望
ま
し
く
、
か
か
る
処
理
を
実
現
す
る
た
め
、
同
条
の
改
正
論
議
は
不
可
避
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
条
を
所
与
の
定
数
で
な
く
変
数
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
、
シ
ス
テ
ム
設
計
上
は
必
要
で
あ
る
。
日

本
航
空
が
破
綻
処
理
に
よ
り
再
生
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
同
航
空
に
つ
き
破
綻
処
理
が
可
能
で
、
東
京
電
力
に
つ
い
て
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
の
は
合
理
的
で
は
な
く
、
両
者
の
違
い
を
電
気
事
業
法
三
七
条
に
の
み
求
め
る
の
は
説
得
力
に
欠
け
よ
う
。

３　
「
国
有
化
」
へ
の
懸
念

　

そ
し
て
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
東
京
電
力
の
破
綻
処
理
を
回
避
す
る
た
め
、
同
電
力
に
資
本
注
入
し
「
実
質
」
国
有
化
し
て
ま
で
、
同
電

力
の
存
続
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
資
本
注
入
に
よ
り
破
綻
回
避
や
被
害
者
救
済
を
超
え
た
「
何
か
」
へ
の
懸
念
を
想
起
さ
せ
る
。

す
な
わ
ち
「
国
有
化
」
へ
の
懸
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
東
京
電
力
を
国
有
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
に
よ
り
原
子
力
政
策
を
遂
行
し

て
き
た
国
の
責
任
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
国
家
の
影
」
が
ち
ら
つ
く
の
で
あ
る
�

。
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五
、
結
び
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
、
現
行
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
「
国
家
の
存
在
」
を
指
摘
し
、
本
件
の
よ
う
な
国
家
的
災
害
に
対
し
果
た
す

べ
き
賠
償
法
的
救
済
、
組
織
法
的
救
済
、
国
家
的
救
済
の
意
義
と
限
界
に
つ
き
若
干
の
指
摘
を
行
っ
た
。
企
業
法
を
専
攻
し
、
企
業
の
リ
ス

ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
の
一
手
法
で
あ
る
デ
ッ
ト･

エ
ク
イ
テ
ィ･

ス
ワ
ッ
プ
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
本
稿
は
前
記
テ
ー

マ
の
一
応
用
で
あ
る
。
た
だ
、
組
織
法
か
ら
も
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
新
聞
報
道
に
み
ら
れ
る
東
京
電
力
の
「
実
質
」
国
有
化
の
「
実
質
」

の
意
義
を
解
明
し
、
理
論
的
認
識
と
し
て
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
検
討
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
引

き
続
き
精
進
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

　

⑴　

同
報
告
は
、
日
本
法
政
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
統
一
テ
ー
マ　

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
─
日
本
法
政
学
会
か
ら
の
検
証
と
提
言
」

の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑵　

報
告
「
原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
〜
東
電
の
再
生
に
向
け
て
〜
」
平
成
二
三
年
度
日
本
大
学
学
部
連
携
研
究
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
国
内
）「
二
一

世
紀
に
お
け
る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
総
合
的
研
究
」（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
主
催
、
新
エ

ネ
ル
ギ
ー
財
団
・
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
後
援
、
平
成
二
四
年
二
月
二
四
日
）

⑶　

松
嶋
隆
弘
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
〜
私
法
学
の
観
点
か
ら
〜
」
日
本
法
学
七
八
巻
一
号
（
平

成
二
四
年
）
一
四
五
頁

⑷　

小
島
延
夫
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
と
そ
の
法
律
問
題
」
法
律
時
報
八
三
巻
九
・
一
〇
号
（
平
成
二
三
年
）
五
五
頁
、
山
崎
栄

一
「
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
被
災
者
救
済
の
課
題
」
法
律
時
報
八
三
巻
一
二
号
（
平
成
二
三
年
）
五
六
頁
、
松
井
勝
＝
岡
将
人
「
福
島
原
子
力
発

電
所
事
故
損
害
賠
償
金
仮
払
仮
処
分
と
営
業
損
害
額
の
算
定
‐
被
災
者
救
済
の
観
点
か
ら
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
六
七
号
（
平
成
二
三
年
）
二
二
頁
、
日
本
弁
護
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士
連
合
会
編
『
原
発
事
故
・
損
害
賠
償
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
平
成
二
三
年
）

⑸　

原
子
力
損
害
賠
償
法
の
グ
ラ
ン
ド･

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、野
村
豊
弘
「
原
子
力
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
仕
組
み
と
福
島
第
一
原
発
事
故
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
四
二
七
号
（
平
成
二
三
年
）
一
一
八
頁
、
星
野
英
一
「
原
子
力
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
案
─
日
本
法
と
関
連
さ
せ
つ
つ
─
⑴
⑵
」

法
学
協
会
雑
誌
七
九
巻
一
号
（
昭
和
三
七
年
）
三
八
頁
、
同
三
号
（
昭
和
三
七
年
）
五
一
頁

⑹　

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済
─
損
害
賠
償
と
補
償
⑴
」
時
の
法
令
一
八
八
二
号
（
平
成
二
三
年
）
四
五
頁

⑺　

大
塚
友
美
子
「
平
成
二
三
年
原
発
事
故
被
害
者
へ
の
国
に
よ
る
仮
払
金
の
支
払
等
に
つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
七
号
（
平
成
二
四
年
）
三
〇
頁

⑻　

法
令
デ
ー
タ
提
供
シ
ス
テ
ム
（http://law

.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

）
で
「
東
日
本
大
震
災
」
を
検
索
す
る
と
（
平
成
二
四
年
三
月
八

日
現
在
）、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
法
律
第
四
〇
号
）、
東
日
本
大

震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
六
号
）
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
二
三
九
本
の
法
令
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
飯
島

淳
子
「
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
（
平
成
二
三
年
）
一
〇
頁
、
有
林
浩
二
「
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
制
定
と

概
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
三
号
（
平
成
二
三
年
）
三
二
頁
、
長
瀬
洋
裕
「
東
日
本
大
震
災
財
特
法
に
つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
六
号
（
平
成
二
三

号
）
二
二
頁
等
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

⑼　

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
賠
償
支
援
機
構
法
─
不
法
行
為
法
学
の
観
点
か
ら
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
三
号
（
平
成
二
三
年
）

四
〇
頁
、
人
見
剛
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
損
害
賠
償
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
（
平
成
二
三
年
）
二
三
頁

⑽　

東
京
電
力
の
安
全
体
制
整
備
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
山
口
利
昭
「
原
発
事
故
に
み
る
東
電
の
安
全
体
制
整
備
義
務
─
有
事
の
情
報

開
示
か
ら
考
え
る
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
（
平
成
二
三
年
）
二
八
頁

⑾　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
も
考
え
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

⑿　

た
だ
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
よ
う
な
責
任
集
中
の
規
定
は
な
い
。

⒀　

森
嶌
・
前
掲
注
⑹
三
九
頁

⒁　

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
」
法
律
時
報
八
三
巻
一
一
号
（
平
成
二
三
年
）
四
九
頁
、
大
塚
直
「
原
発
の
損
害
賠
償
」
法
学
教

室
三
七
二
号
（
平
成
二
三
年
）
二
七
頁
、
人
見
・
前
掲
注
⑼
二
一
頁
。
な
お
、
免
責
の
要
件
に
つ
き
、
升
田
純
『
原
発
事
故
の
訴
訟
実
務
─
風
評
損
害

訴
訟
の
法
理
─
』（
平
成
二
三
年
）
三
〇
頁
を
参
照
。

⒂　

藤
田
勝
利
編
『
新
航
空
法
講
義
』（
平
成
一
九
年
）
二
五
九
頁
（
松
嶋
隆
弘
）

⒃　

戦
争
保
険
は
、
通
常
の
航
空
保
険
で
あ
る
オ
ー
ル
リ
ス
ク
ス
保
険
と
は
別
に
付
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⒄　

核
兵
器
の
使
用
、
五
大
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
）
間
に
お
け
る
戦
争
勃
発
の
場
合
に
は
、
通
告
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
保
険
契
約
は
自
動
的
に
終
了
す
る
旨
の
条
項
で
あ
る
。

⒅　

湾
岸
戦
争
の
際
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ア
ラ
ブ
間
で
核
兵
器
の
使
用
が
予
測
さ
れ
た
た
め
、
日
本
航
空
は
、
七
日
間
に
限
り
、
機
体
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
リ
ス
ク
を
担
保
す
る
保
険
を
作
出
し
た
。
た
だ
、
担
保
リ
ス
ク
が
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
賠
償
保
険
に
つ
い
て
は
実
現
で
き
な
か
っ

た
。

⒆　

Raym
ond L. M

arian, The Septem
ber 11th Victim

 Com
pensation Fund of 2001 and The Protection of The Airline Industry : A 

Bill for The Am
erican People, Journal of Air Law

 and Com
m

erce ,Vol.67, N
um

ber 1, p.141(2002).

⒇　

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済—

損
害
賠
償
と
補
償
（
３
）」
時
の
法
令
一
八
八
八
号
（
平
成
二
三
年
）
四
三
頁

�　

森
田
章
「
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
無
限
責
任
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
（
平
成
二
三
年
）
二
五
頁
。
な
お
森
田
「
政
府
の
援
助
の
義
務
と
電
力
会
社
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
三
号
（
平
成
二
三
年
）
四
五
頁
を
も
参
照
。

�　

松
嶋
隆
弘
「
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
浜
田
道
代
＝
岩
原
伸
作
編
『
会
社
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
一
年
）
九
二
頁
、
同
「
会

社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
平
成
二
二
年
）
一
七
七
頁
、
同
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る

デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
私
法
七
四
号
（
平
成
二
四
年
）
二
七
四
頁
（
日
本
私
法
学
会
第
七
五
回
大
会
の
個
別
報
告
）

�　

東
京
電
力
に
資
本
注
入
し
「
実
質
」
国
有
化
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
東
京
電
力
は
株
式
会
社
で
、
国
は
そ
の
株
主
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
正
式
に
「
国

有
化
」
し
て
し
ま
う
と
、
国
家
賠
償
等
国
家
の
責
任
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。

＊
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
二
二
五
三
〇
〇
九
〇
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

中　

尾　

治　

子

─
災
害
救
助
法
とD

M
AT

の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
─

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
医
療
・
福
祉
的
側
面
の
諸
問
題
に
対
応
し
た
防
災
・
減
災
と
復
興
へ
の
提
言

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
三
月
の
「
東
日
本
大
震
災
」
発
生
時
に
、
医
師
や
看
護
師
な
ど
の
医
療
従
事
者
は
、
直
ち
に
被
災
地
へ
出
動
し
た
。
東
日
本

大
震
災
よ
り
以
前
の
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」、「
新
潟
中
越
地
震
県
中
越
地
震
」、
ま
た
「
能
登
半
島
地
震
」
の
と
き
も
医
療
従
事
者
た
ち

は
活
躍
し
て
い
る
。
医
療
従
事
者
の
日
常
業
務
と
し
て
の
医
療
行
為
は
、
医
療
法
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
が
、
災
害
時
に
お
け
る
災
害

医
療
に
関
し
て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
と
災
害
救
助
法
に
基
づ
い
て
医
療
業
務
を
実
施
す
る
。

　

災
害
対
策
基
本
法
は
、
一
九
五
九
年
の
伊
勢
湾
台
風
を
契
機
に
制
定
さ
れ
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
発
生
後
に
大
幅
改
正

さ
れ
、
災
害
対
策
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
医
療
従
事
者
は
、「
国
民
の
生
命
、
身
体
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
災
害
対

策
基
本
法
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
よ
っ
て
災
害
救
助
法
に
よ
る
医
療
行
為
を
実
施
す
る
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
、
災
害
医
療

が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
医
療
従
事
者
が
災
害
時
に
救
助
で
き
る
種
類
は
、
一
〇
項
目
あ
る
中
の
「
医
療
及
び
助
産
」
行
為
で
あ

る
。
そ
の
対
象
者
は
、「
災
害
で
医
療
を
受
け
ら
れ
な
い
人
」
で
、そ
の
医
療
行
為
は
「
応
急
的
に
処
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
救

護
班
に
お
い
て
行
う
こ
と
」
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
を
実
施
で
き
る
期
間
は
、
災
害
発
生
か
ら
一
四
日
以
内
と
す
る
こ
と
が

原
則
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
経
験
か
ら
、
災
害
救
助
法
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
つ
に
は
、
災
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害
救
助
法
の
第
二
三
条
に
救
助
の
種
類
が
一
〇
項
目
規
定
さ
れ
て
い
る
中
に
、
認
知
症
高
齢
者
や
障
害
者
を
意
識
し
た
項
目
が
な
い
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
災
害
時
に
、
い
ち
早
く
救
助
す
べ
き
対
象
と
し
て
、「
医
療
及
び
助
産
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
災
害

弱
者
と
い
わ
れ
る
人
が
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
介
護
福
祉
士
や
介
護
支
援
専
門
員
（
通
称
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）

な
ど
と
い
っ
た
福
祉
分
野
の
専
門
職
が
、
医
師
や
看
護
師
な
ど
と
同
様
に
、
救
助
法
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
加
え

て
、
三
つ
に
は
、
医
師
・
看
護
師
等
の
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（D

isaster M
edical Assistance Team

、
略
称D

M
AT

）
に
、
介
護
の
専

門
職
者
も
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
も
、
高
齢
者
や
身
体
・
知
的
・
精
神
の
障
害
者
の
犠
牲
者
は
多
く
、
在
宅
や
避
難
所
に
お
け
る
処
遇
も

過
酷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
医
師
、
看
護
師
、
理
学
療
法
師
、
薬
剤
師
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
医
療
職
種
に
限
定
す
る
の
で
は
な

く
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
身
体
的
サ
ポ
ー
ト
に
た
け
て
い
る
介
護
福
祉
士
や
介
護
支
援
専
門
員
と
の
連
携
と
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
チ
ー
ム
の

一
員
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
介
護
業
務
の
専
門
職
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
在
宅
や
避
難

所
に
取
り
残
さ
れ
た
高
齢
者
や
障
害
者
の
生
命
が
救
わ
れ
る
可
能
性
は
広
が
る
。
加
え
て
、
被
災
し
た
現
場
で
働
く
介
護
専
門
職
者
に
と
っ

て
、
他
府
県
か
ら
の
介
護
専
門
職
者
の
派
遣
、
は
加
重
業
務
に
よ
る
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
予
防
に
繋
が
っ
て
い
く
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
災
害
発
生
状
況
の
特
徴
、
災
害
時
の
精
神
症
状
、
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
死
亡
報
告
な
ど
を
概
観
し
な
が

ら
、
災
害
時
に
介
護
職
者
が
専
門
性
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
災
害
救
助
法
と
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
見
直
し
に
つ
い
て

の
検
討
を
試
み
た
い
。

二
、
災
害
発
生
状
況
の
特
徴

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
、
過
去
の
震
災
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
最
大
の
違
い
は
「
災
害
の
重
複
」
で
あ
る
。
地
震
と
津
波
、
そ
し
て

原
発
事
故
が
同
時
に
発
生
と
い
う
災
害
が
重
複
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
は
過
去
最
大
と
な
り
、
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
災
害
時
期
の
状
況
を
考
察
す
る
際
、
過
去
の
大
震
災
と
東
日
本
大
震
災
と
の
状
況
の
相
違
の
特
徴
を
述
べ
る
。
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ま
ず
、
災
害
発
生
時
の
状
況
に
関
し
て
分
類
す
る
と
、
発
生
当
初
か
ら
最
長
五
年
と
い
う
時
間
経
過
に
よ
る
三
期
の
分
類
が
一
般
的
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
地
震
発
生
か
ら
三
日
以
内
」
と
す
る
急
性
期
、「
地
震
発
生
後
四
日
か
ら
三
週
間
」
と
す
る
亜
急
性
期
、「
地
震
発
生
四
週

間
か
ら
五
年
」
と
い
う
慢
性
期
の
三
期
で
あ
る
。

　

１　

災
害
時
期

（
１
）
急
性
期
（
地
震
発
生
〜
三
日
以
内
）

　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
は
、
地
震
発
生
か
ら
三
日
以
内
の
急
性
期
の
犠
牲
者
の
ほ
と
ん
ど
が
自
宅
に
お
け
る
死
亡
で
あ
っ
た
。
そ
の
特

徴
は
、
戦
前
の
木
造
住
宅
が
比
較
的
多
く
存
在
し
て
い
た
地
域
で
の
死
亡
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
地
震
に
よ
る

死
亡
よ
り
も
津
波
を
原
因
と
す
る
溺
死
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
⑴

。

　

一
般
的
に
犠
牲
者
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
低
所
得
者
、
外
国
人
な
ど
の
震
災
弱
者
⑵

で
あ
り
、
年
齢
で
は
、
高
齢
者
の
死
亡
数
が
多
く
、

な
か
で
も
八
〇
歳
以
上
の
死
亡
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の
場
合
も
、
圧
倒
的
に
高
齢
者
と
障
害
者
の
死
亡
数
が
高
く
、
発

災
間
も
な
く
確
認
さ
れ
た
死
亡
者
は
、
女
性
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
⑶

。

（
２
）
亜
急
性
期
（
地
震
発
生
後
四
日
〜
三
週
間
）

　

亜
急
性
期
に
お
け
る
避
難
所
生
活
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
と
っ
て
困
難
が
多
く
、
健
康
上
の
問
題
も
多
く
発
生
し
た
。
た
と
え
ば
、
避

難
所
肺
炎
、
衰
弱
、
脱
水
症
状
の
多
発
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
蔓
延
、
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
な
ど
慢
性
疾
患
の
悪
化
、
栄
養
管
理
の
必
要
性

な
ど
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、「
震
災
後
関
連
疾
患
」⑷

と
よ
ば
れ
た
疾
患
集
団
が
あ
っ
た
。
と
く
に
、
高
齢
者
で
は
持
病
と
し
て
い
た
心
血
管
系
疾
患
、

高
血
圧
な
ど
の
慢
性
疾
患
の
悪
化
、
胃
潰
瘍
、
肺
炎
な
ど
の
呼
吸
器
感
染
症
な
ど
、
ス
ト
レ
ス
や
生
活
環
境
の
悪
化
に
よ
る
疾
患
の
増
加
が

起
こ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
疾
患
に
お
け
る
死
亡
等
は
「
震
災
関
連
死
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
震
災
に
よ
る
死
亡
者
の
一
〜
二
割
は
、
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亜
急
性
期
以
降
に
発
生
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
⑸

。

（
３
）
慢
性
期
（
地
震
発
生
後
四
週
間
〜
五
年
）

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
情
報
資
料
集
に
よ
れ
ば
、
慢
性
期
に
若
い
人
た
ち
は
避
難
所
を
離
れ
、
高
齢
者
ば
か
り
が
残
っ
て
い
く
た
め
、

避
難
所
は
た
ち
ま
ち
「
超
高
齢
社
会
」
と
な
る
。
震
災
弱
者
の
た
め
に
「
福
祉
避
難
所
」
の
設
置
が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
東
日
本
大
震
災
で

は
、
福
祉
避
難
所
を
市
町
村
で
開
設
で
き
た
の
は
、
一
か
所
、
五
か
所
、
一
〇
か
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
二
％
で
あ
っ
た
⑹

。
し
た
が
っ
て
、

福
祉
避
難
場
所
の
確
保
が
困
難
で
あ
り
、
福
祉
施
設
の
活
用
も
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
活
用
し
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
震
災
弱
者
が
あ

ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

高
齢
者
の
仮
設
住
宅
に
お
け
る
孤
立
死
、
閉
じ
こ
も
り
な
ど
の
問
題
も
起
こ
り
、
高
齢
者
が
被
災
し
た
場
合
の
復
興
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
を
伴
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
自
殺
者
も
多
く
い
る
こ
と
か
ら
、
被
災
者
に
と
っ
て
の
立
ち
直
り
、
復
興
、
自
立
に
向
か
う
意

思
の
継
続
性
な
ど
に
対
す
る
困
難
さ
も
十
分
に
予
測
で
き
る
。

　

ス
ト
レ
ス
反
応
に
関
し
て
は
、
女
性
や
高
齢
者
が
強
い
ス
ト
レ
ス
反
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
東
日
本
大
震
災

と
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
急
性
期
か
ら
慢
性
期
に
至
る
経
過
の
中
で
の
特
徴
は
、
被
害
の
対
象
者
が
圧
倒
的
に
高
齢
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
障
害
者
も
高
齢
者
と
同
様
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
は
予
測
で
き
る
。
急
性
期
で
は
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
死
亡
、
あ
る
い
は
逃
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
の
死
亡
が
あ
り
、
亜
急
性
期
の
震
災
関
連
死
に
よ
る
死
亡
、
そ
し
て
、
慢
性
期
に
お
け
る
孤
立
死
や
自
殺
、
そ
し
て
Ｐ

Ｔ
Ｓ
Ｄ
障
害
な
ど
、
各
期
に
お
い
て
抱
え
る
健
康
問
題
は
様
々
に
変
化
し
長
期
化
を
た
ど
る
こ
と
は
、
過
去
の
震
災
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
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２　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
東
日
本
大
震
災
に
み
る
特
徴

（
１
）
阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
発
生
）

　

兵
庫
県
が
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
死
者
に
関
す
る
調
査
結
果
を
発
表
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
死
亡
者
数
は
六
、四
〇
二
人
、
そ
の
内
、

男
性
二
、七
一
三
人
、
女
性
三
、六
八
〇
人
、
平
均
死
亡
時
年
齢
は
五
八
・
六
歳
、
六
五
歳
以
上
の
割
合
は
四
九
・
六
％
で
あ
っ
た
。
死
因
は
、

窒
息
・
圧
死
が
三
、九
七
九
人
（
七
二
・
五
七
％
）、
外
傷
性
シ
ョ
ッ
ク
七
・
七
五
％
、
焼
死
七
・
三
五
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
震
災
に
よ
る
直

接
死
は
五
、四
八
三
人
で
、
震
災
関
連
死
は
九
一
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
震
災
関
連
死
の
中
に
自
殺
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
⑺

。

　

死
亡
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
、
地
震
に
よ
り
家
屋
の
倒
壊
で
家
屋
や
家
具
の
下
敷
き
に
な
っ
た
圧
死
が
占
め
て
い
る
。
家
の
下
敷
き
に
な
り

助
け
を
求
め
て
も
、
が
れ
き
の
下
か
ら
助
け
る
に
は
、
多
く
の
手
が
必
要
で
、
仲
間
を
集
め
て
戻
っ
た
と
き
に
は
既
に
死
亡
し
て
い
た
り
、

火
の
手
が
回
っ
て
い
た
り
、
す
ぐ
目
の
前
ま
で
火
の
手
が
回
っ
て
い
た
た
め
、
救
助
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
。

　

災
害
発
生
直
後
で
は
、
障
害
の
た
め
に
自
力
で
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
高
齢
者
や
障
害
者
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
、
高

齢
者
や
障
害
者
に
と
っ
て
は
避
難
所
ま
で
の
距
離
の
移
動
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
避
難
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
食
料
や
飲
料
水
、
オ

ム
ツ
、
衣
料
品
な
ど
の
確
保
が
で
き
な
か
っ
た
。
避
難
所
に
た
ど
り
着
い
て
も
、
車
い
す
や
寝
た
き
り
の
人
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
は
皆
無
と

い
え
た
。
一
人
ひ
と
り
が
狭
い
ス
ペ
ー
ス
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
迷
惑
を
か
け
な
く
て
済
む
よ
う

に
と
部
屋
の
隅
に
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
た
り
、
ト
イ
レ
を
考
え
て
出
入
り
口
に
近
い
場
所
に
い
た
り
、
水
分
を
控
え
た
り
な
ど
、
高
齢
者
や

障
害
者
に
と
っ
て
は
過
酷
と
も
い
え
る
生
活
環
境
で
あ
っ
た
。
同
時
に
避
難
所
の
食
事
は
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
た
め
、
自
力
で
行
動

し
に
く
い
高
齢
者
や
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
過
酷
な
生
命
力
の
消
耗
を
日
々
繰
り
返
し
て
い
た
⑻

。

　（
２
）
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
発
生
）

　

警
察
庁
が
発
表
し
た
二
〇
一
二
年
三
月
六
日
現
在
の
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
遺
体
発
見
状
況
な
ど
に
よ
る
と
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
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被
災
三
県
で
、
収
容
さ
れ
た
遺
体
は
一
万
五
、七
八
六
体
、
津
波
に
よ
る
溺
死
が
一
万
四
三
八
体
で
、
全
体
の
九
〇
・
六
％
を
占
め
た
。
焼
死

一
四
五
体
（
〇
・
九
二
％
）、
圧
死
・
損
傷
死
・
そ
の
他
が
六
六
七
体
（
四
・
二
三
％
）
な
ど
で
あ
る
。
男
女
別
で
は
、
男
性
が
七
、三
六
〇
体

（
四
六
・
六
二
％
）、
女
性
八
、三
六
二
体
（
五
二
・
九
七
％
）、
性
別
不
詳
は
六
四
体
（
〇
・
四
一
％
）
で
あ
る
。
身
元
が
確
認
さ
れ
た
の
は 

一
万
五
、三
〇
八
体
（
九
七
％
）
で
あ
り
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
五
六
・
〇
九
％
と
半
数
以
上
を
占
め
る
割
合
で
あ
っ
た
。
未
だ
に

四
七
八
人
の
身
元
が
判
明
し
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
津
波
で
溺
れ
た
た
め
に
死
亡
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
犠
牲
者
の
検
視
に
当
た
っ
た
医
師
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
警
察
庁
発
表
の
九
割
以
上
が
「
溺

死
」
と
し
た
死
因
に
対
し
て
、
医
師
の
三
割
が
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
日
本
法
医
学
会
が
発
表
し
た
。
厚
生
労
働
省
は
、

こ
の
日
本
法
医
学
会
の
発
表
を
受
け
た
か
た
ち
で
、
検
死
結
果
に
つ
い
て
、
津
波
の
圧
力
に
よ
る
窒
息
や
低
体
温
も
あ
り
、
火
災
な
ど
の
影

響
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
く
あ
っ
た
と
公
表
し
て
い
る
⑼

。

　

そ
し
て
、
国
連
国
際
防
災
戦
略
（U

N
ISD

R
、
本
部
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
が
二
〇
一
二
年
一
月
一
八
日
に
発
表
し
た
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、

昨
年
一
年
間
に
世
界
各
地
で
発
生
し
た
自
然
災
害
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
数
の
内
、
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
が
六
割
以
上
に
上
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
東
日
本
大
震
災
は
世
界
の
被
害
総
額
全
体
の
六
割
近
く
を
占
め
、
未
曾
有
の
大
災
害
で
あ
る
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
た
と
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
あ
っ
た
。

　

避
難
所
で
高
齢
者
や
障
害
者
は
、
暖
房
器
具
か
ら
離
れ
た
場
所
で
、
冷
た
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
固
い
床
の
上
で
、
寒
さ
を
し
の
ぎ
、
で
き

る
だ
け
ト
イ
レ
に
行
く
回
数
を
減
ら
し
、
歩
行
の
機
会
も
減
ら
す
事
に
よ
っ
て
、
寝
た
き
り
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
高
齢
者
が
多
か
っ
た
。

ま
た
、
障
害
者
用
ト
イ
レ
が
あ
る
避
難
所
は
数
少
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
障
害
者
は
並
ん
で
も
、
和
式
ト
イ
レ
で
の
排
泄
は
困
難
で
あ

り
、
オ
ム
ツ
を
替
え
る
た
め
に
二
名
が
ト
イ
レ
に
入
れ
る
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
を
有
す
る
ト
イ
レ
は
無
い
。
オ
ム
ツ
使
用
に
つ
い
て
は
、
排
泄

臭
に
対
す
る
非
難
の
声
が
あ
っ
た
。　

  　

　

数
々
の
大
震
災
に
限
ら
ず
、
避
難
所
生
活
は
、
基
本
的
に
は
自
立
し
た
人
を
対
象
に
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
者

と
障
害
者
に
と
っ
て
は
生
活
困
難
な
環
境
で
あ
る
こ
と
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
所
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生
活
を
し
い
ら
れ
た
高
齢
者
と
障
害
者
は
、
生
命
力
の
消
耗
を
日
々
繰
り
返
し
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
福
祉
避
難
所
は
あ
る
が
、
災

害
以
前
か
ら
福
祉
避
難
所
の
設
置
を
考
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
災
害
時
に
は
数
が
全
く
不
足
し
、
対
象
者
が
利
用
で
き
な
か
っ
た

現
実
が
あ
っ
た
⑽

。　

　

ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
場
合
は
、
地
震
に
よ
る
圧
死
や
焼
死
が
死
亡
原
因
と
な
っ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
地
震
に
よ
る
直

接
の
死
亡
原
因
と
い
う
よ
り
も
、
津
波
と
い
う
二
次
被
害
で
の
死
亡
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
福
島
原
発
の
被
害

も
重
な
る
と
い
う
重
複
し
た
原
因
に
よ
る
被
害
が
大
き
く
、
こ
れ
ま
で
の
大
震
災
と
は
異
な
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
複
し
た

原
因
に
よ
り
、
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害(Acute Stress D

isorder

、
略
称ASD

)

、
慢
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害(Post Traum

atic 

Stress D
isorder

、
略
称PTSD

)
を
発
病
す
る
人
た
ち
が
多
く
、
長
期
に
継
続
的
な
治
療
と
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
組
織
化
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。

三
、
災
害
時
の
精
神
症
状

　

災
害
発
生
時
に
被
災
者
は
、
身
体
的
ダ
メ
ー
ジ
の
み
な
ら
ず
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
そ
の
影
響
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
過
去
の
災

害
後
の
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
高
齢
者
で
は
環
境
の
激
変
、
身
体
合
併
症
の
発
生
、
認
知
症
合
併
症
な
ど
の
影

響
で
他
の
年
齢
層
と
は
異
な
っ
た
反
応
が
出
現
し
て
い
る
。

　

１　

災
害
時
の
精
神
状
態

　

二
〇
〇
五
年
八
月
末
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
南
東
部
を
襲
っ
た
大
型
ハ
リ
ケ
ー
ン
で
あ
る
カ
ト
リ
ー
ナ
災
害
後
に
は
、
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害

(Acute Stress D
isorder

、
略
称ASD

)

の
発
生
率
は
六
二%

で
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
三
八
％
か
ら
四
九
％
が
慢
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害(Post Traum

atic - Stress D
isorder

、
略
称PTSD

)

に
移
行
し
た
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。ASD

発
症
の
危
険
因
子
と
し
て
、
女
性
、

精
神
疾
患
の
既
往
、
災
害
に
よ
る
致
傷
、
生
命
の
危
険
を
感
じ
た
体
験
、
自
分
自
身
が
現
状
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
感
覚
が
有
意
で
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あ
っ
た
⑾

。

　

新
潟
中
越
地
震
発
生
の
直
後
に
は
、
五
九
・
三
％
に
心
理
的
困
難
を
感
じ
た
と
い
う
。
そ
の
関
連
因
子
と
し
て
は
、
女
性
、
震
災
時
の
強

い
恐
怖
感
、
震
災
後
も
自
宅
に
居
た
こ
と
、
外
傷
受
傷
な
ど
が
有
意
で
あ
っ
た
と
い
う
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
⑿

。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
、
震
災
後
六
か
月
間
に
大
学
病
院
、
医
療
セ
ン
タ
ー
レ
ベ
ル
の
病
院
に
受
診
し
た
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

の
精
神
疾
患
を
調
査
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
認
知
症
、
せ
ん
妄
、
う
つ
病
な
ど
の
気
分
障
害
、
不
安
障
害
（ASD

、PTSD

を
含
む
）、
身
体

表
現
性
障
害
、
睡
眠
障
害
が
多
か
っ
た
。
地
震
発
生
後
の
一
週
間
以
内
に
認
知
症
患
者
の
四
三
％
に
症
状
の
変
化
が
あ
り
、
災
害
前
に
は
軽

度
の
認
知
症
で
あ
っ
た
ケ
ー
ス
に
症
状
悪
化
例
が
増
大
し
て
い
た
⒀

。

　

ASD

やPTSD

を
発
症
す
る
認
知
症
患
者
は
多
い
と
は
い
え
ず
、
せ
ん
妄
状
態
と
な
る
例
が
多
か
っ
た
。
被
災
者
に
み
ら
れ
る
精
神
疾
患

は
、
環
境
の
変
化
、
近
親
者
の
死
、
財
産
の
消
失
な
ど
へ
の
心
理
的
反
応
と
し
て
のPTSD

、
う
つ
病
な
ど
の
気
分
障
害
が
高
頻
度
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
高
齢
者
に
お
い
て
は
、
新
た
に
発
生
す
る
不
安
障
害
な
ど
の
他
に
、
も
と
も
と
罹
患
し
て
い
た
認
知
症
の
悪
化
（
症
状
変
化
）

が
高
頻
度
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
⒁

。

　　

２　

精
神
疾
患
発
生
に
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
因
子
と
高
齢
者
ス
ト
レ
ス
障
害
の
特
徴

　

被
災
後
、
一
般
的
に
精
神
疾
患
発
生
に
関
与
す
る
要
因
お
よ
び
医
療
的
介
入
の
必
要
性
が
高
い
集
団
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
①
在
宅
の

精
神
障
害
者
、
②
遺
族
、
③
負
傷
者
、
④
家
屋
の
損
壊
が
著
し
い
被
災
者
、
⑤
長
期
の
避
難
所
や
仮
設
住
宅
の
滞
在
者
、
⑥
孤
立
し
て
い
る

人
、
⑦
個
人
資
源
の
少
な
い
人
、
⑧
高
齢
者
、
乳
幼
児
を
も
つ
家
族
の
八
つ
で
あ
る
⒂

。

　

高
齢
者
の
ス
ト
レ
ス
障
害
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
要
因
な
ど
が
あ
る
⒃

。

（
１
）
心
的
ト
ラ
ウ
マ

　

①
災
害
に
よ
る
体
感
（
地
震
の
揺
れ
、
音
、
火
災
の
炎
や
熱
な
ど
）

　

②
災
害
に
よ
る
被
害
（
負
傷
、
近
親
者
の
死
傷
な
ど
）
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③
災
害
の
目
撃
（
遺
体
の
目
撃
、
損
壊
し
た
建
物
や
悲
惨
な
場
面
の
目
撃
）

　

そ
の
結
果
、
不
安
、
落
ち
着
き
の
な
さ
、
情
動
的
混
乱
、
不
眠
、PTSD

、ASD

な
ど
が
生
じ
や
す
い
。

（
２
）
喪
失
・
罪
悪
感
な
ど

　

そ
れ
ま
で
日
常
を
支
え
て
い
た
も
の
を
一
挙
に
失
わ
れ
る
事
態
に
遭
遇
す
る
。
喪
失
は
、
悲
嘆
と
と
も
に
、
近
親
者
を
助
け
ら
れ
な
か
っ

た
罪
責
感
も
強
く
感
じ
て
し
ま
う
。
高
齢
者
に
お
い
て
こ
の
傾
向
が
著
し
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
被
災
地
に
お
け
る
援
助

の
遅
れ
な
ど
に
対
す
る
怒
り
も
あ
り
、
気
分
が
不
安
定
に
な
り
や
す
く
な
る
た
め
、
う
つ
病
、
不
安
障
害
が
生
じ
や
す
く
な
る
。

（
３
）
被
災
に
よ
る
二
次
的
な
社
会
的
、
生
活
の
変
化

　

認
知
症
を
伴
っ
て
い
る
高
齢
者
は
、
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
り
症
状
悪
化
を
招
き
や
す
い
。
さ
ら
に
、
被
災
後
の
避
難
所
仮
設
住
宅
で
の

生
活
に
よ
り
、
せ
ん
妄
発
症
、
認
知
症
の
悪
化
、
う
つ
病
、
新
規
的
傾
向
な
ど
が
生
じ
や
す
く
な
る
。

　

３　

治
り
に
く
い
高
齢
者
の
心
の
傷

　

高
齢
者
で
は
、ASD

やPTSD

が
高
率
に
発
症
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
に
死
亡
者
六
万
九
、一
九
五
人
、
行
方
不
明
者

一
万
八
、三
九
八
人
の
被
害
を
出
し
た
「
四
川
大
地
震
」
の
後
、PTSD

は
若
年
層
に
比
べ
て
高
齢
者
に
多
く
発
症
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

発
症
リ
ス
ク
の
調
査
結
果
か
ら
、「
危
険
な
状
況
に
い
た
こ
と
」、「
家
族
の
な
か
に
死
者
が
で
た
こ
と
」、「
家
族
の
負
傷
や
死
亡
に
対
し
て

自
ら
の
罪
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
が
要
因
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
の
読
売
新
聞
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
四
年
の
「
新
潟
中
越
地
震
」
で
被
災
し
た
六
〇
歳
以
上
の
人
は
、
若
い
人
に

比
べ
抑
う
つ
感
な
ど
「
心
の
傷
」
が
今
も
治
り
づ
ら
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
あ
る
。
と
く
に
、「
物

事
に
無
関
心
」、「
抑
う
つ
感
が
あ
る
」
な
ど
、
無
力
感
や
無
気
力
に
関
す
る
四
項
目
に
つ
い
て
、
五
九
歳
以
下
で
は
減
少
し
た
の
に
、
六
〇

歳
以
上
で
は
逆
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
、
東
京
女
子
大
学
災
害
心
理
学
者
の
広
瀬
は
、「
災
害
後
に
家
に
片
付
け
や
仕
事

な
ど
で
活
動
で
き
る
若
い
人
に
比
べ
、
高
齢
者
は
避
難
所
で
の
生
活
が
長
く
な
り
が
ち
で
、
心
の
傷
が
治
り
に
く
い
」
と
述
べ
て
い
る
⒄

。
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こ
れ
ら
の
症
状
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
顔
見
知
り
の
地
域
の
人
が
話
を
聞
き
に
行
く
こ
と
で
、「
見
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
」、「
安
心
し

て
話
せ
る
」、「
災
害
を
受
け
た
か
ら
特
別
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
感
じ
が
持
て
て
話
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
体
験
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
体
験
を
し
た
地
域
の
人
と
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
時
間
を
共
有
し
た
体
験
者
同
士
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
見
捨
て
ら
れ
感
」
や
「
罪
悪
感
」
が
弱
ま
り
、
生
き
る
事
へ
の
意
欲
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
じ
体
験
を
し
た
人
だ
け
が
、
話
を
聞
け
る
人
で
は
な
く
、
体
験
し
た
こ
と
を
じ
っ
く
り
聴
く
こ
と
だ
け
で
も
、
大
切
な
心
の
ケ
ア
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
死
亡
報
告

　

１　

震
災
関
連
死

　

復
興
庁
に
お
け
る
二
〇
一
二
年
五
月
の
発
表
に
よ
る
と
、
震
災
後
の
影
響
で
体
調
を
崩
す
な
ど
で
死
亡
し
た
震
災
関
連
死
が
一
〇
都
県
で

一
、六
三
二
人
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
震
災
関
連
死
の
最
も
多
い
県
は
福
島
県
の
七
六
一
人
で
、
次
い
で
宮
城
県
六
三
六
人
、
岩
手
県

一
九
三
人
、
茨
城
県
三
二
人
、
千
葉
県
と
長
野
県
の
三
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

死
亡
の
時
期
別
に
見
る
と
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
震
災
か
ら
「
一
週
間
〜
一
か
月
以
内
」
に
死
亡
し
た
五
一
〇
人
、
次
い
で
「
一
か
月
超

〜
三
か
月
以
内
」
の
四
五
九
人
。「
一
週
間
以
内
」
の
三
五
五
人
、「
三
か
月
超
〜
六
か
月
以
内
」
の
二
三
五
人
と
続
き
、「
六
か
月
超
〜
一

年
以
内
」
は
七
三
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

原
発
周
辺
の
避
難
区
域
内
の
自
宅
や
そ
の
周
辺
で
、
自
力
で
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
食
事
を
摂
れ
な
い
ま
ま
餓
死
し
た
疑
い
の
強
い

人
が
、
少
な
く
と
も
五
人
い
る
と
新
聞
報
道
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
五
人
と
も
、
遺
体
は
い
ず
れ
も
や
せ
細
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

以
下
、
災
害
関
連
死
と
認
定
さ
れ
た
四
つ
の
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
た
い
。

（
１
）
二
〇
一
一
年
三
月
下
旬
、七
〇
歳
代
の
男
性
が
二
階
部
分
に
お
い
て
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
。
一
階
部
分
は
津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
た
。

（
２
）
二
〇
一
二
年
四
月
、
六
〇
歳
代
の
女
性
が
部
屋
の
炬
燵
に
入
っ
た
ま
ま
遺
体
で
見
つ
か
っ
た
。
一
人
暮
ら
し
で
、
住
宅
に
大
き
な
被
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害
は
な
か
っ
た
が
、
足
に
持
病
を
抱
え
て
い
た
。

（
３
）
福
島
県
に
居
住
し
て
い
た
が
、
原
発
事
故
に
よ
り
兵
庫
県
内
に
妻
と
娘
と
と
も
に
避
難
し
た
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
避
難
し
て
き

た
自
宅
で
自
殺
し
て
い
る
の
を
帰
宅
し
た
妻
と
娘
が
発
見
し
た
。
将
来
へ
の
不
安
を
拭
え
ず
う
つ
病
を
発
症
し
て
い
た
。
遺
書
に
は
「
現
状

に
打
ち
勝
つ
気
力
が
も
う
な
い
」
と
殴
り
書
き
さ
れ
て
い
た
。

（
４
）
福
島
県
郡
山
市
の
仮
設
住
宅
で
四
日
ま
で
に
、
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
大
工
の
男
性
（
五
八
歳
）
の
遺
体
が
見
つ
か
っ
た
。
死
後

数
日
は
経
っ
て
お
り
、
郡
山
北
署
は
病
死
と
み
て
調
べ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
障
害
者
の
死
亡
率
は
、
死
者
一
万
五
、八
五
八
人
、
行
方
不
明
者
三
、〇
五
七
人
、
負
傷
者
六
、〇
七
七
人
で
あ
る
。

障
害
者
の
死
亡
率
は
、
被
災
地
全
体
の
死
亡
率
と
比
較
し
て
も
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
障
害
者
は
目
に
見
え
る
不
自
由
な
人
だ
け
で
は
な

く
、
外
見
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
内
部
障
害
な
ど
の
人
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
災
害
時
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
所
持
し
て
い
る
情

報
を
基
に
、
ど
れ
だ
け
の
人
た
ち
を
救
済
で
き
る
の
か
、
日
頃
か
ら
の
訓
練
と
地
域
の
人
た
ち
と
の
連
携
の
あ
り
方
を
考
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
実
際
に
避
難
訓
練
を
く
り
返
し
て
い
た
村
で
、
大
震
災
の
と
き
に
死
亡
者
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
頃

の
震
災
時
に
対
す
る
準
備
、
行
動
、
訓
練
、
救
助
活
動
へ
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

２　

東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
自
殺

　
「
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
自
殺
」
と
認
め
ら
れ
た
事
例
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
遺
体
の
発
見
地
が
、
避
難
所
、
仮
設
住
宅
ま
た
は
遺
体
安
置
所
で
あ
る
場
合
。

（
２
）
自
殺
者
が
、
避
難
所
ま
た
は
仮
設
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
が
遺
族
な
ど
の
供
述
そ
の
他
に
よ
り
判
明
し
た
場
合
。

（
３
）
自
殺
者
が
、
被
災
地
（
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
避
難
区
域
、
計
画
的
避
難
区
域
ま
た
は
緊
急
時
避
難
準
備
区
域

を
含
む
）
か
ら
避
難
し
て
き
た
者
で
あ
る
こ
と
が
、
遺
族
な
ど
の
供
述
そ
の
他
に
よ
り
判
明
し
た
場
合
。



─ 81 ─

（
４
）
自
殺
者
の
居
住
（
居
住
地
域
）、
職
場
な
ど
が
自
身
ま
た
は
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
遺
族
な
ど
の
供
述
そ
の
他
に

よ
り
判
明
し
た
場
合
。

（
５
）
そ
の
他
、
自
殺
の
「
原
因
・
動
機
」
が
、
東
日
本
大
震
災
の
直
接
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
遺
族
な
ど
の
供
述
そ
の
他

に
よ
り
判
明
し
た
場
合
。

例
え
ば
、
①
遺
書
な
ど
に
東
日
本
大
震
災
が
あ
っ
た
た
め
に
自
殺
す
る
と
の
記
述
が
あ
っ
た
場
合
や
、
②
生
前
、
遺
族
等
に
対
し
、
東
日
本

大
震
災
が
あ
っ
た
た
め
自
殺
し
た
い
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。

　

内
閣
府
自
殺
対
策
推
進
室
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
自
殺
者
数
は
、
二
〇
一
一
年
で
は
五
五
人
で
あ
る
。
自
殺
者

の
性
別
は
、
男
性
四
二
人
、
女
性
一
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
年
齢
別
で
見
る
と
、
二
〇
一
一
年
で
は
六
〇
〜
六
九
歳
が
圧
倒
的
に
多
く
一
九

人
で
あ
る
。
次
い
で
、
五
〇
〜
五
九
歳
が
一
一
人
、
七
〇
〜
七
九
歳
が
七
人
、
八
〇
歳
以
上
が
五
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
の
一

月
〜
三
月
ま
で
の
自
殺
者
は
六
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
三
月
の
自
殺
者
が
四
名
で
あ
っ
た
⒅

。

　

つ
ま
り
、
高
齢
者
の
自
殺
が
八
〇
％
弱
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
原
因
・
動
機
と
し
て
は
、
健
康
問
題
と
経
済
・
生
活
問
題
が
上

位
の
一
六
人
、
次
い
で
家
庭
問
題
が
一
一
人
と
続
い
て
い
る
。
都
道
府
県
別
か
ら
み
る
と
、
宮
城
県
が
二
二
人
、
岩
手
県
一
七
人
、
福
島
県

一
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
宮
城
県
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
の
一
月
〜
三
月
の
自
殺
者
は
〇
人
で
あ
る
が
、
岩
手
県
と
福
島
県
で
は
す
で

に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
自
殺
者
が
出
て
い
る
。
職
業
別
で
は
、
有
職
者
が
二
四
人
、
年
金
・
雇
用
保
険
な
ど
の
生
活
者
が
一
四
人
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
府
は
原
発
事
故
と
自
殺
を
震
災
関
連
死
の
原
因
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
、
実
態
に
応
じ
た
対
策
に
つ
な
げ
る
と
発
表
し

た
。
し
か
し
、
河
北
新
報
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
自
治
体
担
当
者
は
、「
原
発
事
故
に
よ
る
自
殺
を
震
災
関
連
死
と
し
て
認
定
し
、
そ
れ
が
公

に
な
っ
た
場
合
、
認
定
さ
れ
て
い
な
い
他
の
自
殺
と
の
兼
ね
合
い
で
問
題
が
生
じ
か
ね
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め

の
過
度
な
非
公
開
公
表
も
、
自
殺
の
実
像
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
要
因
と
も
い
え
る
。
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五
、
介
護
職
が
専
門
性
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
理
由

　

１　

組
織
化
で
き
な
か
っ
た
現
場
─
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
不
在
─

　

今
回
、
被
災
地
で
高
齢
者
や
障
害
者
に
何
が
起
き
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
在
宅
で
介
護
を
受
け
て
い
た
高
齢
者
や
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
、

居
場
所
も
な
く
生
活
用
品
も
な
く
、
医
療
品
も
な
く
、
介
護
の
手
も
な
く
困
っ
て
い
た
と
い
う
実
態
で
あ
る
。
倒
壊
を
免
れ
た
福
祉
施
設
で

は
、
要
介
護
者
が
溢
れ
ん
ば
か
り
に
押
し
寄
せ
、
定
員
オ
ー
バ
ー
の
状
況
で
、
施
設
の
介
護
者
は
オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
を
起
こ
し
て
い
た
。
被

災
地
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
希
望
者
は
多
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
介
護
職
を
統
括
し
て
い
る
介
護
専
門
職
団
体
⒆

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
け

入
れ
に
関
し
て
組
織
化
が
図
れ
な
か
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
人
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
ま
と
め
ら
れ
ず
、
現
場
は
混
乱
し
た
ま
ま
だ
っ
た

と
い
う
。

　

現
地
で
の
福
祉
施
設
職
員
は
、
避
難
所
で
皆
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
小
さ
く
な
っ
て
い
る
高
齢
者
や
障
害
者
の
介
護
に
奔
走
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
現
場
で
困
っ
て
い
る
現
状
に
対
し
て
余
裕
す
ら
な
く
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
発
信
が
で
き
な
か
っ
た
。
介
護
専
門
職
団
体
は
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
希
望
者
を
前
に
し
て
、
宿
泊
場
所
や
宿
泊
代
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
料
金
は
、
な
ど
と
い
う
事
務
的
な
こ
と
に
視
点
が
行
き
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
者
を
と
り
ま
と
め
、
適
所
に
配
属
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
施
設
に
溢
れ
た
要
介
護
者
を
介
護
し
て
い
る
職
員
も
、

被
災
者
で
あ
り
被
害
者
で
あ
る
。
介
護
ヘ
ル
パ
ー
や
介
護
福
祉
士
の
職
員
が
、
疲
労
困
憊
し
「
と
に
か
く
誰
か
手
伝
っ
て
」
と
い
う
悲
痛
な

叫
び
を
聴
け
な
か
っ
た
介
護
専
門
職
団
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
確
か
に
国
の
制
約
⒇

が
あ
り
、
制
度
と
し
て
は
あ
っ
て
も
現
地

で
は
使
え
な
い
と
い
う
、
絵
に
描
い
た
餅
で
は
活
用
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
核
と
な
る
団
体
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
現
地
で
必
死
で
介
護
し
て
い
た
介
護
職
員
が
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
し
、
多
く
の
介
護
職
員
が
退
職
し
て
い
く
と

い
う
現
実
は
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

　

２　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
業
意
識
の
未
熟
さ
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東
日
本
大
震
災
後
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
何
を
し
た
か
。
現
地
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

　

田
原
等
の
実
施
し
た
「
全
国
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
災
害
時
支
援
と
防
災
・
減
災
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、「
被
災

経
験
が
あ
る
」
と
し
た
の
は
全
体
の
二
・
四
％
で
、
九
五
・
四
％
の
人
が
被
災
経
験
の
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
被
災
に
対
す
る
不

安
や
心
配
に
つ
い
て
は
、
被
災
経
験
者
の
方
が
「
不
安
や
心
配
が
あ
る
」
と
六
四
・
八
％
の
人
が
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
被
災
経
験
の
な

い
人
は
、
被
災
に
対
し
て
不
安
や
心
配
を
持
た
な
い
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
職
員
の
防
災
意
識
を
見
て
み
る
と
、
防
災
意

識
が
低
く
、「
や
や
低
い
」
と
「
低
い
」
を
合
わ
せ
る
と
六
四
・
八
％
に
な
る
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
実
施
し
た
災
害
復
旧
時
の
支
援
は
、「
避
難
先
の
確
認
」
八
一
・
七
％
、「
体
調
把
握
」
七
四
・
四
％
、「
福

祉
ニ
ー
ズ
の
把
握
」
五
七
・
三
％
、「
高
齢
者
の
心
の
ケ
ア
」
五
〇
・
〇
％
で
あ
る
。
一
方
、
実
施
し
な
か
っ
た
項
目
と
し
て
は
、「
関
係
者
間

の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
」
五
一
・
二
％
、｢
福
祉
避
難
所
へ
の
搬
送
、
ケ
ア
」
五
九
・
八
％
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
へ
の
被
災
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
の

情
報
提
供｣

六
五
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
被
災
高
齢
者
の
避
難
生
活
支
援
に
果
た
す
役
割
の
有
無

に
つ
い
て
は
、「
あ
る
と
思
う
」、「
非
常
に
あ
る
と
思
う
」
を
合
わ
せ
る
と
八
〇
・
六
％
と
い
う
高
い
役
割
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

そ
こ
で
、
上
記
の
結
果
を
再
度
確
認
し
て
み
る
と
、
避
難
所
に
行
き
避
難
先
や
体
調
把
握
、
そ
し
て
福
祉
ニ
ー
ズ
の
確
認
、
心
の
ケ
ア
も

半
数
の
人
が
実
施
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
災
害
時
に
第
一
番
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
、「
実
施
し
て
い
な
い
項
目
」
の
内
容
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
避
難
し
て
い
る
高
齢
者
や
障
害
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
一
番

豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
避
難
所
を
訪
問
し
て
得
た
情
報
内
容
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
提
供
す
る
こ
と

と
は
、
緊
急
時
や
災
害
時
に
は
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
者
間
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
し
な
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
緊
急
時
に
お
け
る
役
割
認
識
の
不
足
を
問
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
避
難
生
活
に
果

た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
八
〇
％
以
上
の
人
が
「
あ
る
」
と
答
え
て
お
り
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
本
来
の
役
割
で
あ
り
、
重
要
な
使
命
で
あ
る
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は
ず
で
あ
る
。
体
調
の
確
認
や
心
の
ケ
ア
は
、
看
護
師
や
介
護
者
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
で
き
る
の
は
、
福
祉
施
設
職
員
や
利
用
者
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
被
災
直
後
で
動
き
た
く
て
も
動
け
な
か
っ
た
と
い
う

状
況
は
理
解
で
き
る
が
、
福
祉
ニ
ー
ズ
を
介
護
専
門
職
者
に
つ
な
げ
て
い
く
の
が
仕
事
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
情
報
収
集
で
終
わ
っ
て
い
て

は
、
職
業
意
識
は
あ
る
が
実
践
し
な
け
れ
ば
そ
れ
は
専
門
職
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
、「
東
日
本
大
震
災
」の
現
地
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
、施
設
等
で
働
く
介
護
職
員
の
オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
状
態
や
バ
ー

ン
ア
ウ
ト
状
態
の
一
つ
の
要
因
は
、
介
護
職
能
団
体
の
上
層
部
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
も
含
め
て
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
や
対
象
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
め
て
、
今
一
度
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
災
害
時
に
摂
る

べ
き
役
割
と
は
何
か
、
再
確
認
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に
─
災
害
救
助
法
と
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
見
直
し
─

　

１　

災
害
救
済
法
の
見
直
し

　

災
害
救
助
法
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
制
定
さ
れ
、
災
害
対
策
基
本
法
は
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
の
制
定
で
あ
る
。
そ

し
て
一
九
九
五
年
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
に
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、
改
正
に
際
し
て
は
、「
災
害
弱
者
の
支
援
の
必
要
性
」

と
「
専
門
職
で
あ
る
介
護
分
野
の
職
種
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
急
激
に
超
高
齢
社
会
に
な
っ
た
現
在
、
介
護
の
プ
ロ
で

あ
る
介
護
の
専
門
職
者
を
活
用
し
な
い
と
い
う
理
由
が
理
解
し
が
た
い
。
本
来
「
対
人
援
助
専
門
職
」
�

と
表
現
も
で
き
る
が
、
今
回
は
あ

え
て
「
介
護
支
援
専
門
員
」
と
「
介
護
福
祉
士
」
に
特
定
し
た
。

　

前
述
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
介
護
支
援
専
門
員
の
あ
り
方
の
問
題
は
大
き
く
、
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
人
権
教
育
、

倫
理
教
育
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
な
ど
、
そ
し
て
災
害
に
お
い
て
介
護
職
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
共
通
理
念
を
統
一
し
て
身
に
付

け
て
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
ろ
う
。
被
災
地
で
働
く
介
護
職
員
は
、
仕
事
と
し
て
被
災
者
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
派
遣
と
い
う
形
で
介

護
職
者
が
関
わ
る
と
き
に
は
、や
は
り
統
一
し
た
理
念
の
基
、役
割
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の
学
校
教
育
が
必
要
と
な
っ
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て
く
る
。

　

現
在
プ
ロ
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
介
護
支
援
専
門
員
と
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
は
、
災
害
発
生
当
初
か
ら
役
割
を
担
う
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
。
倒
壊
家
屋
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
確
認
、
避
難
所
で
の
高
齢
者
や
認
知
症
の
人
、
そ
の
家
族
へ
の
支
援
、
そ
し
て
、
避
難

所
か
ら
他
施
設
へ
の
調
整
は
介
護
支
援
専
門
員
の
役
割
と
し
て
果
た
し
て
い
け
る
。
介
護
福
祉
士
が
避
難
所
に
早
く
か
ら
関
わ
る
こ
と
に
よ

り
、
高
齢
者
や
障
害
者
が
、
孤
立
せ
ず
過
酷
な
避
難
環
境
か
ら
立
ち
直
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
介
助
が
必
要
な
人
が

居
る
こ
と
を
、
周
囲
に
理
解
し
て
貰
う
こ
と
は
、
同
じ
被
害
者
と
し
て
生
き
る
権
利
で
も
あ
り
、
生
活
者
と
し
て
の
権
利
で
も
あ
る
。

　

救
助
さ
れ
る
の
が
、
病
人
と
妊
婦
と
い
う
こ
と
は
、
災
害
救
助
法
の
制
定
当
時
に
は
当
然
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
超
高
齢

社
会
で
あ
る
現
在
は
、
高
齢
者
と
認
知
症
、
そ
し
て
障
害
者
も
救
済
対
象
者
と
し
て
災
害
救
助
法
に
明
文
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

２　

D
M

AT

の
見
直
し　
　

　

災
害
に
関
し
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
、
日
本
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（D

M
AT

）、
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム
（JM

AT

）、
大
学
病
院
、

国
立
病
院
機
構
、
日
本
病
院
会
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
医
療
チ
ー
ム
を
派
遣
し
て
被
災
者
の
医
療
や
健
康
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
残
念
な

が
ら
、
介
護
に
関
連
す
る
名
称
が
連
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
介
護
職
者
に
関
す
る
社
会
的
認
識
へ
の
歴
史
の
浅
さ
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う

に
、
各
種
の
介
護
職
者
や
介
護
施
設
関
連
者
た
ち
（
介
護
職
能
団
体
）
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

で
き
る
ほ
ど
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

思
う
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
介
護
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
重
要
で
有
り
、
災
害
時
に
は
、
一
層
介
護
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
。

現
在
のD

M
AT

の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
に
介
護
職
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
職
種
間
の
役
割
が
よ
り
綿
密
に
丁
寧
に
、
ロ
ス
を
最
小
限
に

し
て
、
効
果
的
に
活
躍
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、D

M
AT

は
急
性
期
に
活
動
で
き
る
機
動
性
を
も
っ
た
、
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
受
け
た
医
療
チ
ー
ム
」
�

と
定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
行
の
ま
ま
で
参
入
す
る
こ
と
に
は
課
題
が
大
き
く
残
る
。
そ
の
た
め
に
介
護

職
の
介
護
教
育
に
求
め
ら
れ
る
教
育
内
容
は
幅
広
く
、
よ
り
確
実
な
知
識
と
技
術
力
の
育
成
等
が
必
要
に
な
る
が
、
国
家
資
格
と
な
る
職
種
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で
あ
れ
ば
当
然
求
め
ら
れ
る
内
容
で
あ
ろ
う
。

⑴　

内
閣
府
『
平
成
二
三
年
版
防
災
白
書
』
一
〇
頁
〜
一
二
頁
。                        

⑵　

震
災
弱
者
と
は
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
外
国
出
身
者
な
ど
を
い
う
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
重
要
な
の
は
乳
幼
児
、
子

ど
も
、
高
齢
者
と
障
害
者
で
あ
る
。
と
り
わ
け
高
齢
者
は
、
災
害
と
い
う
ス
ト
レ
ス
か
ら
様
々
な
反
応
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
①

月
日
・
季
節
・
場
所
等
の
検
討
が
つ
か
な
く
な
る
、
②
生
き
残
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
強
い
罪
悪
感
を
持
つ
、
③
失
っ
た
人
や
物
に
固
執
し
、
現
実
を

受
容
で
き
な
い
、
④
新
し
い
環
境
に
馴
染
ま
ず
、
周
囲
に
つ
い
て
い
け
な
い
、
⑤
孤
立
感
を
感
じ
た
り
、
誰
か
一
緒
に
い
な
い
と
不
安
を
感
じ
る
、
⑥

先
が
見
え
な
い
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
絶
望
的
に
な
り
、
周
囲
の
人
か
ら
の
援
助
を
拒
む
な
ど
、
で
あ
る
。

⑶　

東
日
本
大
震
災
で
、
二
〇
一
二
年
三
月
六
日
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
死
亡
者
（
警
察
庁
発
表
）
は
、
男
性
五
、九
七
一
人
、
女
性
七
、〇
三
六
人
、
性
別

不
詳
一
二
八
人
で
、
女
性
の
方
が
一
、〇
〇
〇
人
ほ
ど
多
か
っ
た
。
内
閣
府
『
平
成
二
三
年
版
防
災
白
書
』
一
〇
〇
頁
〜
一
〇
一
頁
。

⑷　

復
興
庁
に
よ
る
「
震
災
関
連
死
」
の
定
義
は
、「
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
負
傷
の
悪
化
等
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
で
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
当
該
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
方
」
と
定
義
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
震
に
よ
る
津
波
で
水
死
し
た
り
、
建
物

が
倒
壊
し
て
圧
死
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
と
異
な
り
、
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
や
避
難
生
活
に
よ
る
体
調
悪
化
な
ど
間
接
的
な
原
因
で
死
亡
す
る
こ
と
な
ど

で
あ
る
。
医
師
や
有
識
者
で
構
成
す
る
審
査
会
で
震
災
と
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
、
直
接
的
な
死
因
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
市
町
村

が
遺
族
に
最
高
五
〇
〇
万
円
の
災
害
弔
慰
金
を
支
払
わ
れ
る
。

⑸　

日
本
老
年
医
学
会
「
高
齢
者
災
害
時
医
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
照
。

⑹　

富
士
通
総
研
（
二
〇
一
二
）『
被
災
時
か
ら
復
興
期
に
お
け
る
高
齢
者
へ
の
段
階
的
支
援
と
そ
の
体
制
の
あ
り
方
の
調
査
研
究
事
業
報
告
書
』
七
頁

〜
九
頁
。

⑺　

兵
庫
県
庁
企
画
県
民
部
災
害
対
策
局
災
害
対
策
課
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
死
者
に
か
か
る
調
査
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
二
日
記
者
発

表
参
照
。

⑻　

毎
日
新
聞
大
阪
本
社
震
災
取
材
班
（
一
九
九
八
）『
震
災
報
道
一
二
六
〇
日
』
六
甲
出
版
。

⑼　

青
木
康
博
研
究
代
表
（
二
〇
一
一
）『
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
日
本
法
医
学
会
災
害
時
死
体
検
案
支
援
事
業
に
よ
る
派
遣
医
師
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
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ト
調
査
報
告
』
日
本
法
医
学
会
。

⑽　

高
齢
者
と
障
害
者
の
避
難
所
生
活
の
不
自
由
さ
、
ま
た
実
際
に
避
難
を
諦
め
て
、
在
宅
に
と
ど
ま
っ
た
障
害
者
や
家
族
に
つ
い
て
の
問
題
を
以
下
に

あ
げ
る
。

　

①
身
体
障
害
者
用
ト
イ
レ
が
少
な
い
た
め
、
車
い
す
の
長
い
列
が
で
き
た
。

　

②
ト
イ
レ
の
回
数
を
減
ら
す
た
め
、
水
分
を
摂
ら
ず
脱
水
症
に
な
っ
た
。

　

③
頸
椎
損
傷
の
人
の
場
合
、
排
泄
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

④
杖
の
音
が
う
る
さ
い
と
怒
ら
れ
る
。

　

⑤
ベ
ッ
ド
か
ら
布
団
生
活
に
よ
り
動
作
が
不
自
由
に
な
っ
た
。

　

⑥
医
療
物
品
が
不
足
し
て
い
る
。

　

⑦
オ
ム
ツ
な
ど
排
泄
用
品
が
不
足
し
て
い
る
（
在
宅
の
場
合
配
給
が
さ
れ
な
か
っ
た
）。

　

⑧
買
い
物
に
行
く
事
が
で
き
ず
に
、
日
用
品
や
食
材
の
不
足
⑨
医
師
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

⑩
施
設
入
居
者
の
避
難
場
所
探
し
の
放
浪
の
旅
施
設
入
所
者
は
、
避
難
場
所
が
固
定
せ
ず
南
相
馬
市
か
ら
山
形
県
か
ら
新
潟
県
東
魚
沼
郡
へ
と
二
か
月

毎
に
宿
泊
所
を
求
め
て
転
々
と
放
ろ
う
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
福
祉
避
難
所
」
に
関
し
て
は
、
障
害
弱
者
の
人
た
ち
が
対
象
と
さ
れ
て
、
介
護
家
族
も
一
緒
に
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
に
な
っ

て
い
た
の
か
、
家
族
が
一
緒
で
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
人
た
ち
は
、
入
所
を
諦
め
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
出
て
い
た
。
し
か
し
、
福
祉
避
難
所
の
最
近

の
規
定
を
見
る
と
、
介
護
者
同
伴
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑾　

前
掲
注
⑸　

八
九
頁
。              

⑿　

前
掲
注
⑸　

八
九
頁
。

⒀　

前
掲
注
⑸　

八
九
頁
。

⒁　

前
掲
注
⑸　

八
九
頁
。

⒂　

前
掲
注
⑸　

九
一
頁
。

⒃　

金
吉
春
他
（
二
〇
〇
一
）「
災
害
時
地
域
精
神
保
健
医
療
活
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
四
頁
。

⒄　

広
瀬
弘
忠
（
二
〇
一
一
）『
災
害
心
理
学
か
ら
考
え
る
震
災
ス
ト
レ
ス
の
実
態
と
対
処
法
』D

IAM
O

N
D

　

online

。

⒅　

内
閣
府
自
殺
対
策
推
進
室
（
二
〇
一
一
）「
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
自
殺
の
実
態
把
握
に
つ
い
て
」。
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⒆　

介
護
の
場
合
他
職
種
と
は
違
い
、
介
護
職
を
統
括
す
べ
き
団
体
が
い
く
つ
か
あ
る
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
責
任
の
所
在
な
ど
が
明
確
化
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
医
師
や
看
護
師
は
、
日
本
赤
十
字
と
医
師
会
で
あ
り
、
日
本
看
護
協
会
が
統
括
し
て
い
る
。

⒇　

災
害
救
助
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
中
に
、
災
害
救
助
費
が
あ
り
、
避
難
所
の
設
置
と
し
て
ホ
テ
ル
な
ど
を
借
り
上
げ
た
場
合
な
ど
の
規
定
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
受
入
団
体
が
、
被
災
県
の
要
請
を
受
け
、
被
災
者
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
救
助
に
要
す
る
費
用
を
被
災
県
に
対
し
て
求
償
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
今
後
、
被
災
県
の
事
務
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
し
て
も
、
同
様
な
扱
い
と
な
る
が
、
活
用
す
れ
ば

す
る
だ
け
、
被
災
県
の
負
担
が
増
大
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
躊
躇
す
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

二
〇
〇
八
年
六
月
の
「
福
祉
避
難
所
設
置
・
運
営
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
お
よ
び
『
災
害
援
助
の
運
用
と
実
務
平
成
十
八
年
版
』
に
は
、
福
祉
避

難
所
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
利
用
対
象
者
に
関
し
て
も
細
か
い
規
定
が
あ
る
。
例
え
ば
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ま
た
は
老
人
短

期
入
所
施
設
な
ど
の
入
所
対
象
者
は
、
福
祉
避
難
所
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

　

朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
七
月
三
十
日
付
に
、「
被
災
地
で
生
き
ぬ
介
護
支
援
制
度
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
介
護
先
施
設
に

宿
泊
で
き
る
居
室
が
多
数
あ
る
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
外
か
ら
介
護
支
援
に
来
て
い
る
介
護
者
た
ち
の
宿
泊
に
は
「
目
的
外
使
用
」
で
あ
る
と
し
て
、

国
が
認
め
て
い
な
い
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�　
「
対
人
援
助
専
門
職
」
と
い
わ
れ
て
い
る
職
種
に
は
、
医
師
、
看
護
師
、
社
会
福
祉
関
係
、
宗
教
者
な
ど
が
あ
る
。
一
般
に
は
ま
だ
、
医
師
、
弁
護

士
な
ど
を
指
す
こ
と
も
あ
り
、
筆
者
の
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
に
あ
え
て
、
固
有
名
詞
で
表
現
し
た
。

�　

丸
川
征
四
郎
（
二
〇
〇
七
）『
経
験
か
ら
学
ぶ
大
規
模
災
害
医
療
』
永
井
書
店
。

　

医
療
従
事
者
へ
の
災
害
医
療
教
育
、
研
修
に
つ
い
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
一
九
九
六
年
三
月
に
第
一
回
災
害
医
療
セ
ミ
ナ
ー
が
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
一
九
九
六
年
十
一
月
か
ら
毎
年
「
災
害
医
療
従
事
者
研
修
」
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同
様
にD

M
AT

隊
員
に
はD

M
AT

研
修
が
必
須
と

さ
れ
て
い
る
。
介
護
福
祉
士
養
成
で
は
、
医
療
に
関
す
る
講
義
時
間
は
大
変
少
な
く
、
医
師
や
看
護
師
な
ど
と
と
も
に
機
動
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

知
識
と
技
術
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
厳
し
い
研
修
内
容
が
求
め
ら
れ
る
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

村　

中　

洋　

介

〜
兵
庫
県
西
宮
市
「
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
事
例
に
〜

災
害
と
自
治
体
の
条
例
制
定

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
三
月
十
一
日
午
後
二
時
四
十
六
分
、東
北
地
方
を
中
心
に
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」

が
発
生
し
、
こ
の
地
震
に
よ
る
津
波
と
原
子
力
発
電
所
の
事
故
も
合
わ
さ
り
日
本
全
体
が
震
災
一
色
と
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
⑴

。

こ
の
東
日
本
大
震
災
は
、
記
録
が
あ
る
限
り
日
本
の
歴
史
上
最
大
規
模
の
地
震
で
あ
り
、
地
震
後
の
津
波
に
よ
っ
て
多
く
の
人
的
被
害
と
建

築
物
被
害
を
被
っ
た
⑵

。
地
震
大
国
で
あ
る
日
本
が
い
つ
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
り
、
ま
た
二
〇
一
二
年
（
平

成
二
十
四
年
）
一
月
二
十
三
日
読
売
新
聞
で
報
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
各
研
究
機
関
が
首
都
直
下
地
震
の
発
生
確
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を

公
表
し
て
い
る
⑶

。
今
日
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
地
震
工
学
等
の
分
野
か
ら
の
地
震
予
知
の
み
な
ら
ず
、
法
学
、
政
治
学
等
の
分
野
か
ら
、
法
律
、

条
例
等
に
よ
る
地
震
災
害
の
軽
減
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
災
害
対
策
の
一
助
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
一
月
十
七
日
の
兵
庫
県
南
部
地
震
（
以
下
：
阪
神
淡
路
大
震
災
）
の
被
災
地
で
あ
る
西
宮
市
が
同
年
四
月
に
制

定
し
た
「
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
に
つ
い
て
紹
介
し
、
一
九
七
一
年
の
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド(San Fernando)

地
震
を
契
機
と

し
て
法
律
制
定
を
行
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
事
例
に
注
目
し
な
が
ら
、
今
後
、
自
治
体
が
制
定
す
る
可
能
性
の
あ
る
、
地
震
、
津
波
対

策
等
の
条
例
制
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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二
の
一
、
災
害
と
条
例
制
定

　

大
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
災
害
発
生
直
後
や
、
当
面
の
間
、
自
治
体
の
行
政
機
能
は
も
ち
ろ
ん
、
立
法
機
能
も
十
分
に
機
能
し
得

な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
自
治
体
職
員
等
の
被
災
や
、
役
所
機
能
等
の
被
害
が
大
き
く
通
常
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
意
味
し
⑷

、

東
日
本
大
震
災
の
被
災
自
治
体
で
も
、
同
様
に
行
政
・
立
法
の
機
能
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
。
災
害
発
生
後
地
方
公
共
団
体
に
は
、
議
会
の

立
法
機
能
よ
り
も
、
被
災
住
民
の
救
助
や
生
活
支
援
と
い
っ
た
行
政
機
能
の
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
、
災
害
対
応
の
条
例
制
定
は
後
手
後

手
の
対
応
と
な
る
だ
ろ
う
⑸

。
東
日
本
震
災
に
お
い
て
は
条
例
制
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
も
存
在
す
る
（
し
た
）⑹

が
、
そ
の

事
例
で
最
も
条
例
制
定
が
早
か
っ
た
も
の
で
も
震
災
後
四
ヶ
月
以
上
た
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
⑺

。
大
規
模
災
害
発
生
直
後
は
、
行
政
機

能
が
十
分
機
能
し
な
い
中
で
、
議
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割
も
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
災
害
後
暫
く
経
っ
て
か
ら
各
種
の
条

例
制
定
（
災
害
後
に
必
要
に
な
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
首
長
の
専
決
処
分
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
開
会
さ
れ
た
議
会
で
の
承
認
を
経

る
と
い
う
も
の
が
多
い
だ
ろ
う
。）
に
つ
い
て
審
議
等
を
行
う
こ
と
が
基
本
的
な
活
動
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政

が
十
分
機
能
し
な
い
時
に
こ
そ
、
議
会
の
役
割
を
発
揮
す
る
制
度
設
計
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
⑻

。

二
の
二
、
事
例
　
─
西
宮
市
─

　

西
宮
市
は
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
一
月
十
七
日
午
前
五
時
四
十
六
分
に
発
生
し
た
、阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
被
っ

た
⑼

。
そ
の
西
宮
市
で
は
、
一
九
九
五
年
三
月
二
十
四
日
に
「
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
七
年
西
宮
市
条
例
第
一
号
）」
を
制

定
し
、
同
年
四
月
一
日
施
行
し
た
。
こ
の
条
例
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
の
市
街
地
の
復
興
に
際
し
て
、
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
行

う
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
建
築
物
の
建
設
に
際
し
て
、
そ
の
後
の
地
震
対
策
と
し
て
、
活
断
層
上
、
ま
た
は
そ
の
近
傍
に
お
け
る
建

築
物
の
建
築
計
画
に
つ
い
て
地
震
対
策
に
関
す
る
指
導
を
行
う
点
、
つ
ま
り
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
関
し
て
条
例
に
基
づ
い
て
指
導
を

行
っ
て
い
る
点
で
独
自
の
条
例
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
関
し
て
は
、
法
律
上
の
規
定
は
な
く
、
ま
た
、
西
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宮
市
以
外
の
自
治
体
で
も
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
条
例
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
独
自
性
の
高
い
条
例
と
い

え
る
⑽

。
こ
の
西
宮
市
の
条
例
は
、
一
定
程
度
以
上
の
開
発
事
業
や
相
当
程
度
以
上
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
活
断
層
の
影
響
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
地
質
調
査
報
告
書
の
添
付
を
義
務
付
け
、
ま
た
、
市
側
か
ら
の
活
断
層
情
報
の
提
供
が
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
⑾

、

現
在
は
失
効
（
二
〇
〇
二
年
三
月
二
十
九
日
条
例
廃
止
）
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
地
震
対
策
や
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
は

「
開
発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
西
宮
市
条
例
第
七
十
四
号
‐
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
施
行
）」
に
よ
っ

て
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

旧
条
例
、
西
宮
市
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
で
は
、
条
例
を
根
拠
と
し
て
そ
の
施
行
規
則
と
運
用
基
準
に
お
い
て
、
活
断
層
に
関
連

す
る
指
導
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
①
‐
敷
地
面
積
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
ま
た
は
十
戸
以
上
の
中
高
層
建
築
物
の
建
築
計
画

が
、
都
市
活
断
層
図
（
国
土
地
理
院
）⑿
、
兵
庫
の
地
質
⒀

・
甲
陽
断
層
の
最
新
情
報
⒁

（
兵
庫
県
）、
西
宮
市
史
第
七
巻
附
図
⒂

に
基
づ
き
、

こ
れ
ら
の
図
に
示
さ
れ
て
い
る
活
断
層
か
ら
概
ね
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
場
合
は
、
活
断
層
調
査
を
行
う
こ
と
及
び
新
た
な
活
断
層

が
見
つ
か
っ
た
場
合
の
対
策
の
指
導
、
②
‐
①
に
示
さ
れ
た
建
築
計
画
の
う
ち
、
特
に
活
断
層
の
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
市
が
認

め
る
と
き
は
、
建
築
計
画
に
地
質
調
査
報
告
書
の
添
付
を
義
務
付
け
、
③
‐
①
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
（
学
識
経
験
者
）
の
意

見
書
の
要
求
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
活
断
層
以
外
に
つ
い
て
も
、
運
用
基
準
に
よ
り
、
西
宮
市
作
成
の
液
状
化
危
険
度
評
価
図
⒃

等
に
基
づ
き
建
築
物
の
耐
震
化
や
地
質
調
査
の
実
施
を
要
求
・
指
導
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
⒄

。

　

現
行
の
「
開
発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
」
に
お
い
て
は
、
条
例
第
九
条
（
防
災
対
策
）「
開
発
事
業
を
行
う
事
業

主
は
、
地
形
、
地
質
そ
の
他
の
地
盤
条
件
の
調
査
を
十
分
に
行
い
、
地
震
、
火
災
、
浸
水
そ
の
他
災
害
に
対
す
る
対
策
を
講
じ
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
に
よ
っ
て
従
来
と
同
様
の
（
耐
震
構
造
等
の
）
地
震
対
策
を
求
め
る
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
、
活
断
層
調
査
対
象

建
築
物
に
つ
い
て
は
、
条
例
施
行
規
則
⒅

第
一
八
条
に
お
い
て
「
条
例
第
一
四
条
第
一
項
（
条
例
第
一
八 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
る
建
築
計
画
の
届
出
は
、
第
一
五 

条
第
三
項
の
開
発
事
業
計
画
書
又
は
前
条
の
小
規
模
開
発
事
業
計
画
書
の
提
出
の
際

に
、
中
高
層
建
築
物
建
築
計
画
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
及
び
図
書
を
添
え
て
、
正
本
一
部
を
市
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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…
中
略
…
二 

前
項
の
届
出
は
、
敷
地
面
積
が
五
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
換
算
戸
数
が
十
以
上
で
あ
る
建
築
計
画
（
西

宮
撓
曲
に
お
け
る
建
築
計
画
を
除
く
。）
で
あ
る
場
合
で
、
市
が
作
成
し
た
地
質
活
断
層
図
又
は
国
土
地
理
院
が
作
成
し
た
都
市
圏
活
断
層

図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
活
断
層
線
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
書
面
及
び
図
書
の
ほ
か
、

地
質
調
査
報
告
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
、
旧
条
例
の
よ
う
な
活
断
層
か
ら
概
ね
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
等
の

運
用
か
ら
、
活
断
層
直
上
へ
と
条
例
の
適
用
範
囲
を
変
更
す
る
に
あ
た
っ
て
、
新
た
に
「
二
万
五
千
分
の
一　

西
宮
市
地
質
・
活
断
層
図
（
条

例
中
：
市
が
作
成
し
た
地
質
活
断
層
図
）⒆
」
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
旧
条
例
と
同
様
に
活
断
層
を
考
慮
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
⒇

。

　

国
内
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
い
て
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
関
し
て
一
定
の
制
限
が
規
定
さ
れ
る
事
例
は
西
宮
市
以
外
に
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
横
須
賀
市
に
お
い
て
市
内
三
浦
半
島
断
層
群
上
に
建
築
物
設
置
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
指
導
、
規
制
を
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
大
規
模
開
発
事
業
（
事
例
と
し
て
京
急
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
：
Ｋ
Ｎ
Ｔ
、
横
須
賀
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
開
発
：
Ｙ
Ｒ
Ｐ
）
に
つ
い

て
は
、
計
画
段
階
で
の
活
断
層
情
報
の
提
供
と
、
活
断
層
上
へ
の
建
築
物
設
置
を
避
け
る
指
導
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
市
当

局
が
事
業
者
と
協
議
を
行
い
、
最
終
的
に
活
断
層
上
へ
の
建
築
物
設
置
を
避
け
る
よ
う
事
業
者
が
自
主
ル
ー
ル
を
策
定
し
、
そ
の
後
、
市
が

地
区
計
画
に
よ
っ
て
そ
の
ル
ー
ル
の
担
保
と
し
て
活
断
層
上
の
建
築
物
設
置
を
規
制
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｋ
Ｎ
Ｔ
の
場
合
、

活
断
層
か
ら
両
側
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
幅
五
十
メ
ー
ト
ル
）、
Ｙ
Ｒ
Ｐ
の
場
合
、
活
断
層
か
ら
両
側
十
五
メ
ー
ト
ル
（
幅
三
十
メ
ー
ト
ル
）

の
区
域
で
建
築
物
設
置
の
禁
止
を
規
定
す
る
地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定
を
行
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
規
制
区
域
は
公
園
、
駐
車
場
、
道
路
、

空
地
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
�

。

　

こ
う
し
た
、
地
方
の
取
り
組
み
が
あ
る
も
の
の
、
国
に
お
い
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
耐
震
設
計
審
査
指
針
等
に
よ
り
、
原

子
力
発
電
所
と
ダ
ム
に
つ
い
て
は
活
断
層
上
の
建
設
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
明
記
（
建
設
前
に
詳
細
な
活
断
層
調
査
を
行
い
、
活
断
層
が
発
見

さ
れ
た
場
合
は
場
所
を
変
更
し
て
建
設
等
）
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
一
般
の
建
築
物
（
市
役
所
、
病
院
等
の
公
共
施
設
も
含
む
）
に
つ

い
て
は
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
関
す
る
国
の
基
準
は
存
在
し
な
い
�

。

　

日
本
に
お
い
て
通
常
、
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
に
適
合
し
、
そ
の
他
の
法
律
上
の
制
限
（
規
制
）
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
建
築
基
準
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法
第
六
条
四
項
「
建
築
主
事
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
五
日
以
内
に
、
同
項
第
四
号
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
申
請
に
係

る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
下
線
筆
者
）。」
に
基
づ
き
建
築
許
可
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
法
令
等
で
の
規
制
（
た
と
え
ば
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
用
途
制
限
や
、
同
法
の
特
別
用
途
地
区
で
の
制
限
等

の
建
築
基
準
法
以
外
の
も
の
も
含
む
� 

。）
が
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
建
築
許
可
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
活

断
層
上
の
建
築
物
の
建
設
計
画
等
の
規
制
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
指
導
の
範
囲
を
超
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
律
と
条
例
の
関
係
や
事
業
者

（
建
築
物
設
置
者
）
の
権
利
関
係
か
ら
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
� 

�
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
後
の
各
地
方
公
共
団
体
の
取
組
と
し
て
、
今
後
、
活
断
層
上
や
沿
岸
部
（
津
波
で
浸
水
す
る
可
能
性
が

あ
る
地
域
）
の
建
設
禁
止
や
建
築
制
限
、
そ
の
他
の
災
害
に
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
関
係
す
る
よ
う
な
条
例
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
時

に
、
国
の
法
令
と
条
例
の
関
係
性
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
単
純
に
憲
法
ま
た
は
地
方
自
治
法
の
い
う
「
法
律
の
範

囲
内
（
法
律
に
違
反
し
な
い
限
り
）」
に
縛
ら
れ
て
条
例
の
制
定
を
行
い
、
自
治
体
独
自
の
地
域
に
沿
っ
た
災
害
対
策
の
あ
り
方
が
検
討
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
は
、
地
方
分
権
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
に
お
い
て
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
災
害
対
策
等
の
条
例
制
定
（
本

稿
で
は
特
に
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
条
例
の
制
定
）
が
行
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
以
下
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
事
例
を
参
照
し
た

上
で
検
討
し
た
い
。

三
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
に
お
け
る
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制

　

西
宮
市
の
条
例
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機
と
し
て
制
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
地
震
を
契
機
に
法
律
（
条
例
）
に
よ
っ
て
活
断
層
上
の
土

地
利
用
を
規
制
し
た
事
例
が
ア
メ
リ
カ
の
中
で
も
活
断
層
の
多
い
地
震
地
帯
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
存
在
す
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
で
は
、
一
九
七
一
年
二
月
六
日
午
前
六
時
（
日
本
時
間
同
日
午
後
十
一
時
）
一
分
頃
に
発
生
し
た
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
（San 
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Fernando

）
地
震
�

に
よ
り
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
や
そ
の
近
郊
が
被
害
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
州
議
会
議
員
（
州
上
院
議
員
で
あ
っ
た
、

Alfred Alquist

（
地
震
に
関
す
る
両
院
協
議
会
議
長
）、Paul Priolo

等
）
が
中
心
と
な
っ
て
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
の
翌
年

一
九
七
二
年
十
二
月
二
十
二
日
にAlquist-Priolo Special Studies Zoning Act

（
ア
ル
キ
ス
ト
‐
プ
リ
オ
ロ
特
別
調
査
地
帯
法
‐

一
九
九
三
年
にAlquist-Priolo Earthquake Fault Zoning Act

（
ア
ル
キ
ス
ト
‐
プ
リ
オ
ロ
地
震
断
層
地
帯
法
）
に
改
正
、
以
下
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
）
を
制
定
し
た
。
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
は
、
一
九
七
三
年
三
月
七
日
に
施
行
さ
れ
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
内
に
存
在
す
る
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
‐
州
地
質
官
（State Geologist 

＝
州
鉱
山
地

質
局
‐California D

ivision of M
ines and Geology

‐
の
長
官
）
は
活
断
層
図
�

（
二
万
四
千
分
の
一
）
を
公
表
し
、
こ
こ
に
お
け
る

活
断
層
に
沿
っ
て
特
別
調
査
地
帯
を
設
定
す
る
線
引
き
を
行
う
こ
と
�

、
②
‐
①
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
指
定
地
域
内
に
お
い
て
は
、
一
定

規
模
を
超
え
る
居
住
用
建
築
物
�

に
つ
い
て
は
、
自
治
体
が
建
築
を
留
保
さ
せ
る
こ
と
、
③
‐
建
築
前
の
地
質
調
査
�

で
活
断
層
が
発
見
さ

れ
た
場
合
は
、
そ
の
活
断
層
か
ら
五
十
フ
ィ
ー
ト
（
約
十
五
メ
ー
ト
ル
）
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
て
建
設
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
の

改
正
後
に
は
、
地
震
断
層
地
帯
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
既
知
の
活
断
層
か
ら
五
十
フ
ィ
ー
ト
内
の
地
域
と
さ
れ
、
そ
の
地
域
で
は
居
住
用
建

築
物
の
設
置
が
禁
止
さ
れ
、
従
来
の
特
別
調
査
地
帯
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
設
置
前
に
地
質
調
査
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
土

地
利
用
の
規
制
に
加
え
て
、
特
別
調
査
地
帯
の
住
宅
等
の
売
買
に
関
し
て
は
、
必
ず
そ
の
建
物
が
特
別
調
査
地
帯
内
に
位
置
し
て
い
る
こ
と

の
告
知
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
�

。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
の
よ
う
に
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
厳
格
に
規
定
す
る
事
例
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
と
ど
ま
ら

ず
、
台
湾
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
等
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
�

。
日
本
で
も
こ
う
し
た
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
法
律
（
国

が
主
体
と
な
っ
て
規
制
を
す
る
も
の
。
以
下
活
断
層
法
）
制
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
�

、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
断
層

は
横
ず
れ
断
層
で
地
表
か
ら
も
そ
の
位
置
の
特
定
が
し
や
す
い
一
方
、
日
本
の
断
層
は
縦
ず
れ
断
層
で
そ
の
発
見
が
困
難
な
こ
と
や
、
日
本

で
は
活
断
層
上
に
居
住
し
て
い
る
住
民
が
多
い
こ
と
か
ら
、
建
築
規
制
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
影
響
が
大
き
く
な
る
と
し
て
、
一
般
に
活
断

層
法
の
よ
う
な
も
の
の
制
定
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
� 

�
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
液
状
化
や
地
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震
に
よ
る
影
響
を
示
し
た
独
特
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
・
公
表
がSeism

ic H
azards M

apping Act

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に

お
け
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
参
考
に
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
�

。
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
の
規
定
（
た
と
え
ば
、
前
述
の

特
別
調
査
地
帯
の
領
域
や
、
地
震
断
層
地
帯
と
し
て
建
築
物
の
設
置
が
原
則
禁
止
さ
れ
る
領
域
の
範
囲
等
）
は
、
州
内
に
お
け
る
最
低
限
の

基
準
で
あ
っ
て
、
地
震
の
頻
度
や
活
断
層
の
状
況
に
よ
っ
て
各
市
、
郡
に
よ
っ
て
州
の
基
準
よ
り
も
厳
し
い
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
は
拒
ま

な
い
と
し
て
い
る
�

。
日
本
に
お
い
て
活
断
層
法
を
制
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
規
定
が
存
在
す
れ
ば
、
各
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ

の
事
情
に
合
わ
せ
て
条
例
に
よ
っ
て
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
西
宮
市
の
よ
う
な
断
層
地
帯
の
規
制
の
あ
り
方
を
十
分

に
考
慮
で
き
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
� 

�
。

四
、
事
例
か
ら
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

目
黒
ら
「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
活
断
層
対
策
の
展
望
」
活
断
層
研
究
二
八
号 

九
一
頁
に

示
さ
れ
た
よ
う
に
、
地
質
学
等
の
科
学
者
ら
が
、
日
本
の
活
断
層
の
状
況
（
日
本
は
人
口
集
密
で

あ
り
な
が
ら
、
人
口
の
多
く
が
活
断
層
上
に
生
活
を
し
て
い
る
現
状
）
か
ら
、
活
断
層
法
を
制
定

し
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
は
、
住
民
生
活
に
混
乱
を

生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
趣
旨
に
お
い
て
は
政
策
的
意
味
に
お
い
て
的
確
な
指
摘
か
も
し
れ
な
い
が
、

住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
の
観
点
か
ら
活
断
層
上
の
建
築
物
の
耐
震
・
免
震
構
造
の
強
化
も
含
め

て
、
一
定
の
土
地
利
用
規
制
を
行
う
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
日
本
国
内
で
活

断
層
上
の
土
地
利
用
祖
規
制
す
る
法
律
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
上
記
科
学
者
ら
の
指
摘
か
ら
も

理
解
は
で
き
る
も
の
の
、
活
断
層
上
に
建
築
物
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
建
築
物
へ
の
影
響
は
極

め
て
大
き
く
、
断
層
上
ま
た
は
そ
の
近
傍
に
居
住
す
る
住
民
は
不
安
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う

し
た
住
民
の
意
識
に
つ
い
て
、
川
西
勝
氏
（
読
売
新
聞
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
活
断
層
の
周
辺
に

表1　一般住民による土地利用規制への是非

※川西勝「活断層近傍に暮らす住民の危機管理意識に関する調査」
　第25回日本自然災害学会学術講演会概論集（2006年）

建物は一切建てさせない
　　16％

学校や病院など
の主要な防災拠
点施設は規制す
る
36％

なるべく建設し
ないよう指導・
助言する
33％

規制や指導は
すべきでない
7％

わからない　8％
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暮
ら
す
住
民
の
多
く
が
何
ら
か
の
規
制
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、規
制
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
の
は
全
体
の
七
％
に
す
ぎ
な
い（
表

一
参
照
）。

　

ま
た
、
市
町
村
の
都
市
計
画
担
当
者
、
防
災
担
当
者
に
対
し
て
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
増
田
聡
、

村
山
良
之
両
氏
の
調
査
�

に
よ
れ
ば
、
表
二
、三
、
の
結
果
の
よ
う
に
、
一
定
の
公
共
性
の
あ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
活
断
層
上
に
建
設
さ

せ
な
い
等
の
立
地
規
制
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
支
持
が
あ
り
、
ま
た
、
規
制
方
法
に
つ
い
て
は
、
西
宮
市
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
一
定

の
開
発
事
業
で
の
地
質
調
査
や
、
活
断
層
情
報
の
提
供
で
一
定
の
支
持
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
活
断
層
法
に
お
い
て
規
制
対
象
と
さ
れ
る
居
住
用
建
築
物
（
表
二
に
お
い
て
は
、
集
合
住
宅
、
戸
建
住
宅
が
こ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
）
に

つ
い
て
は
、
顕
著
に
支
持
さ
れ
て
い
る
施
設
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
増
田
、
村
山
両
氏
の
調
査
の
中
で
は
こ
の
点
に
つ
い

て
の
分
析
等
は
見
ら
れ
な
い
が
、
居
住
用
建
築
物
を
対
象
と
し
た
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
、
防
災
両
担
当
者
か
ら
あ
ま
り
支

持
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
居
住
用
建
築
物
を
対
象
と
し
た
土
地
利
用
規
制
を
行
う
こ
と
が
、
住
民
と
行
政
当
局
と
の
間
で
の
紛
争
の
原

因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
の
担
当
者
と
し
て
は
あ
ま
り
支
持
で
き
な
い
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
居
住
用
建

築
物
に
比
べ
て
、
病
院
や
教
育
施
設
に
対
す
る
活
断
層
上
の
立
地
規
制
支
持
率
が
顕
著
に
高
い
こ
と
か
ら
、
公
共
性
や
災
害
時
の
避
難
所
と

し
て
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
中
田
高
、
隈
元
崇
両
氏
の
研
究
「
活
断
層
位
置
情
報
か
ら
み
た
土
地
利
用
の
問
題

点
と
『
活
断
層
法
』
に
つ
い
て
‐
活
断
層
詳
細
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
の
活
用
例
（
１
）
学
校
施
設
と
活
断
層
‐
」
に
お
い
て
は
、
全
国

四
万
三
千
三
百
六
十
の
学
校
施
設
（
こ
の
研
究
の
中
で
は
、
小
・
中
・
高
校
、
高
専
、
短
大
、
大
学
と
養
護
学
校
を
含
む
）
と
活
断
層
の
位

置
関
係
に
つ
い
て
調
査
を
し
、
活
断
層
（
明
確
な
活
断
層
に
推
定
さ
れ
る
活
断
層
を
加
え
た
も
の
）
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
在
す

る
施
設
が
千
五
、
そ
の
中
で
も
極
め
て
活
断
層
に
近
い
活
断
層
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
在
す
る
施
設
が
五
百
七
十
一
、
活
断
層
直
上

に
存
在
す
る
施
設
も
二
百
二
十
五
と
さ
れ
て
い
る
�

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
中
田
氏
ら
は
、
活
断
層
上
の
学
校
施
設
に
つ
い
て
の
耐
震
基

準
を
、
活
断
層
に
よ
る
影
響
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
必
要
性
を
訴
え
て
お
り
、
学
校
の
他
に
も
、
幼
稚
園
や
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
と
い
っ

た
公
共
性
の
高
い
建
物
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
の
危
険
施
設
が
活
断
層
上
ま
た
は
そ
の
近
傍
に
多
数
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
�

。
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こ
の
よ
う
な
、
住
民
の
意
識
、
自
治
体
の
防
災
・
都
市
計
画
担
当
者
の
意
識
か
ら
、
科
学
的
に
は
断
層
の
発
見
が
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、

現
存
す
る
断
層
や
、
そ
の
存
在
が
疑
わ
れ
る
も
の
、
今
後
の
地
質
調
査
等
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
一
定
の
建
築
物
に
対
す

る
制
限
を
講
じ
る
こ
と
は
、
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
行
政
や
住
民
代
表
た
る
議
会
に
と
っ
て
十
分
検
討
す
べ
き
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
、
以
下
、
西
宮
市
の
条
例
と
国
の
法
令
と

の
関
係
性
、
条
例
に
よ
っ
て
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規

制
を
行
う
こ
と
合
理
性
の
検
討
を
す
る
。

　

憲
法
第
九
四
条
に
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財

産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政
を
執
行
す

る
権
能
を
有
し
、
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
地
方
自
治
法
第

一
四
条
第
一
項
に
は
「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
令

に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
第
二
条
第
二
項
の
事
務

に
関
し
、
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は
、
法
律
に
反
す
る

条
例
の
制
定
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
�

、

判
例
に
お
い
て
も
上
乗
せ
条
例
や
横
出
し
条
例
に
つ
い

て
も
認
め
て
お
り
�

、
条
例
と
国
の
法
令
と
の
関
係
性

の
検
討
に
あ
た
っ
て
、「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
と
い
う

性
格
で
の
国
の
法
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
お

く
。
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西
宮
市
に
お
け
る
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
係
る
条
例
は
、
旧
条
例
「
西
宮
市
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
と
現
行
条
例
「
開

発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
」
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
条
例
が
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、

兵
庫
県
南
部
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
市
街
地
の
再
開
発
・
復
興
等
の
趣
旨
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
条
例
に
よ
ら
な
い
制
限
と
し
て
、

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
二
月
二
十
六
日
法
律
第
十
四
号
）
も
地
震
後
に
制
定
さ
れ
、
従
来
の
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準

法
の
規
制
と
合
わ
せ
て
、
被
災
地
の
復
興
の
た
め
に
様
々
な
制
限
が
置
か
れ
た
。
上
記
二
つ
の
条
例
は
い
ず
れ
も
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条

例
で
あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
と
国
の
法
令
と
の
抵
触
関
係
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

①
法
令
に
よ
る
規
制
対
象
事
項
を
、
法
令
と
は
異
な
る
目
的
の
下
に
条
例
に
よ
っ
て
規
制
で
き
る
か
。

②
法
令
に
よ
る
地
域
指
定
と
そ
こ
で
の
行
為
規
制
に
関
し
て
、
条
例
に
よ
っ
て
そ
の
指
定
地
域
の
外
の
地
域
に
お
い
て
同
一
目
的
又
は
異
な

る
目
的
の
下
に
規
制
が
行
え
る
か
。

③
法
令
が
一
定
規
模
・
基
準
以
上
の
事
項
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
、
条
例
に
よ
っ
て
そ
の
一
定
規
模
・
基
準
未
満
の
同
一
事
項
を
同
一
目

的
で
規
制
で
き
る
か
。

④
法
令
が
規
制
し
て
い
る
事
項
と
同
一
事
項
に
つ
い
て
、
条
例
に
よ
っ
て
さ
ら
に
厳
し
い
規
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

⑤
法
令
が
一
定
の
要
件
又
は
基
準
を
設
け
て
い
る
場
合
に
、
法
令
の
要
件
又
は
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
事
項
を
条
例
に
よ
っ
て
追
加
規

制
で
き
る
か
。

⑥
法
令
が
許
可
等
に
係
ら
し
め
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
条
例
に
よ
っ
て
そ
の
同
一
事
項
に
対
し
法
令
と
同
一
又
は
異
な
る
目
的
の
下
に
、

要
件
を
加
重
・
追
加
し
、
届
出
・
協
議
・
勧
告
と
い
っ
た
形
の
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
。

※
成
田
頼
明
『
都
市
づ
く
り
条
例
の
諸
問
題
』（
一
九
九
二
年
、第
一
法
規
出
版
）
一
三
頁
、三
辺
夏
雄
「
条
例
制
定
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
点
」

小
林
重
敬
編
著
『
地
方
分
権
時
代
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
』（
一
九
九
九
年
、
学
芸
出
版
社
）
一
四
頁
‐
一
五
頁
。

　

こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
西
宮
市
の
条
例
と
比
較
し
て
み
る
と
、
抵
触
す
る
可
能
性
と
し
て
は
①
法
律
と
条
例
の
目
的
の
差
異
、
⑤
法

律
に
定
め
て
い
る
要
件
に
関
し
て
、
法
律
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
追
加
規
制
、
⑥
許
可
等
に
あ
た
っ
て
の
要
件
の
追
加
等
が
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挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
旧
条
例
「
西
宮
市
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
は
、「
阪
神
・
淡
路

大
震
災
か
ら
の
市
街
地
の
復
興
（
以
下
「
市
街
地
の
復
興
」
と
い
う
。）
に
際
し
、
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
も
っ
て
安
全
で

活
力
あ
る
市
街
地
を
形
成
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（
同
条
例
第
一
条
‐
下
線
筆
者
）
と
し
て
お
り
、
一
方
で
抵
触
す
る
可
能
性
の
あ
る
建
築
基

準
法
の
目
的
は
、「
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
設
備
及
び
用
途
に
関
す
る
最
低
の
基
準
を
定
め
て
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護

を
図
り
、
も
つ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
同
法
第
一
条
‐
下
線
筆
者
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ

れ
ら
の
目
的
は
、
条
例
で
は
「
安
全
で
活
力
あ
る
市
街
地
形
成
」
と
い
う
、
都
市
機
能
の
充
実
を
目
的
と
し
て
い
る
一
方
で
、
建
築
基
準
法

は
「
国
民
の
生
命
・
健
康
・
財
産
の
保
護
を
図
り
、
公
共
の
福
祉
の
増
進
」
と
い
う
、
国
民
各
個
人
の
利
益
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う

に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
条
例
の
目
的
は
、
法
律
の
目
的
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
法
律
と

条
令
の
目
的
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
や
都
市
計
画
法
は
そ
の
目
的
を
か
な
り
ひ
ろ
く
定
め
て
お
り
、
こ
う
し
た
定
め
方
が
い
つ

の
時
代
に
も
適
合
す
る
よ
う
な
包
括
的
・
総
合
的
に
定
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
条
例
が
独
自
の
目
的
（
防
災
や
景
観

保
護
等
）
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
法
律
の
目
的
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
断
言
で
き
る
か
は
問
題
と
な
る
と
の

指
摘
も
あ
る
�

。
⑤
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
は
、
同
法
第
六
条
第
四
項
�

の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
、
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
等
の
他
、

そ
の
他
の
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
き
、
法
に
照
ら
し
て
、
建
築
行
為
が
適
合
す
る
場
合
は
、
監
督
行
政
庁
は
建
築
行
為

を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
条
例
の
施
行
規
則
及
び
運
用
基
準
に
お
い
て
、
活
断
層
近
傍
の
土
地
利
用
規
制
が

な
さ
れ
る
と
す
る
と
法
に
照
ら
す
と
、
一
見
抵
触
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
例
の
内
容
は
、
一
定
規
模
以
上
の

開
発
に
つ
い
て
は
地
質
調
査
を
求
め
る
こ
と
や
、
活
断
層
情
報
の
提
供
等
で
あ
る
た
め
、
活
断
層
近
傍
の
土
地
利
用
を
禁
止
す
る
よ
う
な
規

制
的
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
抵
触
の
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
⑥
要
件
等
の
追
加
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
、
条
例
は
施
行
規
則
等

に
お
い
て
、
法
律
に
お
け
る
要
件
（
建
築
主
の
確
認
申
請
・
建
築
主
事
の
確
認
等
）
に
追
加
し
て
、
追
加
書
類
の
提
出
や
第
三
者
の
意
見
書

の
要
求
そ
の
他
の
活
断
層
に
関
す
る
要
件
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
法
律
と
同
一
目
的
と
は
い
え
な
い
条
例
に
よ
っ
て
追
加
要
件
を
課
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す
こ
と
は
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
最
高
裁
判
決
判
旨
に
照
ら
す
と
、
法
律
の
目
的
を
阻
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性

が
あ
る
が
、
こ
の
条
例
に
よ
り
活
断
層
近
傍
の
土
地
利
用
規
制
を
行
う
こ
と
は
、
当
該
活
断
層
で
の
地
震
活
動
が
起
こ
っ
た
際
の
、
建
物
・

住
民
へ
の
被
害
を
最
小
限
度
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
は
建
築
基
準
法
の
目
的
で
あ
る
「
国
民
の
生
命
・
健
康
・
財
産
の
保
護
を
図

る
」
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
条
例
の
規
制
は
、
結
果
的
に
は
住
民
の
生
命
・
財
産
の
保
護
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
要
件
の
追
加
は
、
建
築
の
制
限
・
禁
止
と
い
う
厳
格
な
規
制
を
行
わ
な
い
た
め
に
も
、
十
分
な
検
査
・
審
査
を

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
も
、
要
件
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
法
律
と
の
抵
触
関
係
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
現
行
条
例
「
開
発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
法
律
と
条
例
目
的
の
目
的
に
関
し
て
は
、

建
築
基
準
法
は
上
記
の
と
お
り
、「
国
民
の
生
命
・
健
康
・
財
産
の
保
護
を
図
り
、
公
共
の
福
祉
の
増
進
」
と
い
う
、
国
民
各
個
人
の
利
益

保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
条
例
で
は
「
開
発
事
業
及
び
小
規
模
開
発
事
業
の
施
行
に
関
し
、
そ
の
着
手
前
に
必
要
な
手
続
、

事
業
の
施
行
に
伴
う
公
共
施
設
等
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
住
環
境
の
形
成
及
び
保
全
並
び
に
安
全
で

快
適
な
都
市
環
境
を
備
え
た
市
街
地
の
形
成
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お
り
（
同
条
例
第
一
条
）、
こ
れ
は
旧
条
例
と
同
じ
く
都
市
機

能
の
充
実
を
目
的
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
で
条
例
の
目
的
は
、
法
律
の
目
的
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
、
⑥
に
つ
い
て
は
条
例
自
体
の
規
制
趣
旨
が
同
じ
も
の
と
し
て
旧
条
例
か
ら
継
続
し
て
い
る
た
め
、
上
記
と
同

様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
条
例
の
規
制
に
よ
り
、
建
築
基
準
法
の
目
的
の
国
民
各
個
人
の
利
益
保
護
と
は
結
果
的
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
と
し
て
も
、
地
権
者
の
権
利
と
し
て
、
宅
地
造
成
や
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
そ
の
他
の
施
設
建
設
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
す
る
は
ず
の
者

と
そ
の
施
設
を
利
用
又
は
、
当
該
地
域
に
居
住
す
る
で
あ
ろ
う
住
民
と
の
間
で
の
争
い
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
現
行
条
例
に
は
附
属

条
例
と
し
て
、
開
発
事
業
等
に
係
る
紛
争
調
整
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
西
宮
市
条
例
第
七
十
五
号
）
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し

た
事
業
者
等
と
住
民
ら
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
っ
て
一
定
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
西
宮
市
の
条
例
が
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
規
定
し
、
指
導
を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
、
行
政
指
導
に

と
ど
ま
っ
て
る
以
上
、
国
の
法
令
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
抵
触
の
可
能
性
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
条
例
に
よ
っ
て
よ
り
厳
格
に
活
断
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層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
目
的
等
か
ら
国
の
法
令
と
抵
触
す
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
法
の
趣
旨
と
条
例
の
趣
旨
を

照
ら
し
た
場
合
、
同
意
義
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
活
断
層
の
存
在
す
る
地
域
に
お
い
て
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
や
、
活
断
層
に
よ
る

被
害
を
最
小
限
度
に
抑
制
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
法
に
よ
る
要
請
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
�

。

五
、
ま
と
め

　

西
宮
市
の
条
例
が
い
ず
れ
も
震
災
後
の
復
興
と
し
て
の
都
市
機
能
の
充
実
及
び
、
復
興
後
に
つ
い
て
も
安
全
な
都
市
の
形
成
と
い
う
点
を

目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
建
築
物
の
建
設
等
の
規
制
に
つ
い
て
定
め
る
建
築
基
準
法
の
目
的
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
が
、
条
例
の
目

的
は
異
な
る
に
せ
よ
、
条
例
が
求
め
て
い
る
結
果
は
、
住
民
が
安
全
・
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
住
民
の
利
益
に
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
条
例
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
住
民
の
生
命
・
財
産
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
な
が
ら

も
、
そ
の
方
法
と
し
て
安
全
に
暮
ら
せ
る
都
市
の
形
成
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
律
と
条
例
に
明
記
さ
れ
て
い
る
目
的
こ
そ
異
な
る

も
の
の
、
そ
れ
ら
の
趣
旨
は
、
前
述
の
と
お
り
、
住
民
（
国
民
）
の
利
益
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
西
宮
市
は
、
六
甲
・
淡
路
島
断
層
帯

の
一
角
に
位
置
し
、
活
断
層
の
存
在
が
明
ら
か
な
地
域
で
あ
る
以
上
、
行
政
と
し
て
は
そ
う
し
た
活
断
層
近
傍
の
住
民
等
に
対
し
て
警
戒
す

る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
必
要
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
活
断
層
近
傍
に
新
た
に
建
築
物
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
の
地
質
の
調
査
や
場
合
に

よ
っ
て
は
建
設
禁
止
の
措
置
を
と
る
こ
と
も
、
住
民
の
意
識
と
照
ら
せ
ば
合
理
性
な
方
針
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
六
甲
・

淡
路
島
断
層
帯
の
中
で
も
西
宮
市
の
含
ま
れ
る
六
甲
山
地
南
縁
−
淡
路
島
東
岸
区
間
の
30
年
以
内
の
地
震
発
生
確
率
は
ほ
ぼ
〇
％
〜
〇
．

九
％
で
あ
り
、
一
〇
〇
年
以
内
の
発
生
確
率
も
ほ
ぼ
〇
％
〜
五
％
で
あ
る
と
こ
ろ 

、
ど
こ
ま
で
対
策
を
講
じ
る
べ
き
か
、
慎
重
に
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

　

活
断
層
評
価
に
よ
る
確
率
の
高
低
に
よ
っ
て
、
規
制
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
政
が
条
例
に
よ
っ
て
規
制
を
す
る

際
の
根
拠
と
し
て
示
す
場
合
に
は
必
要
と
な
る
一
つ
の
指
標
で
は
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
建
築
基
準
法
第
三
九
条
�

の
適
用
に
よ
っ
て
、
活
断

層
上
の
地
域
に
つ
い
て
土
地
利
用
規
制
を
行
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
�

、
こ
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
出
さ
れ
た
通
知
（
昭
和
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四
十
年
建
設
省
住
指
発
一
九
三
号
）
に
お
い
て
、「
①
過
去
に
お
け
る
災
害
発
生
の
頻
度
。
将
来
に
お
け
る
災
害
発
生
の
確
実
性
。
そ
の
災

害
は
公
共
的
観
点
か
ら
建
築
制
限
に
よ
っ
て
予
防
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
。
②
建
築
制
限
の
内
容
限
度
等
が
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
最
小
限
度
の
も
の
か
ど
う
か
。」
の
二
点
が
災
害
危
険
区
域
の
指
定
条
例
の
必
要
性
・
妥
当
性
判
断
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
①
の
判

断
基
準
か
ら
、
地
震
の
発
生
確
率
も
一
つ
の
重
要
な
指
標
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
建
築
基
準
法
第
三
九
条
の
災
害
危
険
区
域
の
指
定
に

つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
が
「
名
古
屋
市
臨
海
部
防
災
区
域
建
築
条
例
」
を
制
定
し
、
港
湾
地
域
が
津
波
高
潮
出
水
の
被
害
に
あ
っ
た
場
合
で

も
被
害
が
最
小
限
度
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
内
の
建
築
物
の
１
階
床
高
の
高
さ
を
制
限
す
る
規
制
を
行
っ
て
い
る
�

。
現
在
災
害
危

険
区
域
は
、
津
波
高
潮
出
水
や
地
す
べ
り
等
の
災
害
の
危
険
性
に
対
し
て
、
多
く
の
自
治
体
で
条
例
に
よ
る
区
域
内
の
建
築
制
限
等
が
行
わ

れ
て
い
る
。
現
行
制
度
の
下
で
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
第
三
九
条
に
基
づ
く
規
制
が
一
つ
の
導
入
可
能
な
方

法
と
し
て
検
討
で
き
る
だ
ろ
う
�

。

　

震
災
後
に
、
都
市
機
能
の
充
実
の
た
め
に
西
宮
市
の
よ
う
な
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
都
市
形
成
や
防
災
型
都
市
形
成
の
た

め
の
効
果
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
住
民
意
識
調
査
結
果
（
表
一
）
の
よ
う
に
、
住
民
の
多
く
は
活
断
層
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合
は
、
そ
の
近
傍
に
建
築
物
の
建
設
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
消
極
的
で
あ
る
と
調
査
結
果
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た

め
、
万
が
一
地
震
が
発
生
し
た
場
合
で
も
被
害
が
最
小
限
に
食
い
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
が
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
口
流
出
が

続
く
、
東
日
本
大
震
災
の
過
疎
の
被
災
地
で
も
、
住
民
を
呼
び
戻
す
こ
と
や
、
都
市
を
再
生
し
て
住
民
と
と
も
に
防
災
型
都
市
を
構
築
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
西
宮
市
の
条
例
は
、
都
市
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
の
目
的
の
下
で
制
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

今
後
、
防
災
・
減
災
を
目
的
と
し
て
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
行
う
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
は
、
防
災
・
減
災
が
結
果
と
し
て
活

断
層
近
傍
の
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
、
活
断
層
上
の
新
規
の
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
禁
止
・
一
定
の
規
制

を
行
う
よ
う
条
例
で
定
め
る
こ
と
は
、
国
の
法
令
と
の
関
係
で
抵
触
す
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
等
が
活
断

層
近
傍
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、
建
設
さ
れ
た
の
ち
に
そ
こ
に
居
住
す
る
住
民
の
生
命
・
財
産
は
だ
れ
が
保
護
す
る
の
か
と
い
う
問
題

が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
責
任
は
行
政
が
負
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
行
政
に
は
病
院
や
学
校
等
又
は
災
害
時
の
避
難
場
所
と
な
る
よ
う
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な
施
設
が
活
断
層
の
近
傍
に
建
設
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
義
務
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
建
築
基
準
法
第
40
条
で
は
、「
地

方
公
共
団
体
は
、
そ
の
地
方
の
気
候
若
し
く
は
風
土
の
特
殊
性
又
は
特
殊
建
築
物
の
用
途
若
し
く
は
規
模
に
因
り
、
こ
の
章
の
規
定
又
は
こ

れ
に
基
く
命
令
の
規
定
の
み
に
よ
つ
て
は
建
築
物
の
安
全
、
防
火
又
は
衛
生
の
目
的
を
充
分
に
達
し
難
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
条

例
で
、
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
し
て
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
必
要
な
制
限
を
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と

規
定
し
て
お
り
、条
例
に
よ
っ
て
法
律
の
制
限
に
附
加
す
る
規
制
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、同
法
第
一
条
に
お
い
て
「
建

築
物
の
敷
地
、
構
造
、
設
備
及
び
用
途
に
関
す
る
最
低
の
基
準
を
定
め
て
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
を
図
り
、
も
つ
て
公
共

の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
し
て
、
法
に
お
い
て
は
最
低
の
基
準
を
規
定
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
条
例
に

よ
っ
て
上
乗
せ
・
横
だ
し
規
制
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
主
条
例
に
よ
っ
て
横
出
し
規
制
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
が
、
上
乗
せ
規
制
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
� 

�
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
条
例
制
定
過
程
で

の
法
令
と
の
関
連
の
検
討
に
際
し
て
、
条
例
制
定
の
必
要
性
を
憲
法
上
の
人
権
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
強
力
な
切
り
札
に
な
り

得
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
�

、
住
民
の
生
命
・
財
産
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
を
根
拠
と
し
て
規
制
を
か
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
本
来
は
、
こ
う
し
た
規
定
は
、
地
震
大
国
日
本
に
お
い
て
は
国
の
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
べ
き
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
前
に
も
述

べ
た
と
お
り
、
活
断
層
法
の
制
定
は
困
難
で
あ
る
と
の
科
学
者
の
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
に
、
今
後
も
そ
う
し
た
法
整
備
は
進
行
し
な

い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
各
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
を
活
用
し
て
、
活
断
層
周
辺
の
建
築
物
の
建
設
制
限
や
液
状
化
す
る
可

能
性
の
あ
る
地
域
の
地
質
調
査
を
行
う
よ
う
、
事
業
主
に
義
務
付
け
る
こ
と
が
、
住
民
の
生
命
・
財
産
の
保
護
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
大
規
模
な
液
状
化
現
象
等
の
解
決
の
た
め
に
、
今
後
の
各
地
方
自
治
体
の
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
西
宮
市
の
条
例
で
は
一
般
の
住
宅
等
は
規
制
の
対
象
外
に
あ
り
、
そ
う
し
た
一
般
の
住
宅
等
に
つ
い
て
も
今
後
、
活
断

層
地
震
や
液
状
化
の
被
害
を
最
小
限
度
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
律
が
全
国
一
律
の
規
制

と
な
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
解
消
す
る
た
め
に
、
活
断
層
が
多
く
存
在
す
る
地
域
に
関
し
て
は
、
憲
法
第
九
五
条
の
地
方
自
治
特
別
法
の
制

定
を
用
い
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
を
行
う
、
も
し
く
は
条
例
に
委
任
す
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 
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六
、
お
わ
り
に

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
地
域
で
は
、
市
街
地
の
復
興
等
が
今
後
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
千
葉
県
沿
岸
部
等
の
液
状
化
が
生

じ
た
地
域
で
も
今
後
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。
行
政
主
体
で
あ
る
自
治
体
が
被
災
す
る
中
で
、
復
興
や
再
開
発
等
に
係

る
計
画
の
策
定
や
条
例
の
制
定
は
困
難
で
は
あ
ろ
う
が
、
国
の
支
援
の
下
で
、
今
後
の
住
民
生
活
の
安
全
・
安
心
の
た
め
に
も
早
急
に
対
策

を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
ま
た
、
原
発
事
故
後
、
京
都
府
が
防
災
計
画
を
改
定
し
、
原
発
周
辺
の
住
民
に
対
す
る
避
難
区
域
の
拡
大

を
図
る
こ
と
を
決
め
、
ま
た
滋
賀
県
で
も
同
様
に
原
発
事
故
に
関
す
る
防
災
重
点
区
域
（
緊
急
防
護
措
置
区
域
‐
Ｕ
Ｐ
Ｚ
）
の
範
囲
拡
大
を

行
う
な
ど
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
て
い
な
い
自
治
体
の
取
り
組
み
も
今
後
一
層
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
西
宮
市
に
お
い

て
も
、
東
日
本
大
震
災
後
、
津
波
浸
水
危
険
区
域
の
見
直
し
に
よ
り
、
津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
津
波
避
難
ビ

ル
を
含
め
た
津
波
浸
水
危
険
区
域
内
の
建
築
物
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
と
と
も
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

ろ
う
�

。
津
波
浸
水
被
害
に
関
し
て
は
、
名
古
屋
市
の
条
例
の
よ
う
に
沿
岸
部
の
床
高
制
限
を
設
定
す
る
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
津
波
被
害
に

対
応
す
る
た
め
の
条
例
制
定
の
可
能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
い
て
も
、
建
築
基
準
法
第
三
九
条
に
よ
り
災
害

危
険
区
域
を
設
定
し
た
事
例
�

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
今
後
積
極
的
に
こ
う
し
た
制
度
の
活
用
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
二
年
二
月

に
は
徳
島
県
が
震
災
対
策
推
進
条
例
（
仮
称
）
の
素
案
を
示
し
、
こ
こ
で
は
、
学
校
等
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制

を
行
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
今
後
、
民
間
施
設
に
も
規
制
を
行
う
の
か
、
ど
の
程
度
の
規
制
に
す
る
の
か
条
例
の
制
定
が
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
は
、
都
市
機
能
の
充
実
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
こ
れ
に
防
災
・
減
災
、
住
民
の
生

命
・
財
産
の
保
護
と
い
う
趣
旨
を
も
踏
ま
え
、
よ
り
厳
格
な
規
制
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
被
災
自
治

体
や
今
後
災
害
対
策
を
行
う
自
治
体
の
た
め
に
も
、
国
に
お
い
て
は
早
急
に
法
整
備
を
含
め
た
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
�

。
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〇
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さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
本
稿
条
例
内
容
の
確
認
等
、
研
究
に
関
し
て
多
大
な

有
益
な
情
報
を
頂
戴
し
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
西
宮
市
役
所
都
市
局
建
築
・
開
発
指
導
部
、
開
発
指
導
グ
ル
ー
プ
森
課
長
補
佐
、
米
沢
係

長
を
は
じ
め
、
同
部
、
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ
塩
山
係
長
、
防
災
・
安
全
局
防
災
・
安
全
総
括
室
、
防
災
対
策
グ
ル
ー
プ
竹
田
グ
ル
ー
プ
長
の

協
力
な
く
し
て
今
回
の
研
究
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
改
め
て
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　

ま
た
、ご
意
見
を
頂
い
た
兵
庫
県
県
土
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
局
都
市
計
画
課
開
発
調
整
室
、徳
島
県
危
機
管
理
部
南
海
地
震
防
災
課
の
方
々

に
も
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

⑴　

地
震
と
そ
れ
に
伴
う
津
波
、
原
子
力
災
害
を
合
わ
せ
て
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
の
閣
議
に
お
い
て
「
東
日
本
大
震
災
」
と
称
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
た
。
以
下
地
震
の
こ
と
の
み
を
指
す
場
合
も
東
日
本
大
震
災
と
表
記
。

⑵　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
は
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
発
表
で
は
、
人
的
被
害
・
死
者
一
万
五
千
八
百
六
十
六
名
、

行
方
不
明
者
二
千
九
百
四
十
六
名
、
建
築
物
被
害
・
全
壊
十
三
万
四
百
三
十
六
戸
、
半
壊
二
十
六
万
二
千
九
百
七
十
五
戸
、
一
部
損
壊

七
十
一
万
七
千
七
百
六
十
八
戸
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
戦
後
最
大
と
い
わ
れ
た
阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
る
被
害
（
死
者
・
行
方
不
明
者
六
千
四
百
三
十
四

名
、
建
築
物
被
害
計
六
十
三
万
九
千
六
百
八
十
六
棟
（
住
家
に
限
る
））
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

⑶　

東
京
大
学
地
震
研
究
所
の
研
究
チ
ー
ム
が
試
算
し
た
と
こ
ろ
、「
四
年
以
内
に
首
都
直
下
地
震
が
起
き
る
可
能
性
七
十
％
」
─
読
売
新
聞
二
〇
一
二

年
一
月
二
十
三
日
。
京
都
大
学
防
災
研
究
所
の
試
算
で
は
「
五
年
以
内
に
首
都
直
下
地
震
が
送
る
可
能
性
二
十
八
％
」
─
朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
二
月

一
日
。

⑷　

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
千
葉
、
埼
玉
の
八
県
で
、
合
計
二
百
三
十
七
の
市
町
村
役
場
本
庁
舎

が
被
災
を
し
、
う
ち
二
十
八
自
治
体
に
お
い
て
役
場
機
能
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
の
移
転
を
必
要
と
し
て
い
る
。
中
央
防
災
会
議
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
を
教
訓
と
し
た
地
震
・
津
波
対
策
に
関
す
る
専
門
調
査
会
第
一
回
会
合
参
考
資
料
二
「
被
害
に
関
す
る
デ
ー
タ
等
」
一
〇
頁
参
照
。
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⑸　

市
町
村
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
様
々
な
行
政
と
し
て
の
対
応
を
行
う
主
体
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
（
同
法
第
五
条
、

第
一
六
条
や
第
五
〇
条
以
下
の
災
害
発
生
時
の
災
害
応
急
対
策
の
多
く
の
対
策
の
主
体
は
市
町
村
で
あ
る
）、
大
規
模
災
害
と
も
な
れ
ば
、
そ
の
負
担

は
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う
こ
と
か
ら
、
大
規
模
災
害
時
に
は
行
政
が
機
能
不
全
に
陥
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
役
場
が
機
能
不
全
と
な
る
事
態
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
の
欠
陥
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
産
経
ニ
ュ
ー
ス
二
〇
一
一
年
三

月
二
十
三
日http://sankei.jp.m

sn.com
/affairs/new

s/110323/dst11032319500053-n1.htm

）。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
三
日
に
開

催
さ
れ
た
、
中
国
地
方
に
お
け
る
大
規
模
地
震
に
対
す
る
検
討
委
員
会
（
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局http://w

w
w

.cgr.m
lit.go.jp/zisin_

iinkai/

）
第
三
回
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
役
場
や
防
災
拠
点
が
機
能
し
な
い
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
役
場
機
能

や
防
災
拠
点
の
確
保
の
あ
り
方
が
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

被
災
自
治
体
の
な
か
で
津
波
に
よ
る
浸
水
被
害
が
あ
っ
た
地
域
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
第
三
十
九
条
に
基
づ
く
災
害
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る

条
例
の
生
定
。
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
一
日
福
島
県
相
馬
市
、
同
年
八
月
二
十
三
日
福
島
県
南
相
馬
市
な
ど
で
災
害
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
条
例

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
も
同
法
第
三
十
九
条
適
用
を
検
討
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
も
あ
る
。

⑺　

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
国
の
法
制
定
も
、
復
興
の
基
本
と
な
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
十
四
日
の
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
や
津
波
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
と
、
震
災
直
後
の
制
定
で
は
な
い
。

一
方
で
、
建
築
基
準
法
八
四
条
の
適
用
期
間
延
長
（
最
大
二
ヶ
月
の
適
用
期
間
を
最
大
八
ヶ
月
に
延
長
）
に
関
す
る
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な

被
害
を
受
け
た
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
九
日
法
律
三
十
四
号
）
は
比
較
的
早
い
段
階
で
成
立

し
て
い
る
。

⑻　

た
と
え
ば
、
議
会
に
防
災
に
関
す
る
特
別
の
委
員
会
の
設
置
を
義
務
付
け
、
大
規
模
災
害
に
よ
っ
て
行
政
や
議
会
の
機
能
が
十
分
に
機
能
し
な
い
場

合
に
、
そ
の
補
助
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
各
種
対
応
を
行
え
る
よ
う
な
制
度
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
例
の
兵
庫
県
西
宮
市
で
は
、
阪
神
淡
路

大
震
災
時
、
震
災
後
の
一
九
九
五
年
一
月
二
十
三
日
に
議
会
に
兵
庫
県
南
部
地
震
対
策
特
別
委
員
会
（
任
意
の
特
別
委
員
会
）
を
設
置
し
、
意
見
書
の

取
り
ま
と
め
等
を
行
っ
た
。
今
後
、
こ
う
し
た
防
災
対
策
の
特
別
な
組
織
を
地
方
議
会
内
に
も
設
定
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑼　

地
震
の
規
模
は
、M

j

（
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）
七
・
三
（
当
初
七
・
二
と
さ
れ
て
い
た
が
二
〇
〇
一
年
に
修
正
）
で
あ
り
、
西
宮
市
で
は
最
大

震
度
七
を
観
測
し
、
市
内
（
市
外
で
死
亡
し
た
市
民
を
含
む
）
の
死
者
は
千
百
四
十
六
名
、
全
半
壊
家
屋
は
六
万
千
二
百
三
十
八
世
帯
に
及
ん
だ
（
西

宮
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
阪
神
淡
路
大
震
災
の
ペ
ー
ジ
よ
りhttp://w

w
w

.nishi.or.jp/contents/00002053000200005.htm
l

）。
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⑽　

活
断
層
の
土
地
利
用
で
は
な
く
、
活
断
層
上
の
建
築
物
に
つ
い
て
耐
震
強
化
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
条
例
は
、
福
岡
市
に
存
在
す
る
「
福
岡
市
建
築

基
準
法
施
行
条
例
（
平
成
十
九
年
条
例
二
十
九
号
）」。
こ
こ
で
は
、
建
築
指
導
に
よ
っ
て
活
断
層
直
上
の
建
築
物
の
耐
震
強
度
を
上
乗
せ
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
‐
同
条
例
第
六
条
の
二
（
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
）
年
三
月
二
十
七
日
改
正
追
加
‐
同
年
十
月
一
日
施
行
）。

⑾　

こ
う
し
た
活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
も
の
の
他
、
三 

階
建
て
以
上
の
建
築
物
等
を
建
て
る
場
合
、
事
前
に
建
築
主
に
対
し
建
築
内
容

を
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
付
け
、建
築
物
等
の
耐
震
化
、不
燃
化
等
の
措
置
の
指
導
を
行
い
、二 

階
建
て
以
下
の
建
築
物
等
の
建
築
主
に
対
し
て
は
、「
開

発
事
業
に
関
す
る
指
導
要
綱
」
と
「
小
規
模
住
宅
等
指
導
要
綱
」
を
条
例
（
震
災
に
強
い
ま
つ
づ
く
り
条
例
）
施
行
と
同
日
に
改
正
し
、
建
築
物
等
の

耐
震
化
・
不
燃
化
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
き
た
。
ま
た
建
築
審
議
会
（
現
在
の
社
会
資
本
整
備
審
議
会
）
の
答
申
‐
「
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
、
経

済
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
新
た
な
建
築
行
政
の
在
り
方
に
関
す
る
答
申
」（
一
九
九
七
年
‐
平
成
九
年
‐
三
月
二
十
四
日
）（
３
）
震
災
を
踏
ま
え
新

た
な
視
点
か
ら
の
安
全
性
確
保
の
要
請
‐
に
お
い
て
、
阪
神
淡
路
大
震
災
後
の
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
「
着
工
前
に
行
わ
れ
る
建
築
確
認

の
み
な
ら
ず
施
工
時
の
中
間
検
査
や
工
事
完
了
時
の
完
了
検
査
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
違
反
建
築
物
に
対
す
る
是
正
措
置
や
違
反
行
為
を

行
っ
た
者
へ
の
罰
則
の
適
用
・
処
分
等
を
通
じ
て
、
違
反
行
為
に
対
す
る
抑
止
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
六
月
十
二
日
に
建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
り
中
間
検
査
制
度
が
導
入
さ
れ
、
西
宮
市
に
お
い
て
も
、
一
九
九
九
年
（
平
成

十
一
年
）
十
二
月
一
日
よ
り
三
階
建
て
以
上
の
戸
建
て
建
築
物
等
に
中
間
検
査
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

⑿　

国
土
地
理
院
技
術
資
料
と
し
て
、
西
宮
市
を
含
む
地
域
に
つ
い
て
は
一
九
九
六
年
に
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

⒀　

兵
庫
県
土
木
地
質
図
編
纂
委
員
会
監
修
、
初
版
は
一
九
九
六
年
三
月
出
版
。

⒁　

断
層
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
出
版
。

⒂　

西
宮
市
及
び
隣
接
地
域
地
質
図
（
一
九
六
七
年
）。

⒃　

http://w
w

w
.nishi.or.jp/hom

epage/boutai/08m
ap/03ekijyo/ekijo.htm

l

参
照
。

⒄　

増
田
聡
、
村
山
良
之
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
防
災
対
策
と
都
市
計
画
‐
防
災
型
土
地
利
用
規
制
に
向
け
て
‐
」
地
学
雑
誌
一
一
〇
巻
六
号

（
二
〇
〇
一
）
九
八
八
頁
。

⒅　

開
発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二 
年
西
宮
市
規
則
第
百
十
五
号
‐
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
施
行
）。

⒆　

西
宮
市
地
質
・
活
断
層
図
は
国
土
地
理
院
の
都
市
活
断
層
図
等
は
従
来
確
認
さ
れ
て
い
た
活
断
層
を
基
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
活

断
層
調
査
を
行
い
、
活
断
層
が
確
認
さ
れ
た
地
点
と
、
活
断
層
の
可
能
性
が
あ
る
地
点
を
記
し
た
も
の
と
し
て
西
宮
市
が
作
成
し
も
の
で
、
第
四
紀
後

半
（
数
十
万
年
前
か
ら
現
在
ま
で
）
の
間
に
、
繰
り
返
し
動
い
た
と
み
な
さ
れ
る
断
層
を
活
断
層
と
評
価
し
て
記
し
て
い
る
。http://w

w
w

.nishi.
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or.jp/hom
epage/boutai/04jisin/06tisitu/tisitu.pdf

参
照
。

⒇　

ま
た
、
現
行
の
「
開
発
事
業
等
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
」
に
お
い
て
、
活
断
層
の
情
報
を
確
認
す
る
資
料
と
し
て
は
、
条
例
規
則
中

に
示
さ
れ
て
い
る
「
市
が
作
成
し
た
地
質
活
断
層
図
（
西
宮
市
地
質
・
活
断
層
図
）
又
は
国
土
地
理
院
が
作
成
し
た
都
市
圏
活
断
層
図
」
の
ほ
か
に
、

西
宮
市
地
域
防
災
計
画
‐
平
成
二
十
三
年
度
版
‐
一
編
総
則
一
‐
十
三
に
は
、参
考
活
断
層
図
と
し
て
上
記
資
料
以
外
に
、活
断
層
研
究
会
編
『〔
新
編
〕

日
本
の
活
断
層
図
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
及
び
、
岡
田
篤
正
、
東
郷
正
美
編
『
近
畿
の
活
断
層
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

が
記
さ
れ
て
い
る
。

�　

横
須
賀
市
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
⒄
増
田
聡
、
村
山
良
之
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
防
災
対
策
と
都
市
計
画
‐
防
災
型
土
地
利
用
規
制
に
向

け
て
‐
」
九
八
八
頁
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
研
究
部
研
究
グ
ル
ー
プ
「
三
浦
半
島
断
層
群
の
地
震
発
生
可
能
性
と
活
断
層
上
の
土
地
利
用
‐
政
府

に
よ
る
評
価
結
果
と
横
須
賀
市
の
取
り
組
み
の
紹
介
‐
」http://w

w
w

.nliro.or.jp/disclosure/risk/index.htm
l

　

RISK　

N
o.67

（
二
〇
〇
三
・
三
）、
照
本
清
峰
、
中
林
一
樹
「
活
断
層
情
報
を
考
慮
し
た
防
災
対
策
と
住
民
の
意
識
構
造
」
地
学
雑
誌
一
一
六
巻
三
号

（
二
〇
〇
七
年
）
五
二
六
頁
参
照
。

�　

原
子
力
発
電
所
の
防
災
対
策
と
し
て
、
大
塚
久
哲
編
著
『
地
震
防
災
学
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
九
章
参
照
。

�　

建
築
基
準
法
施
行
規
則
に
お
い
て
建
築
基
準
関
連
法
規
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
は
建
築
基
準
法
以
外
に
、
消
防
法
、
屋
外
広
告
物
法
、
港
湾
法
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
、
駐
車
場
法
、
水
道
法
、
下
水
道
法
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
、
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
液
化
石

油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
、
都
市
計
画
法
、
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
、
自
転
車
の
安
全
利
用

の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
、
浄
化
槽
法
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
、
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
各
地
方

自
治
体
の
条
例
に
よ
っ
て
景
観
法
、
電
波
法
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
文
化
財
保
護
法
等
の
法
律
の
中
で
建
築
物
の

構
造
、
敷
地
、
建
築
設
備
に
関
す
る
規
定
及
び
こ
れ
に
係
る
政
省
令
、
条
例
の
規
定
と
適
合
す
る
か
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
（
す
べ
て
の
建
築
物
で

は
な
く
、
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
等
に
適
用
さ
れ
る
規
定
も
あ
る
）。

�　

条
例
に
よ
る
規
制
が
行
政
指
導
に
よ
る
規
制
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
条
例
が
上
乗
せ
・
横
出
し
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
の
法
令

と
正
面
か
ら
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
成
田
頼
明
『
都
市
づ
く
り
条
例
の
諸
問
題
』（
一
九
九
二
年
、
第
一
法
規
出
版
）
二
〇
頁
）。

�　

こ
の
点
、
横
須
賀
市
の
よ
う
に
地
区
計
画
に
よ
っ
て
活
断
層
上
の
建
築
物
設
置
を
禁
止
す
る
こ
と
が
条
例
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

は
、
法
律
と
条
例
の
関
係
で
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

�　

当
初
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
地
震
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
区
に
被
害
が
集
中
し
た
こ
と
か
ら
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
と
命
名
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さ
れ
た
。
地
震
の
規
模
はM

w

（
モ
ー
メ
ン
ト
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）
六
・
六
、震
源
の
深
さ
は
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
暫
定
発
表
で
は
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、

シ
ェ
ラ
メ
ド
レ
断
層
（
サ
ン
ア
ン
ド
レ
ア
ス
断
層
帯
）
の
破
断
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
な
お
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
と
被
害
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
諏
訪
彰
（
気
象
庁
地
震
課
長
）「
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
に
つ
い
て
」
地
震
予
知
連
絡
会
会
報
第
六
巻
（
一
九
七
一
年
九
月
）、
大
崎
順
彦
（
建

設
省
建
築
研
究
所
国
際
地
震
工
学
部
長
）「
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
と
建
築
の
被
害
」
土
と
基
礎
（
現
、
地
盤
工
学
会
誌
）
一
九
巻
八
号
（
通
巻
号

一
六
二
号
‐
一
九
七
一
年
八
月
）、
柴
田
碧
・
久
保
慶
三
郎
「
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
・
概
要
」
生
産
研
究
二
三
巻
八
号
（
一
九
七
一
年
八
月
）
参
照
。

な
お
、
前
掲
注
⑼
に
お
け
るM

j

（
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）
とM

w

（
モ
ー
メ
ン
ト
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
�
大
塚

久
哲
『
地
震
防
災
学
』
九
六
頁
が
詳
細
で
あ
る
。

　

ま
た
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
地
震
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Carl-H
enry Geschw

ind, California Earthquakes, The Johns H
opkins U

niversity 
Press, M

aryland, 2001, pp.165-191 "Responses to the San Fernando Earthquake of 1971"　

も
参
照
。

�　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
に
お
い
て
活
断
層
と
定
義
し
て
い
る
の
は
、
完
新
世
（
過
去
１
万
１
千
年
間
）
に
お
い
て
地
表
変
位
を
起
こ
し
た
断

層
で
あ
り
、
西
宮
市
が
作
成
し
た
西
宮
市
地
質
・
活
断
層
図
に
お
い
て
活
断
層
と
し
て
定
義
さ
れ
た
も
の
（
第
四
紀
後
半
‐
数
十
万
年
前
か
ら
現
在
ま

で
）
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
地
帯
設
定
の
断
層
評
価
の
た
め
に
潜
在
的
に
活
動
的
と
さ
れ
る
断
層
と
し
て
、
第
四
紀
（
約
二
百
万
年
前

か
ら
現
在
ま
で
）
に
地
表
変
位
の
あ
っ
た
断
層
を
定
義
し
て
い
る
。

�　

一
九
七
三
年
に
設
定
さ
れ
た
活
断
層
（
サ
ン
ア
ン
ド
レ
ア
ス
、
カ
ラ
ベ
ラ
ス
、
ヘ
イ
ワ
ー
ド
、
サ
ン
ジ
ャ
シ
ン
ト
断
層
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
断

層
か
ら
、
両
側
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
（
六
六
〇
フ
ィ
ー
ト
、
指
定
地
域
の
幅
と
し
て
は
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
が
、
特
別
調
査
地
帯
と
し
て
線
引
き
さ

れ
、
一
九
七
七
年
一
月
一
日
以
降
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
主
要
断
層
、
明
確
な
小
断
層
、
そ
の
他
複
雑
な
断
層
等
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

�　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
に
お
い
て
居
住
用
建
築
物
と
は
、
年
間
二
〇
〇
〇
人
時
間
以
上
（
単
身
者
で
一
日
八
時
間
程
度
）
人
が
滞
在
す
る
も

の
を
指
し
、
原
則
と
し
て
こ
れ
に
適
合
す
る
建
築
物
の
特
別
調
査
地
帯
内
の
設
置
は
禁
止
さ
れ
る
。
例
外
と
し
て
、
木
造
一
世
帯
住
宅
、
及
び
、
二
階

以
下
の
木
造
一
世
帯
住
宅
で
四
棟
以
上
の
開
発
授
業
の
一
部
で
な
い
場
合
や
、
建
築
価
格
の
50
％
を
超
え
な
い
増
改
築
が
規
定
さ
れ
て
あ
る
。

�　

断
層
と
直
角
方
向
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
溝
（
ト
レ
ン
チ
）
を
掘
っ
て
行
う
地
質
調
査
。

�　

Alquist-Priolo Earthquake Fault Zoning Act Sec.2621.9

ま
た
、
一
九
九
一
年
に
は
地
震
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
法
（Seism

ic H
azards 

M
apping Act

）
が
制
定
さ
れ
、
地
表
に
表
れ
て
い
な
い
断
層
周
辺
や
液
状
化
・
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
あ
る
地
域
を
設
定
し
、
そ
の
地
域
に
お
け
る

不
動
産
取
引
等
に
お
い
て
告
知
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
災
害
関
連
情
報
の
告
知
義
務
に
関
し
て
は
、
宅
地
建
物
の
取
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引
に
関
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
当
該
宅
地
建
物
が

土
砂
災
害
警
戒
区
域
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
告
知
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、California Civil Code Sec.1103

に

お
い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
に
基
づ
く
特
別
調
査
地
帯
内
か
ど
う
か
の
告
知
義
務
の
ほ
か
、
液
状
化
危
険
地
域
、
洪
水
危
険
地
域
、
山
火

事
等
の
火
災
危
険
地
域
な
ど
の
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
告
知
義
務
が
不
動
産
業
者
等
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。Alquist-Priolo Earthquake 

Fault Zoning Act

に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.consrv.ca.gov/cgs/codes/prc/Pages/chap-7-5.aspx

、California Civil Code

に
つ
い
て
は
、

http://w
w

w
.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calaw

query?codesection=civ

参
照
。

�　

台
湾
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
太
田
陽
子
、
渡
辺
満
久
、
鈴
木
康
弘
、
澤
祥
「
一
九
九
九
集
集
地
震
に
よ
る
地
震
断
層
の
位
置
と
既
存
活
断
層
と
の
関

係
」
地
学
雑
誌
一
一
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
関
友
作
、
伊
藤
孝
「
地
球
科
学
情
報
の
市
民
へ
の
広

報
に
関
す
る
事
例
研
究
‐
二　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
活
断
層
・
地
震
情
報
の
広
報
」
茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科

学
）
六
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）、
馬
場
美
智
子
、
増
田
聡
、
村
田
良
之
、
牧
紀
男
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
防
災
型
土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
考
察
‐

地
方
分
権
と
資
源
管
理
型
環
境
政
策
へ
の
転
換
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
て
‐
」
都
市
計
画
論
文
集
三
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
十
月
）、馬
場
美
智
子
「
災

害
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
念
を
導
入
し
た
土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
考
察
‐
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
市
の
事
例
を
通
し
て
‐
」
地
域

安
全
学
会
論
文
集
五
号
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
等
を
参
照
。

�　

中
田
高
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
活
断
層
法
『
ア
ル
キ
ス
ト
ー
プ
リ
オ
ロ
特
別
調
査
地
帯
法
（Aiqiost-Priolo Special Studies Zones Act

）』
と

地
震
対
策
」
地
學
雑
誌
九
九
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）、　

中
田
高
・
隈
元
崇
「
活
断
層
位
置
情
報
か
ら
み
た
土
地
利
用
の
問
題
点
と
『
活
断
層
法
』
に

つ
い
て
」
活
断
層
研
究
二
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）、　N

SL
（N

etw
ork for Saving Lives

）
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
研
究
者
に
よ
る
地
震
災
害
軽
減
に
関
す

る
懇
話
会
二
〇
〇
三
年
鈴
木
康
弘
（
名
古
屋
大
学
教
授
）
発
表
「
地
震
防
災
に
お
け
る
活
断
層
調
査
の
位
置
付
け
」
な
ど
を
参
照
。

�　

目
黒
公
郎
・
大
原
（
吉
村
）
美
保
「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
活
断
層
対
策
の
展
望
」
活
断
層
研
究
二
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
一
頁
。
ま
た
、
活

断
層
上
の
土
地
利
用
が
日
本
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
建
築
物
の
耐
震
・
免
震
の
基
準
を
活
断
層
上
の
建
築
物
に
つ
い
て
強
化
す

る
べ
き
と
の
意
見
も
あ
る
（
久
田
嘉
章
「
活
断
層
と
建
築
の
減
災
対
策
」
活
断
層
研
究
二
八
号
（
二
〇
〇
八
年
））。

�　

損
害
保
険
料
率
算
定
会
‐
地
震
危
険
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
専
門
家
編
）
に
よ
れ
ば
，
地
球
科
学
，
地
盤
工
学
，
土
木
工
学
建
築
学
な
ど
の

専
門
家
の
う
ち
，
活
断
層
周
辺
の
土
地
利
用
規
制
が
必
要
か
つ
現
実
的
と
回
答
し
た
の
は
約
三
割
で
あ
っ
て
，
必
要
だ
が
現
実
的
で
な
い
と
回
答
し
た

の
は
約
六
割
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。「
地
震
保
険
調
査
報
告
三
二
」（
損
害
保
険
料
率
算
定
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
九
頁
。

�　

Seism
ic H

azards M
apping Act

に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.conservation.ca.gov/cgs/shzp/Pages/article10.aspx

を
参
照
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�　
Alquist-Priolo Earthquake Fault Zoning Act Sec.2624

。
そ
も
そ
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
に
お
い
て
、
市
及
び
郡
は
法
律
施
行

の
た
め
に
条
例
の
制
定
を
行
い
、
規
制
に
関
す
る
一
義
的
な
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
（
同
法Sec.2621.5

）。

�　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
も
州
法
よ
り
も
厳
格
に
規
制
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
の
事
例
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
法
律
上
例

外
と
さ
れ
る
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
活
断
層
か
ら
五
十
フ
ィ
ー
ト
以
内
の
新
築
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

�　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
に
つ
い
て
は
、
照
本
清
峰
、
中
林
一
樹
「
活
断
層
情
報
を
考
慮
し
た
防
災
対
策
と
住
民
の
意
識
構
造
」
地
学
雑
誌

一
一
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
奥
村
晃
史
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
活
断
層
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
そ
の
応
用
」
活
断
層
研
究
二
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）、

長
谷
川
修
一
、
大
野
裕
記
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
活
断
層
と
地
震
防
災
」
四
国
電
力
四
国
総
合
研
究
所
研
究
期
報
七
二
号
（
一
九
九
九
年
六
月
）、

中
田
高
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
活
断
層
法
『
ア
ル
キ
ス
ト
ー
プ
リ
オ
ロ
特
別
調
査
地
帯
法
（Aiqiost-Priolo Special Studies Zones Act

）』
と
地

震
対
策
」
地
學
雑
誌
九
九
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
等
を
参
照
。
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
制
定
に
関
す
る
州
上
下
両
院
協
議
会
（
地
震

対
策
に
関
す
る
両
院
協
議
会
）
の
取
り
組
み
等
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
活
断
層
法
制
定
過
程
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
�
、 C.H

. Geschw
ind, 

California Earthquakes, pp.173-185
を
参
照
。

�　

増
田
聡
、
村
山
良
之
「
特
集
記
事
・
土
地
利
用
規
制
を
利
用
し
た
防
災
対
策
の
全
体
‐
安
全
・
安
心
な
国
土
を
目
指
し
て
‐
四
、
活
断
層
に
関
す
る

防
災
型
土
地
利
用
規
制
／
土
地
利
用
計
画
‐
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
『
指
針
』
と
そ
の
意
義
を
日
本
の
実
状
か
ら
考
え
る
‐
」
自
然
災
害
科
学
二
五
巻

二
号
（
二
〇
〇
六
年
）。

�　

中
田
高
、隈
元
崇
「
活
断
層
位
置
情
報
か
ら
み
た
土
地
利
用
の
問
題
点
と
『
活
断
層
法
』
に
つ
い
て
‐
活
断
層
詳
細
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
の
活
用
例
（
１
）

学
校
施
設
と
活
断
層
‐
」
活
断
層
研
究
二
三
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
頁
、
第
一
表
「
断
層
線
直
上
，
ま
た
は
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
に
位
置
す
る
学
校

施
設
の
数
」。

�　

上
掲
注
�
、
中
田
ら
「
活
断
層
位
置
情
報
か
ら
み
た
土
地
利
用
の
問
題
点
と
『
活
断
層
法
』
に
つ
い
て
‐
活
断
層
詳
細
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
の
活
用
例

（
１
）
学
校
施
設
と
活
断
層
‐
」
一
七
頁
。

�　

高
田
敏
「
条
例
論
」
雄
川
一
郎
・
塩
野
宏
・
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
体
系
八
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
二
〇
二
頁
な
ど
。

�　

徳
島
市
公
安
条
例
事
件
・
最
大
判
昭
和
五
十
年
九
月
十
日
・
刑
集
二
九
巻
八
号
四
八
九
頁
。

�　

前
掲
注
�
、
成
田
『
都
市
づ
く
り
条
例
の
諸
問
題
』
一
四
頁
‐
一
五
頁
。

�　

建
築
主
事
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
…
…
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
を
審
査
し
、
審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

�　

行
政
指
導
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
法
律
と
の
抵
触
が
あ
る
と
さ
れ
る
判
例
・
学
説
も
あ
り
、
こ
の
点
で
、
土
地
利
用
規
制
と
い
う

権
利
制
限
と
し
て
の
性
質
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
条
件
に
沿
っ
て
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

�　

建
築
基
準
法
第
三
九
条
第
一
項　

地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
津
波
、
高
潮
、
出
水
等
に
よ
る
危
険
の
著
し
い
区
域
を
災
害
危
険
区
域
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

第
二
項　

災
害
危
険
区
域
内
に
お
け
る
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
で
災
害
防
止
上
必
要
な
も

の
は
、
前
項
の
条
例
で
定
め
る
。

�　

活
断
層
上
に
お
い
て
建
築
基
準
法
第
三
九
条
の
災
害
危
険
区
域
の
指
定
さ
れ
た
事
例
が
な
い
た
め
、
活
断
層
上
に
適
用
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
は
議
論

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�　

こ
こ
で
は
、
名
古
屋
港
基
準
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
〜
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
範
囲
で
一
階
床
高
の
高
さ
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
部
地
域
で

は
住
宅
な
ど
の
居
住
室
を
有
す
る
建
築
物
・
病
院
・
児
童
福
祉
施
設
等
の
原
則
建
築
禁
止
、
公
共
施
設
や
地
下
鉄
駅
等
の
規
制
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

�　

活
断
層
上
の
土
地
利
用
規
制
の
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
、
名
古
屋
市
の
条
例
に
よ
っ
て
床
高
を
通
常
の
建
築
物
よ
り
も
高
い
位
置
に
設
定
し
て
い
る
よ

う
な
規
制
に
つ
い
て
は
、
今
後
津
波
被
害
が
予
測
さ
れ
る
沿
岸
自
治
体
に
お
い
て
、
検
討
す
べ
き
規
制
で
あ
ろ
う
。

�　

長
谷
部
恭
男
編
著
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
現
代
の
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
一
頁
。

�　

一
方
、
建
築
基
準
法
第
一
条
に
お
い
て
法
律
を
一
応
最
低
基
準
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
建
築
基
準
法
に
は
、
規
制
の
細

目
を
条
例
に
委
ね
る
も
の
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
条
例
に
よ
る
制
限
附
加
を
認
め
る
も
の
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
条
例
に
よ
る
制
限
緩
和
を
認
め

る
も
の
等
、
規
定
が
様
々
あ
り
、
建
築
基
準
法
の
条
文
の
表
現
と
し
て
は
、
条
例
に
よ
り
「
…
…
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
授
権
形
式
が
と
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
建
築
基
準
法
に
よ
る
基
準
が
全
国
の
最
低
基
準
で
あ
っ
て
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
自
治
体
が
厳
し
い
規
制
を
条
例
に
よ
っ
て
自

由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
一
概
に
断
定
す
る
の
は
困
難
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
前
掲
注
�
、
成
田
『
都
市
づ
く
り
条
例
の
諸
問
題
』
一
八
頁
）。

�　

前
掲
注
�
、
長
谷
部
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
現
代
の
憲
法
』
二
〇
四
‐
二
〇
五
頁

�　

津
波
避
難
ビ
ル
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
の
政
府
指
針
に
よ
っ
て
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
東
日
本
大
震
災
後
の
二
〇
一
一
年
六
月
に
「
津

波
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
は
地
上
三
階
以
上
のRC

造
ま
た
はSRC

造
の
新
耐
震
基
準（
一
九
八
一

年
以
降
新
築
）
の
建
築
物
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
三
月
三
十
一
日
発
表
、
内
閣
府
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
の
想
定
で

は
今
ま
で
の
想
定
を
上
回
る
津
波
高
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
津
波
避
難
ビ
ル
の
あ
り
方
も
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
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政
府
の
想
定
は
有
史
以
来
記
録
の
な
い
最
大
の
も
の
と
し
て
の
想
定
で
あ
る
た
め
、
こ
の
た
め
の
対
策
を
ど
こ
ま
で
行
う
か
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

�　

二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
に
は
宮
城
県
南
三
陸
町
が
同
年
八
月
に
発
生
し
た
宮
城
県
沖
地
震
に
よ
る
津
波
を
受
け
て
、
災
害
危
険
区
域
の
指
定

を
行
っ
て
い
る
。

�　

二
〇
一
二
年
六
月
九
日
の
学
会
報
告
に
お
い
て
、
近
時
の
活
断
層
に
係
る
問
題
と
し
て
提
起
し
た
、
敦
賀
原
発
、
大
飯
原
発
下
の
活
断
層
存
在
の
可

能
性
や
、
美
浜
原
発
、
高
浜
原
発
、
も
ん
じ
ゅ
下
の
破
砕
帯
調
査
必
要
性
の
指
摘
、
四
十
の
ダ
ム
直
下
の
活
断
層
の
可
能
性
な
ど
、
様
々
な
指
摘
が
あ

る
一
方
で
、
自
治
体
、
行
政
の
活
断
層
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

成　

田　

昭　

浩

福　

永　

敬　

大

鹿
児
島
県
に
お
け
る
地
震
等
防
災
対
策
に
つ
い
て

一
　
は
じ
め
に

　

東
日
本
大
震
災
以
降
、
国
の
防
災
基
本
計
画
の
見
直
し
を
は
じ
め
と
し
て
各
方
面
で
防
災
対
策
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
地
方
レ
ベ

ル
で
も
、
全
国
の
都
道
府
県
・
市
町
村
に
お
い
て
防
災
対
策
が
見
直
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
日
本

法
政
学
会
第
一
一
六
回
研
究
会
の
開
催
地
で
あ
る
鹿
児
島
県
に
お
け
る
防
災
対
策
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

　

鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
、
火
山
噴
出
物
が
堆
積
し
た
シ
ラ
ス
台
地
が
大
規
模
に
広
が
っ
て
い
る
ほ
か
、
海
岸
線
が
長
く
、
島
し
ょ
部
を
多

く
有
す
る
な
ど
の
地
域
特
性
が
あ
り
、
過
去
に
は
、
台
風
、
豪
雨
、
地
震
、
津
波
、
火
山
噴
火
な
ど
様
々
な
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
大
き

な
被
害
が
発
生
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
災
害
に
は
、
高
頻
度
で
中
・
低
レ
ベ
ル
の
災
害
と
低
頻
度
で
あ
る
が
高
レ
ベ
ル
の
災
害
と
が
あ

り
（
注
１
）、
防
災
担
当
者
と
し
て
は
、
規
範
的
・
確
率
論
的
な
考
え
方
と
、
実
務
的
・
経
験
論
的
な
考
え
方
と
の
両
方
を
念
頭
に
お
い
て

取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。

　

地
域
防
災
の
論
点
に
関
連
し
て
若
干
言
及
す
る
と
、
防
災
対
策
の
現
場
で
は
、
一
方
で
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
な
が
ら
、
一
方
で
災
害

（
通
常
災
害
）
対
応
実
務
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
れ
は
千
年
に
一
度
と
い
う
よ
う
な
確
率
論
的
な
議
論
の
世
界
と
例
年
の
災
害
と
い
う
経
験

論
の
世
界
と
の
関
わ
り
で
も
あ
り
、
ま
た
、
計
画
は
平
常
時
に
机
上
で
作
成
す
る
の
に
対
し
て
、
災
害
対
応
実
務
は
小
さ
な
災
害
時
対
応
の

事
実
に
よ
っ
て
経
験
を
積
み
上
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
低
頻
度
で
高
レ
ベ
ル
の
災
害
と
高
頻
度
で
中
・
低
レ
ベ
ル
の
災
害
に

鹿
児
島
県
危
機
管
理
局
危
機
管
理
防
災
課
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も
照
応
す
る
。
こ
の
よ
う
に
防
災
に
お
い
て
は
規
範
的
な
考
え
方
と
実
務
的
な
と
こ
ろ
と
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関

連
性
と
相
違
と
い
う
こ
と
を
も
意
識
し
な
が
ら
、
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

二
　
平
成
二
三
年
度
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
見
直
し

　

鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
の
体
系
等
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
計
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
災
害
の
種
別
に
応
じ
て
、
大
雨
・
洪
水
・
台
風
な
ど

の
一
般
自
然
災
害
に
係
る
「
一
般
災
害
対
策
編
」、
震
災
・
津
波
災
害
に
係
る
「
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
」、
火
山
災
害
に
係
る
「
火
山
災

害
対
策
編
」、
原
子
力
災
害
に
係
る
「
原
子
力
災
害
対
策
編
」
の
４
編
と
資
料
編
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

県
地
域
防
災
計
画
は
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
関
係
機
関
の
防
災
業
務
の
実
施
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と

も
に
、
相
互
間
の
緊
密
な
連
絡
調
整
を
図
る
上
で
の
基
本
的
な
大
綱
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
実
施
細
目
は
、
さ
ら
に
関
係
機
関
に
お
い
て
別

途
具
体
的
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
修
正
（
平
成
二
三
年
度
）
の
概
要
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
見
直
し
の
趣
旨
、

手
順
、
基
本
的
な
考
え
方
を
説
明
す
る
。

　

見
直
し
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
の
被
害
状
況
（
注
２
）
や
平
成
二
二
年
一
○
月
の
奄
美
豪
雨

災
害
（
注
３
）、
平
成
二
三
年
一
月
か
ら
の
新
燃
岳
の
火
山
災
害
の
教
訓
な
ど
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
全
般
的
な
対
策
強
化
を
図
り
今
後
の

本
県
の
防
災
対
策
推
進
の
た
め
、
県
地
域
防
災
計
画
の
大
幅
な
見
直
し
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。
い
わ
ば
、
最
近
の
災
害
に
対
応
す
べ
く

地
域
防
災
計
画
の
緊
急
総
点
検
作
業
を
実
施
し
、
現
段
階
で
必
要
と
な
る
対
策
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

見
直
し
の
手
順
と
し
て
は
、
県
防
災
計
画
の
見
直
し
は
、
本
来
、
国
の
防
災
基
本
計
画
の
見
直
し
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
国
の
計

画
の
全
面
的
な
見
直
し
に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
県
で
は
、
平
成
二
三
年
五
月
に
県
庁
内
に
鹿
児
島
県

地
域
防
災
計
画
見
直
し
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
国
の
中
央
防
災
会
議
の
報
告
や
、
一
○
月
に
設
置
し
た
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
検
討
有

識
者
会
議
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
本
県
の
防
災
対
策
上
の
課
題
と
対
応
等
の
検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
検
討
結
果
を
市
町
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村
や
関
係
機
関
と
も
調
整
を
図
っ
た
上
で
、
今
回
の
修
正
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
四
年
度
に
お
い
て
、
計
画
の
前
提
と
な
る
災
害
想
定
の
変
更
や
国
の
防
災
基
本
計
画
が
さ
ら
に
見
直
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
、
国
の

新
た
な
方
針
が
示
さ
れ
た
場
合
は
、
改
め
て
そ
の
内
容
を
県
地
域
防
災
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
国
の
検
討
結
果
や
県
有
識
者
会
議

の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、
地
震
・
津
波
な
ど
の
自
然
災
害
や
被
害
想
定
の
再
設
定
を
行
っ
た
上
で
、
引
き
続
き
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。

　

見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
（
資
料
１
）、
近
年
の
新
た
な
災
害
の
発
生
に
伴
う
防
災
対
策
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
対

応
し
た
見
直
し
を
図
る
こ
と
と
し
て
、
平
成
二
三
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
奄
美
大
島
情
報
通
信
体
制
等
検
証
報
告
書
」
の
提
言
や

東
日
本
大
震
災
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
た
国
の
中
央
防
災
会
議
の
提
言
な
ど
を
参
照
し
て
、
被
害
の
広
域
化
へ
の
対
応
や
市
町
村
及
び
防
災

拠
点
施
設
等
の
機
能
喪
失
へ
の
対
応
、
避
難
生
活
の
長
期
化
へ
の
対
応
、
広
範
囲
に
及
ぶ
情
報
通
信
機
能
の
喪
失
へ
の
対
応
な
ど
に
留
意
し

な
が
ら
検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。　

　

次
に
、
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
概
要
で
あ
る
が
（
資
料
２
）、
こ
れ
は
、
今
回
修
正
を
行
っ
た
四
百
か
所
近
く
の
中
か
ら
主
要
な
も
の

を
選
び
出
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
、
県
有
識
者
会
議
の
意
見
も
い
た
だ
き
な
が
ら
、
見
直
し
検
討
委
員
会
で
と
り
ま
と
め
を
行
い
、
市
町

村
や
関
係
機
関
と
の
調
整
を
終
え
た
修
正
を
項
目
ご
と
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

県
防
災
会
議
が
策
定
主
体
で
あ
る
の
で
、
防
災
会
議
委
員
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
も
の
は
今
回
の
修
正
案
に
反
映
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
し
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
や
関
係
機
関
と
の
調
整
が
必
要
な
も
の
な
ど
、
直
ち
に
は
修
正
す
る
こ
と
が
困
難
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
二
四
年
度
の
見
直
し
の
中
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
修
正
の
概
要
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
ま
ず
、（
１
）
災
害
予
防
に
関
す
る
修
正
で
は
、
災
害
に
強
い
施
設
等
の

整
備
に
関
し
て
、

○
公
共
施
設
の
災
害
防
止
（
対
策
等
）
に
つ
い
て
、
離
島
へ
の
復
旧
用
機
材
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
輸
送
体
制
の
確
保
な
ど
の
対
策

○
通
信
施
設
の
災
害
防
止
に
つ
い
て
、
基
礎
の
嵩
上
げ
や
扉
構
造
の
強
化
な
ど
の
対
策
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○
津
波
災
害
防
止
に
つ
い
て
、
津
波
到
達
時
間
内
に
避
難
で
き
る
よ
う
な
経
路
や
避
難
所
の
標
高
な
ど
に
基
づ
く
見
直
し
な
ど
の
対
策

○
防
災
拠
点
施
設
等
に
つ
い
て
、
複
数
設
置
化
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管
理
体
制
の
強
化
な
ど
の
対
策

な
ど
の
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
迅
速
か
つ
円
滑
な
災
害
応
急
対
策
へ
の
備
え
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

○
通
信
・
広
報
体
制
に
つ
い
て
、
衛
星
携
帯
電
話
な
ど
多
種
多
様
な
通
信
手
段
や
長
時
間
対
応
可
能
な
非
常
用
電
源
設
備
の
整
備
な
ど
（
注

４
）

○
避
難
体
制
に
つ
い
て
、
要
援
護
者
対
策
と
し
て
の
福
祉
避
難
所
の
指
定
や
避
難
所
設
置
期
間
の
長
期
化
に
備
え
た
学
校
施
設
等
の
防
災
機

能
の
整
備
、
防
災
マ
ッ
プ
や
海
抜
表
示
板
の
整
備
や
「
津
波
避
難
ビ
ル
」
の
指
定
促
進
な
ど

○
救
助
・
救
急
体
制
に
つ
い
て
、
衛
星
携
帯
電
話
な
ど
相
互
連
絡
が
可
能
な
手
段
の
整
備

な
ど
の
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

県
民
の
防
災
活
動
の
促
進
に
つ
い
て
は
、

○
災
害
教
訓
の
伝
承
に
努
め
る
こ
と
（
注
５
）

○
自
主
防
災
組
織
の
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
県
の
助
言
の
実
施
（
注
６
）

な
ど
の
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
火
山
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
新
燃
岳
の
周
辺
地
区
の
学
校
等
に
お
け
る
窓
ガ
ラ
ス
の
破
損
等
に
対
す
る
空
振
対

策
や
噴
石
対
策
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
２
）
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
修
正
の
う
ち
、
活
動
体
制
の
確
立
に
関
し
て
は
、
広
域
応
援
体
制
に
つ
い
て
、
大
規
模
災
害
等
に
お
け
る

遠
隔
の
都
道
府
県
・
市
町
村
や
多
種
多
様
な
団
体
と
の
応
援
協
定
の
締
結
な
ど
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

警
戒
避
難
期
（
初
動
期
）
の
応
急
対
策
に
つ
い
て
は
、

○
避
難
の
勧
告
や
指
示
に
当
た
っ
て
の
基
準
の
適
正
な
運
用
等
へ
の
県
の
助
言
実
施
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
等
の
導
入
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な
ど
、
伝
達
方
法
の
見
直
し

○
帰
宅
困
難
者
へ
の
対
策

○
消
防
職
員
等
へ
の
惨
事
ス
ト
レ
ス
の
対
策

な
ど
の
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
広
域
被
害
へ
の
対
応
で
は
、
火
山
災
害
に
お
い
て
、
関
係
機
関
に
よ
る
、
降
灰
や
土
石
流
へ
の
十
分
な
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。

　

事
態
安
定
期
の
応
急
対
策
に
つ
い
て
は
、

○
避
難
所
の
運
営
に
お
け
る
女
性
や
子
育
て
家
庭
の
ニ
ー
ズ
へ
の
配
慮

○
応
急
対
策
面
で
、
大
規
模
災
害
に
お
け
る
広
域
応
援
協
定
の
締
結
や
応
急
仮
設
住
宅
の
円
滑
な
提
供

な
ど
の
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
３
）
複
合
災
害
時
対
策
等
に
関
す
る
修
正
の
う
ち
、原
子
力
災
害
と
大
規
模
自
然
災
害
が
複
合
的
に
発
生
し
た
場
合
の
体
制
の
整
備
と
し
て
、

緊
急
連
絡
体
制
等
の
確
保
、
緊
急
時
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
活
動
体
制
の
整
備
、
緊
急
輸
送
活
動
体
制
の
整
備
な
ど
に
努
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
原
子
力
災
害
対
策
の
う
ち
、
国
の
防
災
指
針
等
の
改
定
ま
で
の
間
、
早
急
に
対
策
を
講
じ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
災
害
対

策
暫
定
計
画
と
し
て
、
地
域
防
災
計
画
と
は
別
途
に
と
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
継
続
災
害
へ
の
対
応
方
針
で
は
、
火
山
災
害
対
策
と
し
て
、
避
難
生
活
の
長
期
化
に
対
応
し
た
避
難
者
へ
の
精
神
面
の
支
援
な
ど

の
被
災
者
支
援
の
実
施
や
被
害
の
広
域
化
に
対
応
す
る
た
め
の
広
域
応
援
協
定
の
締
結
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

災
害
復
旧
・
復
興
に
関
し
て
は
、
被
災
認
定
を
迅
速
・
公
正
に
実
施
で
き
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
な
ど
の
見
直
し
を
図
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
編
名
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
津
波
対
策
の
重
要
性
に
鑑
み
、
従
来
の
「
震
災
対
策
編
」
を
「
地
震
・
津
波
災
害
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対
策
編
」
に
変
更
し
て
い
る
。

　

以
上
で
、
ひ
と
ま
ず
、
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
の
修
正
に
つ
い
て
の
概
要
説
明
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
地
震
等
災
害
被
害
予
測
調
査
の
実
施

　

次
に
、
地
震
等
災
害
被
害
予
測
調
査
に
つ
い
て
（
資
料
３
）、
説
明
す
る
。

　

平
成
二
四
年
度
か
ら
、
鹿
児
島
県
で
も
、「
地
震
等
災
害
被
害
予
測
調
査
事
業
」
に
よ
り
、
海
溝
型
地
震
や
桜
島
の
海
底
噴
火
に
伴
う
津

波
等
、
災
害
や
被
害
予
測
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
予
測
調
査
は
鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
前
回
は
平
成
七
〜
八
年
度

に
実
施
し
て
い
る
の
で
、
一
七
年
ぶ
り
に
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

調
査
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
四
年
度
中
に
、
各
種
基
礎
資
料
の
収
集
や
デ
ー
タ
化
を
行
っ
た
上
で
、
津
波
高
や
浸
水
域
、

液
状
化
危
険
度
な
ど
の
災
害
の
規
模
の
予
測
を
行
い
、
平
成
二
五
年
度
に
は
そ
の
想
定
に
基
づ
き
被
害
の
予
測
や
今
後
の
防
災
対
策
の
検
討

な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
県
地
域
防
災
計
画
の
更
な
る
見
直
し
に
反
映
を
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

地
震
等
の
想
定
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
の
地
震
等
発
生
の
想
定
位
置
の
検
討
案
と
し
て
は
、
今
後
、
さ
ら
に
修
正
を
加
え
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
地
震
や
火
山
の
専
門
家
か
ら
な
る
県
有
識
者
会
議
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
現
行
想
定
の
五
箇
所
に
つ
い
て
は
再
検
討
を
加

え
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
南
海
ト
ラ
フ
の
連
動
地
震
や
南
西
諸
島
沿
い
の
海
溝
型
地
震
、
県
本
土
直
下
型
地
震
の
ほ
か
、
桜
島
の
噴
火
に
伴

う
地
震
な
ど
、
計
一
一
箇
所
の
震
源
に
つ
い
て
地
震
や
津
波
の
想
定
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
（
注
７
）。

　

な
お
、
国
（
内
閣
府
）
で
は
、「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
を
設
置
し
、
将
来
的
に
南
海
ト
ラ
フ
で
発
生
を
想
定
し
防

災
対
策
を
検
討
す
べ
き
、
最
大
ク
ラ
ス
の
地
震
・
津
波
の
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
三
月
末
に
第
一
次
報
告
と
し
て
震
度
分
布
・
津
波
高
の

推
計
結
果
が
、
八
月
末
に
は
第
二
次
報
告
と
し
て
よ
り
詳
細
な
手
法
に
よ
る
震
度
分
布
、
津
波
高
、
浸
水
域
等
及
び
マ
ク
ロ
的
な
被
害
想
定

が
公
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

国
の
調
査
報
告
の
前
提
は
、
現
時
点
の
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
最
大
ク
ラ
ス
の
地
震
・
津
波
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
南
海
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ト
ラ
フ
沿
い
に
お
い
て
次
に
起
こ
る
地
震
・
津
波
を
予
測
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
何
年
に
何
％
と
い
う
発
生
確
率
を
念
頭
に
想
定
し

た
も
の
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
震
度
分
布
の
推
計
結
果
は
、
関
東
か
ら
四
国
・
九
州
に
か
け
て
極
め
て
広
い
範
囲
で
強
い

揺
れ
を
想
定
し
て
お
り
、
第
二
次
報
告
で
は
震
度
六
弱
以
上
が
想
定
さ
れ
る
地
域
は
、
本
県
も
含
め
二
一
府
県
六
八
二
市
町
村
と
な
っ
て
お

り
、
ま
た
、
津
波
に
つ
い
て
も
、
関
東
か
ら
四
国
・
九
州
の
太
平
洋
沿
岸
の
極
め
て
広
い
範
囲
で
大
き
な
津
波
を
想
定
し
て
お
り
、
満
潮
位

の
平
均
津
波
高
五
メ
ー
ト
ル
以
上
が
想
定
さ
れ
る
地
域
は
、
本
県
も
含
め
一
三
都
県
一
二
四
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。

　

県
の
予
測
調
査
で
は
、
一
一
箇
所
の
想
定
震
源
の
一
つ
と
し
て
東
海
・
南
海
・
東
南
海
・
日
向
灘
の
四
連
動
地
震
を
想
定
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
震
に
つ
い
て
は
、
県
の
予
測
調
査
の
検
討
資
料
と
し
て
国
の
調
査
結
果
を
取
り
込
む
こ
と
と
な
り
、
国
の
調
査

と
同
様
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
想
定
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
含
め
、
一
一
箇
所
の
震
源
に
つ
い
て
の
地
震
や
津
波
の
想
定
は
、
県

地
域
防
災
計
画
の
更
な
る
見
直
し
と
並
行
し
て
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
　
県
内
に
お
け
る
現
行
の
防
災
対
策 

　

次
に
、
県
内
に
お
け
る
現
行
の
防
災
対
策
に
移
る
。

　

地
震
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
域
防
災
計
画
修
正
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
大
規
模
地
震
時
に
お

け
る
迅
速
な
初
動
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
県
内
各
地
に
一
三
九
基
の
震
度
計
が
配
備
さ
れ
て
い
る
。
地
震
発
生
時
に
は
、
気
象
情
報
自
動

伝
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
直
ち
に
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
震
度
四
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
直
ち
に
市
町
村
に
伝

え
る
と
と
も
に
、
県
で
は
危
機
管
理
局
に
お
け
る
二
四
時
間
連
絡
体
制
の
も
と
、
直
ち
に
職
員
が
出
勤
し
、
情
報
連
絡
体
制
を
と
り
、
市
町

村
や
関
係
機
関
と
の
情
報
連
絡
や
被
害
状
況
の
確
認
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
震
の
規
模
や
被
災
の
状
況
に
応
じ
、
総
括

危
機
管
理
監
を
本
部
長
と
す
る
「
災
害
警
戒
本
部
」
又
は
知
事
を
本
部
長
と
す
る
「
災
害
対
策
本
部
」
を
設
置
し
、
災
害
情
報
の
収
集
や
応

急
対
策
な
ど
の
防
災
対
策
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
注
８
）。
地
震
な
ど
に
対
す
る
地
域
の
防
災
力
を
高
め
る
た
め
に
は
日
頃
か
ら
の

備
え
と
地
域
で
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
の
広
報
誌
や
防
災
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
各
種
研
修
な
ど
に
お
い
て
、
県
民
に
対
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す
る
地
震
災
害
に
関
す
る
防
災
知
識
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
自
主
的
な
防
災
活
動
を
行
う
自
主
防
災
組
織
の
育
成
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
９
）。

　

津
波
に
つ
い
て
も
、
県
内
沿
岸
の
各
市
町
村
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
後
、
標
高
表
示
板
や
標
高
マ
ッ
プ
の
作
成
、
津
波
避
難
訓
練
の

実
施
な
ど
、
取
組
を
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
県
の
津
波
対
策
の
事
例
と
し
て
、
志
布
志
湾
沿
岸
地
域
の
取
組
を
示
す
と
、
志
布
志

湾
沿
岸
地
域
の
志
布
志
市
、
大
崎
町
、
東
串
良
町
で
は
、
合
同
で
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
連
携
し
て
、
標
高
表
示
板
の
設
置
や
標
高
マ
ッ
プ

の
作
成
な
ど
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
国
の
想
定
に
よ
る
と
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
伴
っ
て
発
生
す
る
津
波
は
、
本
県
で

は
離
島
部
に
お
い
て
高
い
数
値
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
県
の
地
域
特
性
と
し
て
の
数
多
く
の
離
島
の
存
在
に
対
応
し
た
、
離
島
部
の
地
震

津
波
対
策
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

火
山
は
、
本
県
の
災
害
特
性
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
前
提
と
し
て
の
火
山
分
布
は
、
全
国
に
一
一
○
あ
る
活
火
山
の
う
ち
、
本
県

に
は
、
一
一
の
活
火
山
が
あ
り
、
離
島
部
や
錦
江
湾
（
鹿
児
島
湾
）
の
海
底
に
も
分
布
し
て
い
る
。
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
導
入
の
火
山
は
、
全

国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
二
九
の
火
山
の
う
ち
、
五
つ
の
火
山
が
本
県
に
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
３
が
導
入
さ
れ
て
い
る
火
山

は
、
現
在
は
全
国
で
も
当
県
に
あ
る
桜
島
と
霧
島
山
新
燃
岳
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

桜
島
の
火
山
活
動
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
平
成
二
三
年
の
爆
発
回
数
が
九
九
六
回
と
三
年
連
続
で
年
間
最
多
爆
発
回
数
を
更
新
す
る

な
ど
火
山
活
動
が
活
発
化
の
方
向
に
あ
り
、
平
成
二
三
年
一
○
月
の
火
山
噴
火
予
知
連
絡
会
の
評
価
で
は
、
桜
島
へ
の
マ
グ
マ
の
供
給
が
増

加
し
た
場
合
、
更
に
噴
火
活
動
が
活
発
化
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
県
で
は
、
防
災
関
係
機
関
と
相
互
連
携
の
確
認
と

県
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
・
維
持
の
た
め
毎
年
鹿
児
島
市
と
共
催
で
、
大
正
噴
火
の
あ
っ
た
一
月
一
二
日
頃
に
桜
島
火
山
爆
発
総
合
防
災
訓

練
を
実
施
し
て
い
る
。
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
は
、
防
災
マ
ッ
プ
の
普
及
、
一
時
滞
在
者
へ
の
啓
発
の
ほ
か
、
京
都
大
学
防
災
研

究
所
附
属
火
山
活
動
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
者
等
を
講
師
に
、
県
民
や
自
主
防
災
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
を
対
象
と
し
た
火
山
防
災
対
策
に

関
す
る
講
演
会
も
開
催
し
て
い
る
。
桜
島
火
山
防
災
に
お
け
る
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
は
特
に
意
を
用
い
て
お
り
、
定
期
的
な
も
の
も

含
め
国
や
研
究
機
関
と
の
会
議
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
桜
島
降
灰
対
策
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
県
庁
内
関
係
各
部
が
実
施
し
て
い
る
が
、
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庁
内
関
係
課
で
「
桜
島
火
山
降
灰
対
策
連
絡
会
議
」
を
設
置
し
て
お
り
、
降
灰
量
が
増
加
し
県
民
生
活
に
大
き
な
影
響
が
出
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
は
、
会
議
を
開
催
し
、
新
た
な
対
策
や
国
へ
の
要
望
活
動
の
検
討
な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
霧
島
山
（
新
燃
岳
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
四
年
二
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
火
山
噴
火
予
知
連
絡
会
の
評
価
で
は
、
新
燃
岳
の

北
西
地
下
深
く
の
マ
グ
マ
だ
ま
り
へ
の
マ
グ
マ
供
給
は
停
止
し
て
い
る
が
、
火
口
や
そ
の
直
下
に
は
高
温
の
マ
グ
マ
が
溜
ま
っ
て
お
り
、
火

山
性
地
震
も
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
突
発
的
な
噴
火
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
今
後
、
深
部
か
ら
の
マ
グ
マ
の
供
給
が
再
開

す
る
可
能
性
も
あ
り
、
多
量
の
マ
グ
マ
が
上
昇
す
れ
ば
新
た
な
噴
火
の
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
四
年
六
月
二
六

日
の
同
予
知
連
絡
会
で
は
、
新
燃
岳
の
北
西
部
地
下
深
く
の
マ
グ
マ
だ
ま
り
へ
の
深
部
か
ら
の
供
給
は
停
止
し
、
新
燃
岳
直
下
の
マ
グ
マ
の

活
動
も
低
下
し
て
い
る
と
さ
れ
た
（
注
10
）
が
、
県
で
は
、
今
後
も
十
分
な
警
戒
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

霧
島
山
防
災
に
係
る
各
種
対
策
の
概
要
で
あ
る
が
、
避
難
対
策
に
つ
い
て
は
、
国
や
鹿
児
島
・
宮
崎
両
県
、
地
元
市
町
、
学
識
経
験
者
で

構
成
す
る
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
が
策
定
し
た
避
難
計
画
策
定
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
霧
島
市
は
平
成
二
三
年
六
月
に
火
口
か
ら

半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
住
民
を
対
象
と
し
た
避
難
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
係
る
訓
練
に
は
、
平
成
二
三
年
五
月
二
六
日

の
県
総
合
防
災
訓
練
お
よ
び
平
成
二
四
年
一
月
二
六
日
の
霧
島
市
防
災
訓
練
に
お
い
て
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
５
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
の

想
定
で
、
噴
火
警
報
の
情
報
伝
達
お
よ
び
住
民
の
避
難
訓
練
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
霧
島
火
山
に
関
す
る
土
石
流
被
害
対
策
は
、
ソ

フ
ト
対
策
と
し
て
、
監
視
カ
メ
ラ
や
土
石
流
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
、
土
石
流
の
発
生
を
監
視
し
て
お
り
、
霧
島
市
に
も
通
報
す
る
体
制
を
取
っ

て
い
る
。
土
石
流
被
害
の
ハ
ー
ド
対
策
と
し
て
、
霧
島
の
河
川
（
霧
島
川
及
び
神
宮
川
）
に
お
い
て
砂
防
堰
堤
の
緊
急
除
石
工
事
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
降
灰
対
策
、
噴
石
対
策
、
農
林
業
被
害
対
策
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
地
元
霧
島
市
の
取
組
事
例
と
し
て
最
近
、
市

の
予
算
で
緊
急
時
の
通
報
の
た
め
モ
ー
タ
ー
サ
イ
レ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

五   

お
わ
り
に

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
防
災
計
画
は
災
害
に
対
す
る
可
能
性
か
ら
発
想
し
て
、
理
念
と
し
て
の
防
災
対
策
を
含
ま
せ
な
が
ら
幅
広
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い
施
策
を
検
討
し
、
現
実
の
防
災
施
策
に
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
に
実
行
さ
れ
て
い
る
防
災
施
策
は
地
域
防

災
計
画
の
中
か
ら
緊
急
に
実
施
す
べ
き
も
の
が
優
先
さ
れ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
よ
り
手
厚
い
対
策
を
講
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
防

災
計
画
と
防
災
施
策
と
は
ど
ち
ら
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
車
の
両
輪
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
（
注
11
）。
実
務
的
に
は
、

両
者
の
違
い
は
予
見
又
は
前
提
と
さ
れ
る
災
害
の
頻
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
か
に
違
い
が
あ
る
。
災
害
は
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
と
の
考
え
方
に
た
つ
と
き
は
、
低
頻
度
の
災
害
と
高
頻
度
の
災
害
と
の
実
質
的
な
差
異
は
小
さ
く
な
る
と
も
言
え
る
。

こ
の
立
場
に
お
い
て
自
ら
の
身
の
安
全
を
自
ら
で
守
る
と
と
も
に
、
自
分
た
ち
の
地
域
を
自
分
た
ち
で
守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
再
確
認
し
て
、
報
告
を
終
わ
り
た
い
（
注
12
）。
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注⑴　

災
害
を
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
国
土
審
議
会
政
策
部
会
防
災
国
土
づ
く
り
委
員
会
（
二
○
一
一
）
六
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
も
み
ら
れ
る
が
、
災
害
レ
ベ
ル
の
定
量
的
な
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑵　

河
田
は
東
日
本
大
震
災
の
も
た
ら
し
た
５
つ
の
課
題
と
し
て
、 ・
単
独
県
の
対
応
限
界　

・
応
援
限
界　

・
相
互
応
援
の
競
合　

・
組
織
的
な
調
整

の
必
要
性　

 
・
広
域
的
な
支
援
体
制
を
上
げ
て
い
る
。
内
橋
克
人
編
（
二
○
一
一
）、
二
四
六
ペ
ー
ジ
。

⑶　

奄
美
豪
雨
災
害
が
も
た
ら
し
た
防
災
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
奄
美
大
島
情
報
通
信
体
制
等
検
証
委
員
会
（
二
○
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

こ
の
豪
雨
災
害
を
契
機
に
、
鹿
児
島
県
で
は
災
害
時
に
現
地
に
お
い
て
情
報
収
集
、
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
専
門
官
的
な
制
度
と
し

て
、
防
災
対
策
監
と
い
う
職
を
設
置
し
て
、
被
災
時
に
現
地
の
情
報
収
集
、
現
地
へ
の
情
報
提
供
な
ど
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑷　

防
災
行
政
無
線
な
ど
防
災
情
報
の
伝
達
体
制
の
維
持
・
確
保
に
つ
い
て
は
、
効
率
性
や
経
済
性
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
耐
災
性
、
冗
長
性
に
も
留

意
す
べ
き
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

⑸　

防
災
に
お
け
る
過
去
の
経
験
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
五
年
に
逝
去
し
た
寺
田
寅
彦
の
随
筆
を
新
た
に
編
集
し
た
寺
田
寅
彦
（
二
○

一
一
）、
一
六
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

自
主
防
災
組
織
の
高
齢
化
に
つ
い
て
は
全
国
的
な
課
題
で
あ
る
が
、
地
域
ぐ
る
み
で
の
避
難
体
制
の
構
築
と
い
う
点
で
の
意
味
は
減
じ
て
い
な
い
と

考
え
て
い
る
。  

⑺　

平
成
二
四
年
八
月
末
に
内
閣
府
が
南
海
ト
ラ
フ
震
源
の
巨
大
地
震
に
伴
う
津
波
想
定
（
第
二
次
報
告
）
を
公
表
し
て
以
降
、
南
海
ト
ラ
フ
由
来
の
津

波
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
鹿
児
島
県
で
は
他
の
多
く
の
地
震
・
津
波
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑻　

防
災
計
画
の
実
行
に
当
た
り
、
首
長
被
災
時
の
職
務
代
理
者
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
ご
と
の
組
織
規
則
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑼　

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
市
町
村
防
災
対
策
機
能
の
代
行
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て
は
、
国
の
防
災
関
係
法
制
検
討
の
中
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

⑽　

霧
島
山
新
燃
岳
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
四
年
六
月
段
階
で
沈
静
化
の
方
向
で
評
価
が
な
さ
れ
、
警
戒
範
囲
は
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
２
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
は
依
然
と
し
て
レ
ベ
ル
３
（
入
山
規
制
）
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

⑾　

減
災
政
策
の
議
論
の
中
で
、
地
域
防
災
計
画
の
相
対
化
と
い
う
こ
と
も
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
的
に
は
、
災
害
対
応
に
と
り
地
域
防
災
計

画
は
も
っ
と
も
重
要
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
防
災
計
画
自
体
の
中
に
減
災
政
策
的
な
要
素
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
。

⑿　

防
災
の
た
め
諸
活
動
は
、
災
害
が
発
生
し
な
い
平
時
に
こ
そ
重
要
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
自
治
体
・
集
落
の
健
康
維
持
活
動
で
あ
る
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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資
料
１
：
平
成
二
三
年
度
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方

 

①　

一
般
災
害
対
策
編

　
　

現
在
の
想
定
は
、
平
成
五
年
八
月
の
鹿
児
島
豪
雨
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
二
二
年
一
○
月
の
奄
美
豪
雨
災
害
の
気
象
概
況
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、  

同
災
害
の
際
に
指
摘
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
検
証
・
分
析
等
を
行
い
、
平
成
二
三
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
奄
美
大
島
情
報
通
信
体
制
等
検
証

報
告
書
」
の
提
言
内
容
を
踏
ま
え
る
。

 

②　

震
災
対
策
編
（
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
）

　
　

現
在
想
定
さ
れ
て
い
る
五
個
の
地
震
（
う
ち
三
個
は
、
地
震
に
よ
り
津
波
の
発
生
を
想
定
）
に
対
す
る
対
策
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
及
び  

現
在
の
想
定
を
超
え
る
も
の
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事
象
を
考
慮
す
る
。

　

ア　

被
害
の
広
域
化
、　

イ　

市
町
村
機
能
及
び
防
災
拠
点
施
設
、
避
難
施
設
の
機
能
喪
失
・
低
下
、　

ウ　

避
難
生
活
の
長
期
化
、　

エ　

災
害
対
応

の
長
期
化
、　

オ　

広
範
囲
に
及
ぶ
情
報
通
信
機
能
の
喪
失

 

③　

火
山
災
害
対
策
編

　
　

平
成
二
三
年
一
月
に
活
動
が
活
発
化
し
た
新
燃
岳
の
噴
火
災
害
（
空
振
に
よ
る
建
物
被
害
、
噴
石
飛
散
に
よ
る
被
害
、
積
も
っ
た
降
灰
に
よ
る
土
石  

流
被
害
等
）
の
教
訓
を
踏
ま
え
る
。

 

④　

原
子
力
災
害
対
策
編

　
　
「
原
子
力
安
全
に
関
す
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
閣
僚
会
議
に
対
す
る
日
本
国
政
府
の
報
告
書
」
に
よ
る
次
の
よ
う
な
「
現
在
ま
で
に
得
ら
れ
た
事
故
の
教
訓
」   

を
踏
ま
え
る
。

　

ア　

自
然
災
害
と
原
子
力
災
害
の
複
合
災
害
、　

イ　

事
故
の
長
期
化
・
深
刻
化
、　

ウ　

広
域
避
難
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資
料
２
：
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
修
正
（
平
成
二
四
年
三
月
二
三
日
）
の
概
要

（
１
）　

災
害
予
防
に
関
す
る
修
正
①

　

災
害
に
強
い
施
設
等
の
整
備

  

○　

公
共
施
設
の
災
害
防
止
対
策
の
推
進

  　

・　

災
害
対
策
用
機
器
、
資
材
の
確
保
及
び
整
備
に
お
い
て
、
特
に
離
島
へ
の
復
旧
用
機
材
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
輸
送
体
制
の
確
保
に
努
め
る
。

  　

・　

地
震
若
し
く
は
津
波
発
生
時
に
空
港
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
耐
震
対
策
や
津
波
対
策
の
実
施
に
努
め
る
。

  

○　

通
信
施
設
の
災
害
防
止

  　

・　

交
換
局
・
基
地
局
等
の
耐
災
・
耐
震
性
の
強
化
に
関
し
、
基
礎
の
嵩
上
げ
や
扉
構
造
等
の
強
化
に
努
め
る
。

  

○　

津
波
災
害
防
止
対
策
の
推
進

  　

・　

避
難
に
か
か
る
時
間
や
障
害
物
の
有
無
、
指
定
避
難
場
所
等
の
標
高
な
ど
津
波
災
害
危
険
の
把
握
に
努
め
る
。

  　

・　

避
難
す
る
際
に
津
波
到
達
時
間
内
に
避
難
で
き
る
よ
う
な
経
路
の
指
定
や
避
難
所
の
標
高
な
ど
の
調
査
等
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
行
う
。

  

○　

市
町
村
及
び
防
災
拠
点
施
設
の
機
能
喪
失
・
低
下
を
想
定
し
た
対
策

  　

・　

防
災
拠
点
施
設
等
の
機
能
強
化
対
策
と
し
て
、
行
政
庁
舎
及
び
防
災
拠
点
施
設
等
の
複
数
設
置
化
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管
理
体
制
の
強
化
な
ど

　
　

に
努
め
る
。

（
１
） 

災
害
予
防
に
関
す
る
修
正
②

　

迅
速
か
つ
円
滑
な
災
害
応
急
対
策
へ
の
備
え

  

○　

通
信
・
広
報
体
制
（
機
器
等
）
の
整
備

  　

・　

衛
星
携
帯
電
話
等
を
整
備
す
る
な
ど
多
種
多
様
な
通
信
手
段
に
よ
る
確
実
な
情
報
収
集
や
伝
達
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
に
努
め
る
。

  　

・　

長
時
間
対
応
可
能
な
非
常
用
電
源
設
備
の
整
備
に
努
め
る
。

  

○　

避
難
体
制
の
整
備

  　

・　

新
た
に
避
難
予
定
場
所
と
し
て
社
会
教
育
施
設
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
避
難
所
を
指
定
す
る
。

  　

・　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
寸
断
や
大
規
模
災
害
に
よ
る
避
難
所
設
置
期
間
の
長
期
化
に
備
え
た
学
校
施
設
等
の
防
災
機
能
の
整
備
を
考
慮
す
る
。
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・　

防
災
マ
ッ
プ
や
海
抜
表
示
板
等
を
作
成
し
、
適
切
・
安
全
な
避
難
体
制
を
推
進
す
る
。

  　

・　
「
津
波
避
難
ビ
ル
」
の
指
定
等
や
避
難
路
等
の
バ
リ
ヤ
フ
リ
ー
化
な
ど
の
対
策
に
努
め
る
。

  

○　

救
助
・
救
急
体
制
の
整
備　

  　

・　

衛
星
携
帯
電
話
な
ど
、
相
互
連
絡
が
可
能
な
手
段
の
整
備
に
努
め
る
。

  　

・　

通
信
機
器
の
住
民
に
対
す
る
研
修
の
実
施
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
に
努
め
る
。

  　

・　

人
工
透
析
患
者
な
ど
の
緊
急
輸
送
手
段
の
確
保
に
努
め
る
。

  　

・　

非
常
用
発
電
機
の
備
蓄
に
努
め
る
。

  

○　

医
療
体
制
の
整
備

  　

・　

災
害
現
場
に
お
け
る
医
療
情
報
収
集
や
伝
達
、
応
急
治
療
等
を
行
う
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
養
成
し
、
迅
速
に
出
動
可
能
な
態
勢
を
整
備
す
る
。

  

○　

そ
の
他
の
震
災
応
急
対
策
事
前
措
置
体
制
の
整
備

  　

・　

飼
料
関
係
施
設
等
が
被
災
し
た
際
に
も
飼
料
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
飼
料
取
扱
業
者
等
と
の
協
力
体
制
の
構
築
を
図
る
。

（
１
）　

災
害
予
防
に
関
す
る
修
正
③

　

県
民
の
防
災
活
動
の
促
進

  

○　

災
害
教
訓
の
伝
承

  　

・　

過
去
の
大
災
害
の
教
訓
や
災
害
文
化
を
後
世
へ
伝
承
す
る
た
め
の
調
査
分
析
や
各
種
資
料
の
収
集
・
保
存
、
一
般
へ
の
周
知
に
努
め
る
。

  

○　

自
主
防
災
組
織
の
育
成
強
化

  　

・　

県
は
、
市
町
村
に
対
し
て
、
自
主
防
災
組
織
の
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
必
要
な
助
言
を
行
う
。

  

○　

災
害
時
要
援
護
者
の
安
全
確
保

  　

・　

高
齢
化
や
国
際
化
の
進
展
に
加
え
、
県
内
へ
の
流
入
人
口
の
増
等
に
伴
い
要
援
護
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
災
害
時
要
援
護
者
の
安
全

　
　

確
保
対
策
を
推
進
す
る
。

　

火
山
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

  

○　

火
山
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

 　

 

・　

新
燃
岳
噴
火
に
伴
う
空
振
被
害
を
踏
ま
え
、
火
口
周
辺
及
び
そ
の
周
辺
地
区
の
学
校
等
に
お
け
る
窓
ガ
ラ
ス
の
破
損
等
の
空
振
対
策
や
噴
石
対
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策
に
努
め
る
。

（
２
）　

災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
修
正
①

　

活
動
体
制
の
確
立

  

○　

応
急
活
動
体
制
の
確
立

  　

・　

特
に
甚
大
な
規
模
の
災
害
で
、
複
数
の
市
町
村
が
被
災
し
た
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
「
現
地
対
策
合
同
本
部
」
の
設
置
な
ど
の
対
応
を
図
る
。

  

○　

治
安
の
確
保

  　

・　

災
害
に
便
乗
し
た
犯
罪
の
取
締
り
や
被
害
の
防
止
等
社
会
混
乱
の
抑
制
に
努
め
る
。

  

○　

広
域
応
援
体
制

  　

・　

同
時
被
災
の
可
能
性
の
低
い
遠
隔
の
都
道
府
県
・
市
町
村
や
多
種
多
様
な
団
体
と
の
応
援
協
定
等
の
締
結
に
努
め
る
。

  　

・　

岐
阜
県
や
静
岡
県
等
と
の
災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
締
結
。

　

社
会
基
盤
の
応
急
対
策

  

○　

電
力
施
設
・
電
気
通
信
施
設
の
応
急
対
策

  　

・　

病
院
、
電
気
通
信
施
設
、
水
道
施
設
、
防
災
関
係
機
関
等
へ
の
電
力
供
給
設
備
や
電
気
通
信
設
備
の
早
期
復
旧
を
図
る
た
め
、
道
路
管
理
者
と

　
　

協
議
す
る
。

（
２
）　

災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
修
正
②

　

警
戒
避
難
期
（
初
動
期
）
の
応
急
対
策

  

○　

避
難
の
勧
告
・
指
示
、
誘
導

  　

・　

県
は
、
市
町
村
に
対
し
て
、
避
難
指
示
等
の
基
準
に
基
づ
く
適
正
な
運
用
や
再
点
検
の
実
施
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
を
行
う
。

  　

・　

災
害
状
況
に
応
じ
た
伝
達
方
法
と
し
て
、
新
た
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
や
緊
急
速
報
（
エ
リ
ア
メ
ー
ル
等
）
の
方
法
を
取
り
入
れ
る
。

  

○　

災
害
時
要
援
護
者
へ
の
緊
急
支
援

  　

・　

帰
宅
困
難
者
の
う
ち
徒
歩
帰
宅
者
に
対
し
て
、
県
と
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
と
の
協
定
等
に
基
づ
い
た
応
急
対
策
が
適
切
に
図
ら
れ
る
よ
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う
努
め
る
。

  
○　

惨
事
ス
ト
レ
ス
対
策

  　

・　

惨
事
ス
ト
レ
ス
対
策
の
実
施
に
努
め
る
。

　

広
域
被
害
へ
の
対
応

  

○　

広
域
被
害
へ
の
対
応

  　

・　

関
係
機
関
は
、
降
灰
や
降
灰
後
の
土
石
流
に
対
し
て
、
情
報
提
供
、
降
灰
の
収
集
・
処
分
体
制
の
確
立
、
避
難
指
示
の
発
令
な
ど
、
十
分
な
対

　
　

応
を
行
う
。

（
２
）　

災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
修
正
③

　

事
態
安
定
期
の
応
急
対
策

  

○　

避
難
所
の
運
営

  　

 

・　

女
性
専
用
の
物
干
し
場
、
更
衣
室
、
授
乳
室
の
設
置
、
安
全
性
の
確
保
な
ど
、
女
性
や
子
育
て
家
庭
の
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
た
避
難
場
所
の
運
営

　
　

に
努
め
る
。

  

○　

事
態
安
定
期
の
応
急
対
策

  　

・　

大
規
模
災
害
に
お
い
て
、
避
難
生
活
を
短
縮
す
る
た
め
、
広
域
応
援
協
定
の
締
結
や
応
急
仮
設
住
宅
の
円
滑
な
提
供
に
努
め
る
。

  

○　

応
急
給
水

  　

・　

応
急
給
水
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
断
水
区
域
及
び
断
水
人
口
、
水
質
の
状
況
等
の
情
報
収
集
を
行
う
。
ま
た
、
水
道
施
設
の
被
災
状
況
等
を
把

　
　

握
し
、
最
も
適
切
な
給
水
方
法
を
採
用
す
る
。

　　

家
畜
の
飼
養
管
理
・
飼
料
管
理
の
指
導

  

○　

家
畜
の
飼
養
管
理
・
飼
料
管
理
の
指
導

  　

・　

汚
染
飼
料
の
家
畜
へ
の
給
与
防
止
対
策
と
し
て
、
国
・
市
町
村
・
関
係
機
関
・
団
体
と
連
携
の
う
え
、
農
家
及
び
飼
料
取
扱
業
者
に
対
し
、
放

　
　

牧
の
自
粛
や
飼
料
の
保
管
方
法
等
適
切
な
指
導
を
実
施
す
る
。
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（
３
）　

複
合
災
害
時
対
策
等
に
関
す
る
修
正

　

複
合
災
害
時
対
策
（
自
然
災
害
と
原
子
力
災
害
）

  

○　

複
合
災
害
時
対
策

  　

・　

複
合
災
害
時
に
お
け
る
情
報
収
集
・
連
絡
体
制
に
つ
い
て
、
県
防
災
行
政
無
線
、
専
用
回
線
及
び
衛
星
回
線
等
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
活
用
し
た

　
　

緊
急
連
絡
体
制
及
び
通
信
を
確
保
す
る
。

  　

・　

緊
急
時
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
大
規
模
自
然
災
害
等
に
よ
る
道
路
等
の
被
災
、
自
動
観
測
局
や
資
機
材
等
の
被
災
に
備
え
た

　
　

代
替
手
段
の
検
討
や
要
員
の
不
足
等
に
備
え
た
活
動
体
制
を
整
備
す
る
。

  　

 

・　

災
害
の
状
況
を
勘
案
し
た
海
上
輸
送
や
ヘ
リ
輸
送
も
含
め
た
緊
急
輸
送
活
動
体
制
の
整
備
に
努
め
る
。

  　

・　

避
難
の
長
期
化
に
伴
う
、
物
資
の
確
保
、
衛
生
環
境
の
維
持
、
愛
玩
動
物
の
保
護
場
所
の
確
保
、
応
急
仮
設
住
宅
の
供
給
に
つ
い
て
対
策
を
実

　
　

施
す
る
。

  　

・　

複
合
災
害
時
に
お
け
る
災
害
時
応
急
体
制
の
組
織
、
構
成
、
所
掌
事
務
に
つ
い
て
整
理
。

　

継
続
災
害
へ
の
対
応
方
針

  

○　

継
続
災
害
へ
の
対
応
方
針

  　

・　

被
災
者
の
生
活
支
援
対
策
に
お
い
て
、
避
難
生
活
の
長
期
化
に
対
応
し
た
避
難
者
へ
の
精
神
面
の
支
援
な
ど
の
被
災
者
支
援
の
実
施
や
被
害
の

　
　

広
域
化
に
対
応
す
る
た
め
広
域
応
援
協
定
の
締
結
を
進
め
る
。

　（
４
）　

災
害
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
修
正

　

被
災
者
の
災
害
復
旧
・
復
興
支
援

  

○　

被
災
者
の
生
活
確
保

  　

・　

「
り
災
証
明
の
交
付
」
に
お
い
て
、
新
た
に
、
被
害
認
定
に
関
す
る
研
修
会
に
参
加
す
る
な
ど
、
被
害
認
定
を
迅
速
・
公
正
に
実
施
で
き
る
体

　
　

制
の
整
備
に
努
め
る
。

　

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
等

  

○　

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
等

  　

・　

県
は
、
関
係
機
関
等
と
と
も
に
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
物
質
の
除
去
及
び
処
分
を
行
う
。（
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
（
平
成
二
三
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年
八
月
二
六
日
成
立
）
の
規
定
の
反
映
）

　

復
旧
対
策
活
動
情
報
の
連
絡

  

○　

復
旧
対
策
活
動
情
報
の
連
絡

  　

・　

災
害
復
旧
対
策
に
お
け
る
情
報
の
連
絡
や
現
地
事
後
対
策
連
絡
会
議
と
の
連
携
を
密
に
す
る
。（
国
の
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
運
営
要
領
と
の　

　
　

整
合
）

（
５
）　

そ
の
他
の
修
正

　

編
名
の
変
更

  

○　

編
名
「
震
災
対
策
編
」

  　

・　

東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
津
波
対
策
の
重
要
性
に
鑑
み
、
従
来
の
「
震
災
対
策
編
」
を
「
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
」
に
変
更
。

資
料
３
：
地
震
等
災
害
被
害
予
測
調
査
事
業
の
概
要

（
１
）　

目　

的

　

 　

国
の
「
中
央
防
災
会
議
」
の
検
討
結
果
や
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
検
討
有
識
者
会
議
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
地
震
・
津
波
等
の
自
然
災
害
や
被

害
予
測
の
調
査
を
行
い
、
県
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
に
反
映
さ
せ
る
。

（
２
）　

事
業
期
間

　
　
　

平
成
二
四
〜
二
五
年
度

（
３
）　

事
業
内
容

　

①　

平
成
二
四
年
度

　

   

基
礎
資
料
の
収
集
、
整
理
、
デ
ー
タ
化
を
行
い
、
本
県
で
起
こ
り
う
る
災
害
の
規
模
（
地
震
動
、
津
波
（
火
山
性
津
波
を
含
む
）
高
、
浸
水
区
域
、   

液
状
化
区
域
等
）
を
予
測
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②　

平
成
二
五
年
度

　
　

 
平
成
二
四
年
度
に
予
測
し
た
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
（
建
築
物
、
火
災
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
人
的
被
害
等
）
を
予
測
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
防    

　
災
対
策
の
検
討
を
実
施

（
４
）　

地
震
等
の
想
定

 　

 

○　

地
震
等
の
想
定
位
置
（
地
震
等
災
害
被
害
予
測
調
査
事
業
に
お
け
る
鹿
児
島
県
検
討
案
＝
別
表
）

                         

注　

別
表
の
ほ
か
、
桜
島
の
北
方
沖
、
東
方
沖
に
お
け
る
海
底
噴
火
と
そ
れ
に
伴
う
津
波
の
発
生
を
想
定

現　

行　

想　

定

見
直
し
・
追
加
想
定
（
案
）

地
震

（
５
震
源
）

地
震

（
11
震
源
）

震
源
の
深
さ

（
ｋ
ｍ
）

津
波

（
想
定
）

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

（
Ｍ
）

震
源
の
深
さ

（
ｋ
ｍ
）

津
波

（
想
定
）

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

（
Ｍ
）

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

鹿
児
島
湾
直
下

日
向
灘

奄
美
大
島
近
海

県
北
部
直
下

県
西
部
直
下

　
　

│

　
　

│

　
　

│

　
　

│

　
　

│

　
　

│

鹿
児
島
湾
直
下

種
子
島
東
方
沖

奄
美
群
島
太
平
洋
沖
（
北
部
）

県
北
部
直
下
（
人
吉
盆
地
南
縁
断
層
近
辺
）

県
西
部
直
下
（
市
来
断
層
近
辺
）

県
北
西
部
直
下
（
出
水
断
層
近
辺
）

熊
本
県
南
部
（
布
田
川
・
日
奈
久
断
層
近
辺
）

ト
カ
ラ
列
島
太
平
洋
沖

奄
美
群
島
太
平
洋
沖
（
南
部
）

甑
島
列
島
東
方
沖

東
海
・
東
南
海
・
南
海
・
日
向
灘
（
四
連
動
）

七
・
一

七
・
八

八
・
〇

六
・
五

六
・
五

││││││

一
〇

二
〇

二
〇

　

五

　

五││││││

有有有││││││││

七
・
一

八
・
〇

八
・
〇

七
・
六

七
・
〇

七
・
〇

七
・
六

八
・
〇

八
・
〇

七
・
〇

九
・
〇

一
〇

二
〇

二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

二
〇

二
〇

一
〇

二
〇

有有有│有│有有有有有
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

石　

田　

榮
仁
郎

長　

上　

深　

雪

質
疑
応
答

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
て　

─　

日
本
法
政
学
会
か
ら
の
検
証
と
提
言

　

石
田
（
司
会
）：
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
八
名
の
ご
報
告
に
対
し
て
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
を
中
心
に
、
質
疑
応
答
の
時
間

に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
内
容
の
濃
い
、
ま
た
豊
富
な
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
・
お
考
え
を
二
五
分
間
で
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

補
足
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
な
に
ぶ
ん
に
も
九
〇
分
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
懇
親
会
場
へ
バ
ス
で
移
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
本
日
お
帰
り
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
時
間
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
早
速
で
す
が
、
ま
ず
第
一
報
告
で
ご
ざ
い
ま
し
た
名
古
屋
産
業
大
学
の
菅
井
先
生
に
対
し
て
の
質
問
で
す
。
ま
ず
関
西
外
国
語

大
学
の
村
井
会
員
か
ら
、「
揺
れ
の
少
な
い
地
震
で
も
大
津
波
が
起
こ
る
場
合
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
警
報
な
ど
の

対
策
に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
名
古
屋
産
業
大
学
の
吉
川
企
画
委
員
長
か
ら
は
「
海
抜
ゼ
ロ

メ
ー
ト
ル
地
域
が
広
範
囲
に
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
シ
ェ
ル
タ
ー
（
ノ
ア
の
箱
舟
構
想
）
は
有
効
か
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
の
お
考
え
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
と
、「
菅
井
先
生
の
基
本
的
な
お
考
え
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
予
知
・
予
測
か
ら
防
災
・
減
災
へ

と
移
行
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
が
東
海
地
域
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
家
屋
調
査
に
関
す
る
具
体
的
な
対

応
に
つ
い
て
ご
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
二
つ
の
ご
質
問
で
す
。
こ
の
お
二
人
か
ら
の
ご
質
問
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

総
合
司
会

総
合
司
会
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ま
す
。

　

菅
井
：
そ
れ
で
は
早
速
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
揺
れ
の
大
き
さ
と
津
波
の
大
き
さ
で
す
が
、
揺
れ
の
大
き
さ
は
震
源
が
小
さ
い

場
合
、
こ
ん
な
ふ
う
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
使
用
）
に
な
り
ま
す
。
大
き
い
場
合
に
は
こ
う
な
り
ま
し
て
、
距
離
が
離
れ
る
と
す
っ
と
揺
れ
は

下
が
る
ん
で
す
ね
。
揺
れ
が
小
さ
い
場
合
は
ど
う
い
う
場
合
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
形
で
震
源
そ
の
も
の
が
小
さ
い
場
合
と
、
震
源
は
大

き
い
の
だ
け
れ
ど
も
距
離
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

最
初
に
お
話
し
た
震
源
が
近
く
て
揺
れ
が
小
さ
い
場
合
は
、
そ
ん
な
に
大
き
な
津
波
は
起
こ
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
震
源
は
大
き
い

け
れ
ど
も
距
離
が
あ
る
の
で
揺
れ
が
小
さ
い
と
い
う
場
合
に
は
、
距
離
に
よ
っ
て
揺
れ
は
小
さ
く
な
る
の
で
す
が
、
津
波
と
い
う
の
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
法
則
が
成
り
立
つ
世
界
な
の
で
、
い
く
ら
遠
く
離
れ
て
も
な
か
な
か
小
さ
く
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
わ
け
で
、
揺
れ
の
大
き
な
震

源
の
場
合
は
、
津
波
は
小
さ
く
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ス
マ
ト
ラ
沖
の
地
震
で
は
そ
う
で
し
た
。
震
源
の
直
上
の
海
で
は

本
当
に
数
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
、
タ
ポ
ン
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
。
船
に
乗
っ
て
い
て
も
分
か
ら
な
い
ぐ
ら
い
な
の
で
す
が
、
実
際
に
陸
に
到
達

す
る
と
き
に
は
、
波
が
バ
ー
ン
と
高
く
な
り
ま
す
。
と
く
に
リ
ア
ス
式
海
岸
は
バ
ー
ン
と
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
揺
れ
が
小
さ
い
か
ら
と
い
っ

て
、
津
波
が
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
に
気
を
つ
け
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
の
場
合
は
、
津
波
が
到

達
す
る
ま
で
に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
吉
川
先
生
の
ご
質
問
で
す
が
、
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
域
に
シ
ェ
ル
タ
ー
、
つ
ま
り
避
難
場
所
を
設
け
、
そ
こ
を
と
く
に
強
化
し
て

お
い
て
、
津
波
か
ら
逃
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
ど
も
が
考
え
て
い
る
愛
知
県
の
対
策
と
し
て
は
、
こ
れ
を
や
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

行
政
サ
イ
ド
と
の
話
し
合
い
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
今
で
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
こ
に
人
が
ど
ん
ど
ん
入
り
込
ん
で
き
て
も
い
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
困
る
も
の
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
大
き
な
声
で
言
え
な

い
と
い
う
実
感
も
持
っ
て
い
ま
す
。
で
も
今
や
れ
る
こ
と
は
多
分
そ
れ
し
か
な
い
か
な
あ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
地
震
の
予
知
・
予
測
か
ら
防
災
・
減
災
へ
と
い
う
考
え
は
、
予
知
・
予
測
が
ま
だ
ま
だ
完
全
に
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い

か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
六
時
間
後
と
か
、
五
分
後
と
か
い
う
の
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
三
〇
年
後
の
何
月
何
日
に
と
い
う
の
は



─ 135 ─

ち
ょ
っ
と
夢
み
た
い
な
話
な
の
で
、
災
害
対
策
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
防
災
・
減
災
へ
移
行
す
る
と
い
う
考
え
は
、
今
の
状
況
か
ら

言
う
と
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
私
が
ボ
ー
リ
ン
グ
を
使
っ
て
や
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
尾
張
旭
（
愛
知
県
）
の
例
な
の
で
す
が
、
こ
ん
な
話
な
ん
で
す
。
ボ
ー
リ

ン
グ
の
位
置
で
地
震
動
を
計
算
し
て
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
全
体
の
一
軒
一
軒
の
建
物
の
震
度
を
計
算
す
る
と
い
う
や
り
方
な
の
で
す
。
こ
の

辺
の
か
ぶ
っ
た
分
を
拡
大
し
ま
す
と
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
使
用
）、
一
軒
一
軒
の
家
に
つ
い
て
、
震
度
が
幾
つ
と
い
う
の
が
出
て
く
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、「
こ
の
家
」
と
特
定
す
る
と
、
三
月
一
一
日
の
と
き
は
二
・
三
六
の
地
震
動
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
ん

な
も
の
ま
で
今
で
は
測
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
ま
で
研
究
室
レ
ベ
ル
で
や
っ
て
い
た
も
の
を
、
こ
う
い
う
形
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
精
度
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
た
意
図
は
、「
実
際
に
あ
な
た
の
家
は
ど
れ
だ
け
揺
れ
ま
す
よ
」
と
言
う
と
、
や
は
り
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
住

民
の
皆
さ
ん
が
「
耐
震
診
断
を
し
よ
う
か
」
と
か
、「
耐
震
補
強
を
し
て
み
よ
う
か
」
と
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
「
家
具
の
固
定
は
し

よ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
や
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
メ
ッ
シ
ュ
で
や
る
よ
り
も
コ
ス
ト
が
安
い
ん
で
す
。
行
政
の
ほ
う
に
も
非
常
に
負
担
を
軽
く
し
て
い
た
だ

け
る
。
最
初
の
話
で
も
コ
ス
ト
、
コ
ス
ト
と
言
っ
た
の
で
す
が
、「
人
の
命
を
コ
ス
ト
に
代
え
ら
れ
る
か
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
福
祉
の
こ
と
で
も
医
療
の
こ
と
で
も
コ
ス
ト
は
必
ず
要
り
ま
す
の
で
、
防
災
に
ば
か
り
コ
ス
ト
を
か
け
ら

れ
な
い
。
な
る
べ
く
行
政
側
と
し
て
は
効
率
的
に
使
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ス
ト
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
精
度
も
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
高
い
の
で
、
今
こ
う
い
う
も
の
を
実
験
的
に
私
た
ち
の
市
（
尾
張
旭
市
）
の
方
で
や
っ
て
、
皆
さ
ん

に
使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
こ
で
も
使
え
る
も
の
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
ウ
ェ
ブ
等
で
の
利
用
も
考
え
て
お
り

ま
す
。
以
上
で
す
。

　

石
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
更
に
ご
質
問
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
時
間
が
許
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
ら
、

そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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第
二
報
告
の
京
都
産
業
大
学
の
草
鹿
会
員
に
は
、
関
東
学
院
大
学
の
本
田
会
員
か
ら
質
問
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
原
子
力
損
害

賠
償
に
つ
い
て
原
子
力
損
害
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
こ
で
の
紛
争
解
決
実
態
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ご

存
じ
な
ら
ば
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

草
鹿
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
学
会
の
性
質
上
、
質
問
が
一
件
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
質
問
し
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
報
告
の
メ
イ
ン
の
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
付
け
足
し
で
お
話
し
さ
せ
て
頂
い
た
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」

に
つ
い
て
の
ご
質
問
だ
っ
た
の
で
、
補
充
と
い
う
意
味
で
、「
私
が
話
し
た
か
っ
た
こ
と
を
話
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
親
心
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

Ａ
Ｄ
Ｒ
、
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
で
す
が
、
文
部
科
学
省
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
と
い
う
機
関
の
下
部
組
織
と
し
て
文
部
科
学
省

が
設
置
し
、
当
事
者
間
、
つ
ま
り
東
電
（
東
京
電
力
）
と
被
害
者
間
の
和
解
を
仲
介
す
る
た
め
の
機
関
の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
二
〇
〇

名
の
弁
護
士
を
仲
介
委
員
に
任
命
し
ま
す
。
そ
の
方
々
が
東
電
と
被
害
者
と
の
間
を
仲
介
し
て
、
話
し
合
い
を
促
進
す
る
と
い
う
機
関
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
四
〇
名
の
弁
護
士
を
調
査
官
に
嘱
託
し
て
、
具
体
的
な
被
害
調
査
を
そ
の
方
々
に
担
当
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
も
の
で
す
。
事

務
担
当
が
八
人
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
そ
こ
に
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
使
用
）
書
い
て
い
ま
す
が
、
圧
倒
的
に
ス
タ
ッ
フ
不
足
で
す
。
発
足
し
た
の
が
昨
年
の
八
月
で
す

が
、
八
月
か
ら
現
在
ま
で
、
申
し
立
て
が
二
、三
五
四
件
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
現
在
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
確
認
で
き
る
最
新
の
数
字
で
、

二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
現
在
で
、
河
北
新
報
で
公
表
さ
れ
た
数
字
で
す
。
そ
の
中
で
和
解
に
た
ど
り
着
け
た
件
数
は
一
三
六
件
で
あ
り
、

全
体
の
一
割
以
下
で
す
。

　

半
年
以
上
待
た
さ
れ
て
、
ま
だ
解
決
し
な
い
事
例
も
山
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
今
後
い
っ
た
い
ど
う
い
う
形
で
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
の
か
、

こ
こ
に
頼
む
と
、
ど
こ
ま
で
損
害
を
認
め
て
も
ら
え
る
の
か
が
全
然
分
か
ら
な
い
中
で
、
皆
さ
ん
様
子
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
、
三
月
二
六
日
、

初
め
て
の
和
解
事
例
が
出
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
に
言
え
ば
賠
償
し
て
も
ら
え
る
ら
し
い
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
か
ら
、
ど

ん
ど
ん
申
し
出
が
増
え
て
い
る
状
況
で
す
。
増
え
て
い
て
、
し
か
も
こ
の
二
〇
〇
人
と
四
〇
人
の
ス
タ
ッ
フ
で
事
件
を
解
決
す
る
と
い
う
の
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は
無
理
な
の
で
、
日
弁
連
の
方
で
は
「
調
査
官
を
せ
め
て
倍
に
し
て
ほ
し
い
」、「
八
〇
人
に
し
て
ほ
し
い
」
と
文
部
科
学
省
と
折
衝
し
て
、

よ
う
や
く
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

一
応
、
設
置
者
が
文
科
省
で
す
の
で
、
国
の
費
用
で
弁
護
士
を
雇
っ
て
、
東
電
と
被
害
者
の
間
の
話
し
合
い
の
場
を
設
け
る
と
い
う
の
が

こ
の
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
で
す
。
そ
も
そ
も
話
し
合
い
の
場
で
す
の
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
所
と
違
っ
て
強
制
力
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
当
事
者
同
士
が
合
意
し
な
け
れ
ば
解
決
し
な
い
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
個
人
的
に
は
、
こ
こ
で
話
し
合
っ
て
も
埒
が
明
か
な
い
の
で
、
さ
っ
さ
と
裁
判
所
に
行
っ
た
ら
ど
う
な
ん
だ
と
申
し
上
げ
て
い
る
の

で
す
が
、
弁
護
士
さ
ん
た
ち
に
伺
う
と
、「
裁
判
官
の
個
性
の
差
が
大
き
す
ぎ
て
、
裁
判
所
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
ま
た
法
律
的
に
認
め
ら

れ
た
損
害
以
外
は
、
裁
判
所
は
認
め
て
く
れ
な
い
。
話
し
合
い
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
状
況
に
応
じ
て
、
よ
り
法
律
的
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ

ま
で
損
害
賠
償
と
し
て
保
障
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
こ
ち
ら
を
使
う
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
ス
タ
ッ
フ
が
少
な
す
ぎ
る
し
、
実
は
東
電
側
に
も
弁
護
士
が
代
理
人
と
し
て
つ
い
て
い
ま
す
。
弁
護
士
対
弁

護
士
で
法
律
論
を
戦
わ
せ
な
が
ら
、
い
か
に
賠
償
範
囲
を
狭
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
ち
ら
は
そ
ち
ら
で
弁
護
士
の
仕
事
と
し
て
や
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
、
運
用
状
況
と
し
て
は
当
初
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
、
か
な
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
解
決
事
例
が
徐
々
に
積
み
重
な
っ
て
き
て
、
こ
こ
に
行
け
ば
こ
れ
ぐ
ら
い
は
と
い
う
、
相
場
感
が
出
て
く
れ
ば
、
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ

プ
も
す
る
で
し
ょ
う
し
、
処
理
も
早
く
な
る
と
は
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
な
る
前
に
裁
判
所
に
行
っ
た
ほ
う
が
早
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は
い
ま
だ
に
個
人
的
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
運
用
状
況
と
し
て
は
こ
う
い
う
状
況
で
す
と
い
う
こ
と
を
、
数
字
的
な
補
足
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

石
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
草
鹿
会
員
に
は
お
一
人
で
し
た
の
で
、
ま
た
あ
り
ま
し
た
ら
後
ほ
ど
時
間
の
許
す
限
り
で
お
願
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
第
三
報
告
の
平
成
国
際
大
学
の
和
田
修
一
会
員
に
対
し
て
、
ご
質
問
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
和
田
会
員
に
対
し
て
は
、
三
名
の

方
か
ら
ご
質
問
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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ま
ず
第
一
に
、
島
根
大
学
法
科
大
学
院
の
林
会
員
か
ら
で
す
。「
大
変
興
味
深
い
ス
ー
パ
ー
紙
芝
居
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
有

事
共
同
作
戦
と
の
ご
指
摘
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
の
価
値
観
の
再
構
築
で
の
日
本
国
憲
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
ご
説
明

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
ぶ
ん
時
間
の
関
係
で
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
カ
ッ
コ
書
き
に
あ

り
ま
す
が
、
私
ど
も
も
憲
法
の
立
場
か
ら
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
同
じ
く
先
ほ
ど
の
名
古
屋
産
業
大
学
の
吉
川
会
員
か
ら
で
す
。「
今
回
、
野
田
内
閣
の
改
造
に
よ
り
、
森
本
敏
先
生
（
前
回
、

本
学
会
で
基
調
講
演
を
さ
れ
た
）
が
防
衛
大
臣
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
ご
自
身
の
考
え
と
は
別

に
こ
れ
を
否
定
す
る
発
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
政
府
見
解
と
し
て
否
定
す
る
発
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
和
田
先
生

の
ご
説
明
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
平
和
的
な
意
味
で
の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
和

田
先
生
の
お
考
え
聞
か
せ
願
え
れ
ば
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

政
府
あ
る
い
は
日
本
人
全
体
の
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
お
伺
い
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
ご
専
門
の
方
で
す
け
れ
ど
も
、
三
重
中
京
大
学
の
浜
谷
会
員
か
ら
で
す
。「
レ
ジ
ュ
メ
四
の
三
に
あ
る
政
治
に
よ
る
民
主
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
、
従
来
は
国
家
関
与
承
認
の
事
前
か
事
後
か
の
議
論
に
終
始
し
て
い
た
。
国
会
の
関
与
手
段
に
つ
い
て
何
か
ア
イ

デ
ア
が
あ
っ
た
ら
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
」。　

第
二
に
は
、
同
じ
く
憲
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
と
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
先
ほ
ど
と
同
じ
で
す
。　

第
三
に
、「
レ
ジ
ュ
メ
三
の
一
に
あ
る
災
害
協
力
協
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
機
動
的
、
組
織
的
に
機
能
さ
せ

る
た
め
に
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
に
ま
た
が
っ
た
広
域
型
の
列
島
横
断
的
機
構
が
有
効
で
は
な
い
か
。
ま
た
支
援
体
制
と
と
も
に
、
援
助

を
受
け
入
れ
る
受
援
体
制
の
枠
組
構
築
も
必
要
で
は
な
い
の
か
」。
四
点
目
が
、「
同
盟
国
以
外
の
外
国
軍
隊
の
受
け
入
れ
お
よ
び
国
内
活
動

に
つ
い
て
、
そ
の
受
け
入
れ
基
準
お
よ
び
行
動
準
則
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
」。
最
後
に
「
東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
安
全
保
障
会
議
は

開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
招
集
も
構
成
員
か
ら
の
意
見
具
申
も
な
か
っ
た
事
実
を
ど
う
考
え
る
か
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
、
浜

谷
先
生
の
ご
専
門
の
お
立
場
か
ら
五
点
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

和
田
：
ま
ず
ち
ょ
っ
と
先
ほ
ど
の
補
足
と
い
い
ま
す
か
、
私
は
ゆ
っ
く
り
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
が
、
本
当
に
早
口
で
ご
迷
惑
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を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　

二
つ
補
足
が
ご
ざ
ま
い
す
。
一
つ
は
、
大
島
で
行
わ
れ
た
「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
に
よ
っ
て
、
島
民
の
皆
さ
ん
の
米
軍
に
対
す
る
認
識
が
本

当
に
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
現
地
の
市
議
会
議
員
と
も
話
を
し
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
演
習
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
受

け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
お
話
で
し
た
。
島
民
の
皆
さ
ん
は
本
当
に
感
謝
と
い
う
形
で
す
。
最
初
は
ち
ょ
っ
と
い
ぶ
か

し
く
感
じ
た
け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
六
日
間
で
本
当
に
が
ら
っ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
宮
城
県
全
体
の
自
衛
隊
に
対
す
る
認
識
と
い
う
意
味

で
も
変
わ
り
ま
し
た
。

　

宮
城
県
は
保
守
的
な
土
地
柄
で
す
が
、
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
で
す
。
い
わ
ゆ
る
戊
辰
の
役
以
降
、
反
中
央
と
い
う
形
の
伝
統
が
あ
る
も
の
で

す
か
ら
、
中
央
か
ら
の
押
し
付
け
に
対
し
て
は
、
非
常
に
嫌
う
土
地
柄
で
す
。
そ
こ
で
自
衛
隊
な
ど
も
非
常
に
い
ぶ
か
し
が
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
お
そ
ら
く
ほ
ぼ
完
全
に
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ト
モ
ダ
チ
作
戦
に
つ
い
て
は
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
部
分
に
補
足
資
料
と
し
て
書
い
た
の
で
す
が
、
実
は
ト
モ
ダ
チ
作
戦
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
グ
リ
ー
ン
に
頼
ま
れ
て
昨
年
の
暮
れ
に
英
文
で
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
そ
の
内
容
に
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
ご
質
問
の
ほ
う
で
す
。
浜
谷
会
員
に
は
五
人
分
の
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
今
も
あ
っ
た
通
り
、
林

会
員
と
は
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
浜
谷
先
生
の
ほ
う
の
質
問
か
ら
答
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
お
話
で
す
が
、
戦
争
権
限
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
浜
谷
先
生
か
ら
ご
質
問
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
私
と
し

て
は
大
変
緊
張
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
私
は
、
も
う
少
し
軍
の
役
割
を
見
直
す
べ
き
だ
。
自
衛
隊
も
含
め
て
も
っ
と
幅
を
広
げ
て
い
い
の
で
は

な
い
か
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
し
っ
か
り
政
治
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
で
す
。

　

具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ご
承
知
の
と
お
り
大
統
領
と
議
会
で
戦
争
権
限
法
と
い
う
建
前
の
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
実
は
非
常
に
非
公
式
な
レ
ベ
ル
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
、
調
整
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
九
・
一
一
テ
ロ
直
後
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
法
律
を
五
人
で
決
め
た
。
議
会
の
代
表
と
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
代
表
で
決
め
た
。
そ
し
て
議
会
を
す
っ
と
通
し
た
。
そ
う
い
う
経
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験
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
の
震
災
後
、
政
党
間
の
協
議
会
が
で
き
た
の
で
す
が
、
建
前
だ
け
で
、
結
局
は
足
の
引
っ
張
り
合
い
で
、
国
会
と
し
て
ま
と
ま
っ
て

動
い
て
は
い
な
い
。
国
会
議
員
の
方
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
実
は
読
売
新
聞
が
八
月
末
に
行
っ
た
調

査
に
よ
る
と
、
震
災
へ
の
評
価
と
し
て
国
会
議
員
は
三
％
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
世
論
の
認
識
だ
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
質
問
、憲
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
林
会
員
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
の
で
申
し
上
げ
る
と
、ま
ず
私
が
い
ち
ば
ん
疑
っ

て
い
る
の
は
憲
法
の
前
文
で
す
。
改
め
て
読
ん
で
み
ま
す
。
途
中
か
ら
で
す
が
、「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、

わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」。
こ
ん
な
諸
国
民
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、
と
い
う
の
が
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。
憲
法

九
条
も
そ
れ
で
自
ず
か
ら
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
ら
な
い
政
府
、
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
と
思
い

ま
す
。
前
文
で
ま
る
で
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
私
は
こ
れ
は
非
常
に
深
刻
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
を
申
し
上
げ
る
と
、
ま
さ
に
第
一
次
大
戦
後
に
出
て
き
た
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
、
不
戦
条
約
に
表
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
精

神
を
そ
の
ま
ま
日
本
が
引
き
継
い
で
し
ま
っ
た
。
不
戦
条
約
は
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
リ
ア
ン
条
約
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
「
戦
争

は
い
け
な
い
ん
だ
」
と
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
宥
和
政
策
が
で
き
て
、
そ
の
あ
と
第
二
次
大
戦
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
不
戦

条
約
の
精
神
は
重
要
で
す
が
、
第
二
次
大
戦
の
と
き
に
は
実
態
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
そ
れ
に
基
づ
い
た
よ
う
な
憲
法

を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ず
っ
と
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
問
題
は
二
〇
〇
七
年
に
起
き
る
。
冷
戦
後
、
お
そ
ら
く
湾
岸
戦
争
の
頃
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
憲
法
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
認

識
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
。
憲
法
調
査
会
も
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
安
倍
内
閣
の
と
き
、
憲
法
を
多
数
決
で
通
そ
う
と
し
た
。
そ
こ

で
国
民
が
や
や
引
い
て
し
ま
っ
た
。
国
民
と
い
う
の
は
、
一
九
六
〇
年
の
岸
内
閣
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
も
、
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
と

ど
う
も
反
発
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
少
し
柔
ら
か
い
形
で
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
逆
に
い
う
と
、
い
ろ
い
ろ

な
第
二
次
大
戦
の
惰
性
で
続
い
て
き
た
価
値
観
、
そ
う
い
う
意
味
で
柔
ら
か
く
見
直
す
時
期
で
は
な
い
か
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
災
害
協
力

協
定
、
ま
さ
に
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
つ
申
し
上
げ
る
と
、
自
衛
隊
の
備
蓄
、
実
は
有
事
備
蓄
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
燃
料
が
今
回
表
向
き
で
は
ほ
と
ん

ど
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
ガ
ソ
リ
ン
が
足
り
な
か
っ
た
と
き
に
真
っ
先
に
出
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
四
番
目
、
同
盟
国
以
外
の
規
制
に
つ
い
て
で
す
。
オ
ス
ロ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
の
受
け
入
れ
を
や
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
。
日
本
は
必
要
な
く
な
る
。
緊
急
事
態
だ
け
の
必
要
な
の
で
、
ア
メ
リ
カ
と
は
実
は
、
二
〇
一
一
年
一
月
に
在
日
米
軍
司
令

部
と
自
衛
隊
の
制
服
組
の
間
で
協
定
が
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
協
定
で
す
ぐ
、
一
カ
月
半
後
だ
っ
た
の
で
す
が
、
三
月
一
一
日
に
発
動

し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
事
前
準
備
を
し
て
お
く
。
そ
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し
て
お
く
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
動
く
。
こ
れ
が
大
切
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

安
全
保
障
会
議
。
む
し
ろ
安
全
保
障
会
議
そ
の
も
の
が
深
刻
な
状
況
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
本
来
で
し
た
ら
ア
メ
リ
カ
型
の
安
全
保

障
会
議
と
い
う
の
は
、
危
機
認
識
、
情
報
を
共
有
し
、
議
論
す
る
場
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
た
だ
単
に
形
式
的
な
ハ
ン
コ
を
押
す
だ
け

の
会
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
懇
談
会
と
い
う
の
が
前
に
あ
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
中
身
の
な
い
形
式
だ
け
の
も
の
で
す
。
そ
れ
が
問
題

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
吉
川
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
が
、
森
本
さ
ん
の
件
。
森
本
さ
ん
は
個
人
的
に
は
親
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
よ
く
存
じ

上
げ
て
い
ま
す
。
彼
は
言
う
な
ら
ば
専
門
家
と
政
治
家
と
閣
僚
と
い
う
三
つ
の
区
別
の
中
で
判
断
す
べ
き
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
専

門
家
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
専
門
家
と
い
う
の
は
自
分
の
理
論
に
基
づ
い
て
ベ
ス
ト
な
提
言
を
す
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
政
治
家
と
い
う
の
は
自
分
の
主
義
主
張
を
有
権
者
に
訴
え
る
。
そ
し
て
立
法
活
動
を
行
う
。
つ
ま
り
法
律
を
規
定
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
変
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
、
内
閣
の
一
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
言
う
な
ら
ば
法
令
順
守
義
務
と
い
う
の
が
生
じ

て
き
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
政
治
家
と
閣
僚
と
い
う
グ
ル
ー
プ
と
専
門
家
と
違
う
の
は
、
専
門
家
は
言
い
た
い
こ
と
だ
け
言
う
の
で
す
が
、
政
治
家
、
閣
僚

と
い
う
の
は
妥
協
を
求
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
か
ら
普
天
間
一
本
や
り
だ
っ
た
森
本
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
妥
協
案
を
出
し
て
く
る
か
、

私
は
興
味
深
く
見
守
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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石
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
色
々
と
、
お
っ
し
ゃ
り
た
い
こ
と
は
沢
山
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
通
り
八
名
の

パ
ネ
リ
ス
ト
に
回
っ
て
か
ら
、
ま
た
補
足
を
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
第
四
報
告
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
柴
田
さ
ん
に
対
し
て
は
、
多
く
の
ご
質
問
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
若
干
、
こ
ち
ら
か

ら
読
み
上
げ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
島
根
法
科
大
学
院
の
林
会
員
か
ら
は
、「
で
は
ど
の
よ
う
な
報
道
が
さ
れ
る
の
が
よ
い
の
か
。
〇
・
二
メ
ー
ト

ル
の
津
波
第
一
波
、
気
象
庁
の
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
予
報
の
周
知
徹
底
の
報
道
方
法
は
ど
う
す
べ
き
か
。
画
面
か
ら
は
次
々
に
情
報
が
流

れ
て
い
る
中
で
、
視
聴
者
の
注
意
喚
起
の
た
び
、
一
度
情
報
画
面
を
遮
断
し
て
重
要
な
も
の
を
報
道
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
国
士
舘
大
学
の
上
村
会
員
か
ら
は
、「
非
常
に
示
唆
に
富
む
ご
報
告
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
メ
デ
ィ
ア
の
特

徴
を
捉
え
た
対
応
の
必
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
点
、
先
生
の
ご
意
見
を
伺
い
た
く
思
う
の
で
す
が
、
ク
ラ
イ
シ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
観
点
か
ら
、
震
災
等
の
非
常
時
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
効
果
的
な
活
用
に
つ
き
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
展
望
を
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
と
の
効
果
的
な
連
携
等
に
つ
き
ま
し
て
、
お
考
え
を
お
伺
い
し
た
く
存
じ
ま
す
」
と
い
う
ご
質
問
で

す
。

　

大
阪
大
学
の
瀬
戸
山
会
員
か
ら
は
、「
貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
災
害
発
生
後
の
急
性
期
、
い
わ
ゆ
る
発
生
か
ら
三

日
以
内
。
亜
急
性
期
、
四
日
か
ら
三
週
間
。
慢
性
期
、
四
週
間
以
上
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
て
い
る

被
災
地
の
人
々
に
対
す
る
報
道
機
関
の
情
報
提
供
の
役
割
や
責
任
に
つ
い
て
、
長
年
報
道
に
従
事
さ
れ
て
き
た
経
験
か
ら
の
ご
意
見
を
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
三
名
か
ら
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

柴
田
：
本
当
に
た
く
さ
ん
の
質
問
を
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
と
こ
ろ
は
質
問
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
早

く
帰
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
ま
画
面
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
使
用
）
の
ほ
う
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
最
初
の
林
先
生
の
ご
質
問
に
関
す
る
部
分
で

す
。
で
は
ど
ん
な
報
道
が
な
さ
れ
る
の
か
。
林
先
生
が
ご
質
問
な
さ
っ
て
、
例
え
ば
、「
一
度
画
面
を
全
部
切
り
替
え
て
、
そ
れ
で
重
要
な
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も
の
を
出
し
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
ご
意
見
で
す
が
、
実
は
い
ま
そ
れ
と
ま
っ
た
く
別
の
、
反
対
の
方
向
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
テ
レ
ビ
の
悪
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
小
売
店
で
圧
迫
展
示
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
要
す
る
に
う
ち
は
商
品
が
た
く
さ
ん

あ
る
と
い
う
の
を
画
面
上
見
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
テ
レ
ビ
の
中
で
は
ず
っ
と
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
一
つ
で
も
多
く
情
報
を
画
面
の
中
に

出
す
。
矢
印
が
見
え
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
通
常
は
こ
れ
は
Ｌ
字
と
い
い
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ｌ
の
形
を
出
し
て
、
例
え

ば
、
交
通
情
報
を
縦
に
出
し
て
、
下
に
山
手
線
動
向
、
こ
ち
ら
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
鹿
児
島
本
線
が
ど
う
の
こ
う
の
と
、
そ
う
い
う
も
の

を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
い
く
。

　

私
ど
も
の
取
材
し
た
人
間
に
よ
れ
ば
、
被
災
地
で
は
三
重
Ｌ
字
と
い
う
の
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
一
つ
の
Ｌ
字
で
交
通
情
報
を
出

し
て
、
あ
と
の
二
つ
を
ど
ん
ど
ん
中
に
も
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
画
面
が
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
情
報
は

三
倍
に
な
る
と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
中
で
唯
一
違
い
が
あ
る
と
す
る
と
、
緊
急
地
震
速
報
で
す
。
ど
ん
な
画
面
が
流
れ
て
い
よ
う
が
、

Ｃ
Ｍ
が
流
れ
て
い
よ
う
が
、
緊
急
地
震
速
報
は
排
他
的
に
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
で
、
本
当
に
す
ご
い
地
震
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
、

び
っ
く
り
す
る
方
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
最
初
の
頃
は
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
誤
報
が
多
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
な

か
な
か
、
ど
う
せ
揺
れ
な
い
だ
ろ
う
と
。
先
ほ
ど
の
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
の
津
波
観
測
の
数
値
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
の
が
ま
た
怖
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
た
く
さ
ん
画
面
に
情
報
を
出
す
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
改
善
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
下
に
「
腹
帯
」
と
通
称
言
っ
て
い
る
、
人
の
バ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
を
撮
っ
た
と
き
に
、
お
な
か
の

あ
た
り
に
帯
の
よ
う
に
出
る
字
幕
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、こ
こ
で
「
○
○
地
区
避
難
」
と
い
う
ス
ー
パ
ー
を
入
れ
る
。
あ
る
い
は
ス
ー
パ
ー

と
と
も
に
そ
れ
を
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
し
ゃ
べ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
置
き
換
え
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
腹
帯
を
入

れ
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
見
た
人
で
も
、
あ
あ
、
避
難
の
発
令
が
あ
っ
た
ん
だ
、
あ
る
い
は
大
津
波
警
報
で
避
難

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
の
が
、
地
図
の
中
だ
と
何
か
ほ
か
の
国
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
地
図
の

中
で
は
な
く
て
、
こ
の
下
の
所
に
そ
う
い
う
も
の
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
や
っ
て
い
く
こ
と
が
、
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
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ま
す
。

　

た
だ
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、「
情
報
が
沢
山
あ
る
こ
と
が
こ
の
局
の
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
お
そ

ら
く
画
面
上
に
こ
れ
だ
け
沢
山
の
地
図
が
あ
っ
て
、
し
か
も
津
波
情
報
が
あ
っ
て
、
ど
こ
に
来
る
か
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
時
間
が
見
え
て

い
た
り
す
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
を
取
捨
選
択
し
て
視
聴
者
に
分
か
ら
せ
て
、
そ
れ
で
「
逃
げ
て
く
だ
さ
い
、
命
拾
い
を
し

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
、
私
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
奢
り
す
ぎ
て
い
る
か
な
と
い
う
の
も
、
も
ち
ろ
ん
考
え
と
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す

か
ら
分
か
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
の
関
連
に
つ
い
て
上
村
先
生
が
ご
質
問
さ
れ
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
こ
れ
が
難
し
い
。
い
ま
実
際
に
わ

れ
わ
れ
の
放
送
局
で
地
上
波
で
放
送
し
て
い
る
分
と
、
そ
れ
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
、
ウ
ェ
ブ
上
で
ニ
ュ
ー
ス
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
そ
の
根
本
の
機
能
は
、
や
は
り
本
社
に
あ
り
ま
す
。
本
社
に
機
能
が
あ
り
ま
す
が
、
本
社
の
社
屋
は
先
ほ
ど
お
伝
え
し
た
よ
う
な
形
で
、

東
日
本
大
震
災
で
も
大
変
揺
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
わ
れ
わ
れ
が
予
測
し
て
い
る
の
は
東
京
直
下
型
地
震
で
、
そ
れ
が
い
つ
来
て
も
い
い
よ
う
に
と
い
う
か
、
よ
く
は
な
い
の
で
す
が
、

い
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
局
舎
自
体
が
お
か
し
く
な
っ
て
、
放
送
が
で
き
な
く
な
る

の
は
避
け
た
い
。
そ
の
た
め
に
二
四
〇
本
の
制
振
ダ
ン
パ
ー
を
入
れ
て
、
工
事
を
始
め
ま
し
た
。

　

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
で
、
本
社
社
屋
の
維
持
と
、
そ
れ
か
ら
放
送
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
放
送
局
と
い
う
の

は
や
は
り
出
先
機
関
、
つ
ま
り
地
震
が
起
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
地
震
が
起
き
て
い
る
周
辺
に
誰
か
記
者
を
配
置
す
る
な
り
、
カ
メ

ラ
を
撮
れ
る
と
こ
ろ
に
配
置
す
る
な
り
し
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
な
か
な
か
で
き
に
く
い
。
で
き
に
く
い
と
す
れ
ば
、
例

え
ば
、
携
帯
端
末
や
Ｉ
Ｐ
電
話
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
言
う
と
衛
星
電
話
、
衛
星
を
使
っ
て
の
テ
レ
ビ
電
話
を
配
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
現
地
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
今
回
は
あ
り
ま
し
た
。
現
地
に
な
か
な
か
入
れ
な
い
。
で
す
か
ら
同
時
に
被
害
に
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
映
像
を
送
る
た
め
に
は
、
非
常
に
困
難
を
要
し
ま
し
た
。
た
だ
一
つ
二
つ
、
映
像
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
早
く
で
き
た
の
は
、
早
く
で
き

る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
い
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
い
い
こ
と
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仙
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台
空
港
で
の
津
波
の
映
像
は
、
仙
台
空
港
の
情
報
カ
メ
ラ
で
撮
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
う
や
っ
て
情
報
カ
メ
ラ
を
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
置
い
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

今
回
、
東
京
周
辺
の
情
報
カ
メ
ラ
も
ま
た
再
考
し
て
、
直
下
型
地
震
に
備
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
そ
れ
も
ビ
ル
の
上
に
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
も
ち
ろ
ん
ビ
ル
が
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
駄
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
以
前
は
、
例
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
に
電
話
を
し
て
も

ら
う
と
い
う
約
束
を
し
て
お
り
、
地
震
が
あ
っ
た
、
大
き
な
火
事
が
あ
っ
た
、
大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
ら
、
契
約
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
の
運

転
手
さ
ん
が
電
話
を
か
け
て
き
て
く
れ
ま
す
。「
ど
こ
ど
こ
の
通
り
が
通
行
止
め
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
。

　

と
こ
ろ
が
今
は
そ
ん
な
悠
長
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ら
れ
な
く
て
、
電
話
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
携
帯
電
話
も
か
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
、
ス
カ
イ
プ
や
Ｉ
Ｐ
電
話
、
衛
星
電
話
を
使
っ
て
、
映
像
も
送
れ
る
よ
う
な
形
に
で
き
な
い
か
を
検
討
中
だ
と

い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
ウ
ェ
ブ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
ウ
ェ
ブ
で
契
約
し
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
か
ら
、
例
え
ば
、
映
像
を
送
っ
て
も
ら
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
東
京
が
駄
目
に
な
っ
た
場
合
は
、
大
阪
か
ら
放
送
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
も
一
二
月
に
大
阪
の
Ｍ
Ｂ
Ｓ
と
い

う
放
送
局
と
同
時
に
地
震
訓
練
を
や
り
ま
し
た
。
東
京
直
下
で
東
京
が
壊
滅
状
態
に
な
っ
て
局
舎
が
放
送
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
大
阪
が
キ
ー
局
と
し
て
放
送
を
出
す
。
つ
ま
り
大
阪
経
由
だ
っ
た
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
映
像
が
映
る
と
い
う
形
に
で
き
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
い
く
か
ど
う
か
は
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
震
災
が
発
生
し
た
後
の
急
性
期
、
亜
急
性
期
、
慢
性
期
。
例
え
ば
、

火
山
の
噴
火
な
ど
も
非
常
に
長
い
ス
パ
ン
で
見
て
取
材
を
す
る
の
で
す
が
、
最
初
は
現
地
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
、
だ
い
た
い
三
日
が
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
す
。
現
地
に
入
っ
て
現
地
の
情
況
を
探
る
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く
「
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」「
あ
あ
い
う

画
が
撮
れ
ま
し
た
」「
こ
ん
な
に
被
害
に
あ
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
」
で
、
も
う
三
日
間
。
そ
れ
か
ら
一
週
間
ぐ
ら
い
は
そ
れ
が
続
き
ま
す
。

そ
の
後
を
亜
急
性
期
と
い
う
ふ
う
に
分
類
す
れ
ば
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
期
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
こ
う
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
、
あ
あ
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
こ
の
事
象
は
今
続
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
前
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
あ
あ
い
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う
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
ん
で
す
。

　

慢
性
期
に
つ
い
て
は
、
本
当
に
町
の
情
報
を
取
材
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
例
え
ば
、
四
週
間
に
わ
た
っ
て
取
材
を
し
た
け
れ

ど
も
、
あ
る
人
は
来
た
全
マ
ス
コ
ミ
か
ら
取
材
を
受
け
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
で
さ
え
い
ろ
い
ろ
な
被
害
を
受
け
て
い
る

人
た
ち
に
、
色
々
な
人
た
ち
が
来
て
取
材
を
し
て
帰
る
。
こ
の
人
は
一
人
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
取
材
を
さ
れ
る
。
そ
れ

だ
け
で
も
疲
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
な
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
和
田
先
生
と
お
話
し
し
た
と
き
に
そ
う
い
う
お
話
も
出
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
取
材
を
す
る
中
で
す
ご
く
怒

ら
れ
る
部
分
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
も
取
材
し
た
い
。
他
に
取
材
を
さ
れ
た
社
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
取
材
し
た
い
の
は
や

ま
や
ま
な
の
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
分
担
し
た
ら
ど
う
か
。
分
担
し
た
ほ
う
が
も
っ
と

い
い
取
材
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
相
手
方
に
と
っ
て
幸
せ
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
つ
つ
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
な
と

思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
災
害
発
生
後
は
イ
ン
フ
ラ
を
中
心
に
と
に
か
く
取
材
を
す
る
。
ど
ん
ど
ん
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て
は
、
分

か
り
や
す
く
出
し
て
い
く
し
か
方
法
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

災
害
取
材
を
す
る
と
き
に
私
が
い
つ
も
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
こ
と
を
守
っ
て
い
た
だ
い
て
、
で
き
る
だ
け
長
生
き
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
一
つ
は
、「
頑
張
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
の
を
よ
く
言
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、「
他
の
人
が
で
き
る
こ
と
は
、
他
の
人
に
任
せ

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
後
に
、「
疑
問
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
だ
い
た
い
一
カ
月
ぐ
ら
い
経
っ
た
と
き
に
私
が
申
し

上
げ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
申
し
上
げ
た
こ
と
を
、
取
材
と
し
て
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
な
と
。

　

い
ま
現
在
一
年
ち
ょ
っ
と
過
ぎ
ま
し
て
、
Ｊ
Ｎ
Ｎ
の
三
陸
支
局
で
は
、
毎
日
の
昼
ニ
ュ
ー
ス
で
「
復
興
の
日
々
」
と
い
う
の
を
三
分
間
か

ら
長
く
て
五
分
間
、
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
様
々
な
人
た
ち
が
出
て
き
て
、
様
々
な
事
象
が
あ
る
の
で
す
が
、
で
は
こ
れ
は
い
つ
ま

で
続
け
る
の
か
。
い
ま
一
年
過
ぎ
ま
し
た
が
、
今
後
ど
う
や
っ
て
続
け
て
い
く
の
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ

ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
や
め
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
や
っ
て
続
け
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
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石
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
午
前
中
行
っ
た
四
名
の
四
つ
の
ご
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
終
了
い
た

し
ま
す
。
午
後
の
四
名
の
ご
報
告
に
対
し
て
は
、
司
会
を
長
上
深
雪
先
生
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
ま
す
の
で
、
長
上
先
生
の
方
か
ら
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
午
前
終
了
：
午
後
開
始
）

　

長
上
（
司
会
）：
午
後
の
部
に
も
た
く
さ
ん
の
質
問
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
松
嶋
会
員
へ
、
熊
本
大

学
の
倉
田
会
員
か
ら
計
画
停
電
の
件
に
つ
い
て
の
ご
質
問
で
す
。「
自
主
的
措
置
だ
っ
た
」
と
い
う
ご
報
告
に
対
し
て
、
国
の
権
限
と
し
て

も
計
画
停
電
を
行
い
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
質
問
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
仮
に
電
気
事
業
法

に
基
づ
き
計
画
停
電
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
賠
償
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
訴
訟
要
件
の
点
で
か
え
っ
て
民
事
よ
り
も
司
法
救
済
が
困

難
に
な
る
可
能
性
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
松
嶋
会
員
、
如
何
で
し
ょ
う
か
。

　

松
嶋
：
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
会
社
法
専
門
な
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
と
い
う
の
が
正
確
な
答
え
な
の
で
す
が
、
念
の
た
め
コ

メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
処
分
取
消
や
差
し
止
め
の
よ
う
な
ピ
ュ
ア
な
行
政
訴
訟
で
は
、
処
分
性
や
原
告
適
格
な
ど
が
ま
ず
入
口
で

問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
国
賠
と
い
う
ご
質
問
で
し
た
の
で
そ
の
場
合
は
、
要
は
違
法
な
公
権
力
の
行
使
か
と
い
う
こ
と

だ
け
で
す
の
で
、
争
点
は
比
較
的
明
確
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

か
つ
て
は
取
消
訴
訟
の
排
他
的
管
轄
と
い
う
論
点
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
ず
処
分
取
消
な
ら
取
消
の
ほ
う
で
先
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
議
論
は
、
確
か
今
日
最
高
裁
は
と
っ
て
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
処
分
性
に
関
し
て
も
、
国
賠
で
は
な
い
で
す

け
れ
ど
も
、「
か
つ
て
の
青
写
真
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
立
場
は
、
も
う
明
示
的
に
判
例
上
変
更
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
の
が
直
接

的
な
答
え
で
す
。

　

関
連
し
て
、
民
事
の
お
話
と
の
比
較
で
ご
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
民
事
の
場
合
、
お
そ
ら
く
争
点
は
、
必
要
な
電
力
供
給
契
約
上
の
供

給
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
債
務
不
履
行
な
い
し
不
法
行
為
と
い
う
こ
と
の
請
求
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
そ
の
際
の
争
点
は
お

そ
ら
く
約
款
が
ご
ざ
い
ま
す
。
約
款
で
免
責
特
約
を
認
め
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
が
不
法
行
為
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
か
。
適
用
さ
れ
る
と
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い
う
の
が
最
高
裁
の
判
例
で
、
次
に
そ
の
約
款
の
有
効
性
と
い
う
こ
と
で
、
消
費
者
契
約
法
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
な
ど
が
今
後
問
題
に

な
っ
て
く
る
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
変
数
が
多
い
の
で
、
ど
ち
ら
か
一
概
に
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ぐ
ら
い
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

長
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
後
ほ
ど
、
追
加
質
問
が
あ
れ
ば
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
で
は
続
き
ま
し
て
第
六
報
告
の
中
尾
会
員
へ

の
ご
質
問
で
す
。
大
変
た
く
さ
ん
論
点
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
前
半
と
後
半
に
質
問
を
分
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
前
半
で
す
が
、
熊
本
大
学
の
倉
田
会
員
か
ら
専
門
職
に
関
し
て
の
ご
質
問
で
す
。「
医
療
分
野
と
福
祉
分
野
の
専
門
職
が
連
携
す
る

場
合
、
介
護
支
援
専
門
員
は
国
家
資
格
の
介
護
福
祉
士
と
は
異
な
り
都
道
府
県
に
よ
る
認
定
の
た
め
、
専
門
職
と
し
て
の
格
差
が
生
じ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
プ
ロ
と
し
て
の
格
差
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
医
療
と
福
祉
の

連
携
に
相
応
し
い
福
祉
専
門
職
者
と
し
て
の
介
護
支
援
専
門
員
を
、
ど
の
よ
う
に
育
成
ま
た
は
選
択
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う

ご
質
問
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
和
歌
山
大
学
の
金
川
会
員
か
ら
二
点
の
ご
質
問
が
出
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、「
震
災
関
連
死
、
自
殺
の
原
因
と
し
て
、
そ
も
そ

も
自
治
体
や
関
連
団
体
が
災
害
弱
者
の
登
録
把
握
を
き
っ
ち
り
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
多
く
の
自
治
体
が
い
わ
ゆ
る
手

上
げ
方
式
で
災
害
弱
者
の
登
録
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
本
当
に
必
要
な
人
の
登
録
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
如
何
が
思
わ
れ
ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
点
目
は
、「
避
難
所
の
備
蓄
用
品
や
物
資
に
つ
い
て
も
ズ
レ
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
今
回
の
震
災
で
、
オ
ム
ツ
に
対
し
て
高
齢
者
や
乳
幼
児
の
も
の
は
沢
山
あ
っ
た
が
、
障
害
者
用
の
成
人
あ
る
い

は
少
年
の
オ
ム
ツ
に
つ
い
て
は
不
足
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
ニ
ー
ズ
す
ら
誰
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
介
護
従
事
者
か
ら
の
視
点
や
ニ
ー
ズ
が

あ
れ
ば
防
げ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
点
で
す
。

　

ま
た
、
島
根
大
学
の
林
会
員
か
ら
、「
三
・
一
一
の
震
災
発
生
時
に
お
い
て
、
介
護
専
門
家
が
現
地
に
入
っ
て
の
活
動
は
あ
っ
た
の
か
。
あ

る
い
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
め
て
の
活
動
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
入
る
こ
と
が
事
実
上
拒
否
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
質
問
、
さ
ら
に
、「
介
護
専
門
家
を
交
え
て
チ
ー
ム
編
成
を
す
る
場
合
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
は
何
か
」
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と
い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
一
点
目
の
倉
田
会
員
の
質
問
と
も
か
か
わ
る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
以
上
三
名
の
方
の
ご
質
問

に
対
し
て
、
ま
ず
お
答
え
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

中
尾
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
ず
熊
本
大
学
の
倉
田
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
。
介
護
専
門
職
、
ケ
ア
マ
ネ
と
言
わ
れ
て
い
る

も
の
で
す
が
、
色
々
な
人
た
ち
が
ケ
ア
マ
ネ
の
資
格
を
取
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
ド
ク
タ
ー
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
栄
養
士
、
歯
科
衛

生
士
、
鍼
灸
師
等
々
、
色
々
な
人
た
ち
が
取
ろ
う
と
思
え
ば
取
れ
る
資
格
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
実
際
に
介
護
現
場
を
知
ら

な
い
人
た
ち
が
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
活
動
が
で
き
る
の
か
と
い
う
の
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、「
震
災
現
場
で
実
際
に
活
躍
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
と
き
に
、「
実
際
に
高
齢
者
と
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」、

あ
る
い
は
「
障
害
者
と
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
人
た
ち
が
、
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に
動
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
う
し
た
と
き
に
、
い
ま
私
が
考
え
て
い
る
の
は
、
資
格
を
取
っ
た
後
、
半
年
間
の
研
修
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
研
修
の
中
で
、
ケ
ア

マ
ネ
と
し
て
こ
の
レ
ベ
ル
は
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
最
低
限
の
レ
ベ
ル
を
き
ち
ん
と
教
育
を
し
て
も
ら
い
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
虐
待
の
こ
と
を
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
が
知
ら
な
く
て
、
色
々
な
事
件
に
波
及
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
虐
待
と
は
な

ん
ぞ
や
と
い
う
よ
う
な
教
育
を
、
い
ま
研
修
の
時
間
の
中
で
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
文
言
だ
け
教
え
て
い
た
だ
い
て
も
、

そ
れ
は
た
だ
た
だ
知
識
に
な
る
だ
け
で
す
。
現
場
に
行
っ
て
何
を
見
な
い
と
い
け
な
い
か
、
ど
う
い
う
原
因
か
を
知
ら
な
い
と
い
け
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
が
な
い
と
、
実
際
に
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、
資
格
取
得
後
の
研
修
の
内
容
の
検
討
、
見
直
し
、
そ
し
て
改
善
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
施
設
の
管
理
者
が
と
に
か
く
、「
資
格
が
取
れ
る
年
数
が
き
た
ら
取
り
な
さ
い
」
と
言
う
。
し
か
し
そ
ん
な
に
簡
単
に
や

れ
る
資
格
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
る
程
度
管
理
者
が
、
こ
の
人
だ
っ
た
ら
ケ
ア
マ
ネ
と
し
て
し
っ
か
り
と
対
象
と
向
き
合
っ
て
ケ
ア
が

で
き
る
と
い
う
見
極
め
を
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、「
ど
う
ぞ
取
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
管
理
者
の
意
識
改
革
が
必
要
な
の
で
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
し
っ
か
り
と
「
命
」
と
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
職
種
だ
か
ら
で
す
。

　

最
後
に
も
う
一
点
は
、
介
護
の
歴
史
は
ま
だ
ま
だ
た
い
へ
ん
浅
い
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
考
え
る
と
、
医
師
や
ナ
ー
ス
と
違
っ
て
、

後
輩
を
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
が
ま
だ
ま
だ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
ケ
ア
マ
ネ
の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と

が
一
つ
必
要
で
す
。
医
師
も
看
護
師
も
災
害
医
療
、
災
害
介
護
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
柱
立
て
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
お
そ

ら
く
介
護
に
お
い
て
も
災
害
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
和
歌
山
大
学
の
金
川
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
が
、
ま
ず
、
災
害
弱
者
の
登
録
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
も
こ
の
間
、
一
緒
に
和
歌

山
で
孤
立
死
の
研
究
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
感
じ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
デ
ー
タ
で
持
っ
て
い
て
も
何
の
役
に
も
立
た
な

い
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、「
お
隣
に
障
害
者
が
い
る
の
で
、
何
か
あ
っ
た
ら
お
隣
の
人
を
助
け
な
い
と
い
け
な
い
よ
ね
」
と
た
だ
た
だ
思
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
、
な
か
な
か
行
動
に
移
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

福
島
か
岩
手
だ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、あ
る
村
で
頻
繁
に
防
災
訓
練
を
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
今
回
の
三
・
一
一
の
と
き
に
、

け
が
人
は
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
死
亡
者
は
一
人
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
だ
た
だ
頭
で
「
避
難
さ
せ
る
の
は
、

あ
の
人
と
あ
の
人
と
あ
の
人
」
で
は
な
い
。
避
難
場
所
ま
で
車
椅
子
で
行
け
る
か
、
こ
こ
は
難
し
い
か
ら
背
負
っ
て
行
こ
う
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
を
実
際
に
何
回
か
繰
り
返
し
て
い
る
と
、「
こ
の
人
を
助
け
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
の
で
、
割
り
当
て
ら
れ
た
人
だ
け
で
は
な

く
て
、
周
り
の
人
た
ち
が
、「
あ
の
人
ど
う
し
た
？　

大
丈
夫
？
」
と
声
を
か
け
あ
っ
て
助
け
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

行
政
サ
イ
ド
で
「
こ
の
人
は
弱
者
だ
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
し
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
必
要
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
改
め
て
そ
う

い
う
情
報
を
取
る
の
で
は
な
く
、
防
災
訓
練
と
い
う
も
の
を
一
つ
と
っ
て
、
ど
こ
に
そ
う
い
う
弱
者
が
い
る
の
か
、
と
い
う
見
極
め
を
し
て

い
く
こ
と
が
一
つ
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
点
、
障
害
者
の
人
た
ち
の
オ
ム
ツ
の
件
で
す
。
皆
さ
ん
テ
レ
ビ
を
見
て
、
避
難
所
に
障
害
者
が
い
た
と
い
う
認
識
が
ご
ざ
い
ま
す

で
し
ょ
う
か
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
も
そ
う
で
し
た
が
、
避
難
所
で
障
害
者
、
車
椅
子
に
乗
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
目
の
不
自
由
な

方
、
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
阪
神
大
震
災
の
と
き
に
「
障
害
者
は
ど
う
し
た
の
？
」
と
聞
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い
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
い
ち
早
く
来
て
、
救
助
し
た
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
に
映
れ
ば
、「
あ
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
必
要
か
な
」
と
意
識
に
上
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
に
高
齢
者
が
映
れ
ば
、

「
オ
ム
ツ
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
、
う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
や
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
支
援
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
な
か
な
か
障
害
者
の
人
た
ち
が
目
に
付
か
な
い
と
な
る
と
、
そ
こ
ま
で
意
識
が
上
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
当
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
当
に
地
域
に
根
ざ
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
全
国
に
発
信
し
て
、「
オ
ム
ツ
が
足
り
ま
せ
ん
、
助
け
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
で
、
私
は
名
古
屋
で
す
が
、
名
古
屋
か
ら
本
当
に
多
く
の
オ
ム
ツ
が
震
災
の
と
こ
ろ
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
と

こ
ろ
で
、
目
に
見
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
識
の
な
さ
が
一
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、「
介
護
従
事
者
か
ら
の
視
点
や
ニ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
、
防
げ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
の
で
す
。

本
当
に
こ
れ
は
私
見
で
、
介
護
従
事
者
の
方
た
ち
に
申
し
訳
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
介
護
従
事
者
自
身
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
の
認
識
が

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
島
根
大
学
の
林
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
が
、
大
変
難
し
い
問
題
で
す
。
最
初
に
言
い
ま
し
た
倉
田
先
生
の
ご
質
問
へ
の
回

答
と
も
関
連
す
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
介
護
専
門
家
が
町
へ
行
っ
て
チ
ー
ム
の
編
成
を
す
る
と
き
に
、
チ
ー
ム
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を

す
る
上
で
何
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
お
答
え
に
関
し
て
は
、
チ
ー
ム
個
々
人
の
レ
ベ
ル
の
統
一
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

レ
ベ
ル
の
統
一
の
中
で
一
番
ネ
ッ
ク
に
な
る
の
が
、
や
は
り
介
護
職
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
歴
史
が
浅
い
と
い
う
の
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
医
療
者
の
中
に
「
介
護
職
は
足
手
ま
と
い
に
な
る
の
で
、

い
な
く
て
い
い
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
「
看
護
師
で
十
分
足
り
る
」
と
い
う
こ
と
が
ド
ク
タ
ー
の
中
に

も
あ
り
ま
す
し
、
看
護
師
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
介
護
福
祉
士
を
連
れ
て
い
か
な
く
て
も
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
識
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。

　

災
害
救
助
法
が
で
き
た
の
は
昭
和
二
二
年
で
す
か
ら
、
今
の
世
界
情
勢
を
踏
ま
え
て
の
メ
ン
バ
ー
チ
ー
ム
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
介
護
も
ど
ん
ど
ん
来
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
力
を
も
っ
と
も
っ
と
付
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
レ
ベ
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ル
の
統
一
を
真
っ
先
に
し
て
い
か
な
い
と
、
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

　

長
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
林
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
、
発
生
時
に
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

中
尾
：
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
拒
否
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
こ
と
を
考
え
て

も
、
拒
否
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自
ら
行
こ
う
と
い
う
意
思
が
な
か
な
か
な
か
っ
た
こ
と
と
、
あ
と
若
い
社
会
福
祉
士
関
係
の
人
た
ち

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
現
場
に
い
る
よ
う
な
介
護
福
祉
士
さ
ん
が
救
済
の
と
こ
ろ
に
行
く
か
と
い
う
と
、
ま
だ
ま

だ
そ
の
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

長
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。続
け
て
中
尾
会
員
に
質
問
が
あ
と
二
点
来
て
お
り
ま
す
。ま
ず
日
本
大
学
の
神
尾
会
員
か
ら
で
す
。「
災

害
時
の
医
療
需
要
は
急
性
期
、
慢
性
期
に
よ
り
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
医
療
と
福
祉
の
連
携
と
い
う
視
点
を
考
え
る
と
き
に
、
経
時
的
に
編

成
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
、
と
く
に
医
療
と
福
祉
の
連
携
の
あ
り
方
お
よ
び
具
体
的
対
策
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
九
州
保
健
福
祉
大
学
の
前
田
会
員
か
ら
、「
先
生
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
被
災
地
へ
の
介
護
福
祉
関
係
専
門
職
の
必
要
性

が
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
宮
崎
県
の
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
方
々
が
現
地
入
り
し
た
と
き
、
被
災
者
の
方
た
ち

か
ら
、
周
り
も
被
災
者
ば
か
り
で
自
分
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
な
か
な
か
吐
露
で
き
な
か
っ
た
と
話
さ
れ
る
人
が
多
か
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
Ａ
Ｓ
Ｄ
か
ら
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
へ
の
移
行
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
が
、
如
何
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
が
き

て
お
り
ま
す
。
こ
の
二
点
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

中
尾
：
神
尾
先
生
、
ご
質
問
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
難
し
い
課
題
で
す
が
、
こ
の
Ⅰ
期
か
ら
Ⅲ
期
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

と
、
ま
ず
救
命
、
命
を
支
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
流
れ
て
き
て
、
生
活
を
支
え
る
と
い
う
Ⅲ
期
に
移
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
最
初
に
命
を
救
う
、
支
え
る
と
い
う
よ
う
な
と
き
に
、
福
祉
が
何
を
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
い
う
の
は
地
域
の
人
た
ち
の
情
報
を
一
気
に
集
め
て
い
る
、
た
く
さ
ん
情
報
を
持
っ
て
い
る
職
種
で
す
の
で
、
や
は
り
そ
の
職
種

は
当
初
か
ら
活
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ド
ク
タ
ー
や
ナ
ー
ス
が
行
っ
て
そ
の
状
況
を
見
る
と
い
う
よ
り

は
、
そ
の
地
域
を
知
っ
て
い
る
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
が
一
緒
に
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
を
見
る
に
し
て
も
ケ
ア
マ
ネ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
情
報
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が
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
の
一
人
の
人
か
ら
、次
に
こ
の
救
命
か
ら
ど
こ
に
つ
な
い
で
い
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
が
で
き
る
の
は
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
で
す
か
ら
、
や
は
り
早
期
か
ら
ケ
ア
マ
ネ
が
係
わ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
徐
々
に
、
三
カ
月
前
後
か
ら
生
活
を
支
え
る
と
い
う
時
期
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
間
に
関
し
て
は
、
次
の
前
田
先
生
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
お
話
を
聞
く
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど
の
防
止
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
福
祉
の
専
門
家
、
精
神
保
健
福
祉
士
あ
る
い
は

社
会
福
祉
士
が
介
入
し
て
い
く
。
お
そ
ら
く
こ
の
三
期
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
、
介
護
関
係
、
福
祉
関
係
の
色
々
な
職
種
の
人
た
ち
が
係
わ

る
こ
と
で
、
だ
い
ぶ
現
場
の
フ
ォ
ロ
ー
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
前
田
先
生
の
お
話
で
す
が
、
本
当
に
そ
の
よ
う
に
私
も
感
じ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
、
何
度
も
言
い
ま
す
が
、
介
護
の
歴
史
が
浅
い

も
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
皆
さ
ん
に
専
門
職
で
あ
る
介
護
と
い
う
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
福
祉
関
係

の
職
種
が
、
災
害
に
お
い
て
は
部
外
者
だ
と
取
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

福
祉
に
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
職
種
が
あ
り
ま
す
。
災
害
の
と
き
に
、「
私
は
福
祉
だ
か
ら
関
係
な
い
わ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
つ

ひ
と
つ
の
職
種
の
人
た
ち
が
も
う
少
し
認
識
を
持
つ
。
自
分
が
災
害
で
で
き
る
こ
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
へ
ん
の
自
覚
を
持
っ
て

い
た
だ
く
。
そ
れ
は
や
は
り
学
校
教
育
の
中
で
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
お
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

分
か
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

長
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
が
足
り
ず
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
次
の
報
告
へ
の
質
問
に
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
七
報
告
、
村
中
会
員
へ
の
ご
質
問
で
す
が
、
お
二
人
の
方
か
ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
日
本
大
学
の
外
山
会
員
か
ら
で
す
。「
近
年
、
減
災
に
着
目
し
た
条
例
が
多
く
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
西
宮
市
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
地
方
自
治
体
に
こ
の
よ
う
な
条
項
や
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
名
古
屋
産
業
大
学
の
吉
川
会
員
か
ら
で
す
。「
海
岸
線
に
並
行
す
る
交
通
を
災
害
時
に
は
遮
断
し
て
、
流
れ
を
内
陸
に
変
更
す

る
と
い
う
ご
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
説
明
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
神
戸
、
中
で
も
六
甲
の
よ
う
な
狭
い
地
域
で
そ
れ
は
可
能
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
質
問
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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村
中
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
外
山
先
生
の
ご
質
問
に
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
西
宮
市
の
今
回
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
条
例
の
中
で
、
と
く
に
減
災
の
た
め
に
何
か
条
項
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
本
で
は
通
常
、
こ

こ
の
地
区
は
こ
う
い
う
被
害
が
想
定
さ
れ
ま
す
、
避
難
所
は
こ
こ
で
す
と
い
う
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
に
お
い
て
は
別
の
法
律
で
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
三
以
上
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
来
た
場
合
に
は
、

こ
の
地
域
は
危
険
で
す
、
安
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
な
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
場
合
に
は
全
員
避

難
し
な
さ
い
と
い
う
、
そ
れ
を
促
す
よ
う
な
取
り
組
み
が
あ
る
。

　

西
宮
市
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
今
年
度
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
予
算
を
計
上
し
て
、
津
波
避
難
ビ
ル
の
設
置
、
避
難
経
路
の
確
保
、
そ

れ
と
吉
川
先
生
の
質
問
と
も
重
な
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
兵
庫
県
と
連
携
し
て
、
津
波
が
来
る
ま
で
の
交
通
を
内
陸
に
向
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
、
と
い
う
検
討
も
現
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
あ
と
、
他
の
市
町
村
の
話
に
な
る
の
で
す
が
、
報
告
の
中
で
少
し
触
れ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
名
古
屋
市
の
条
例
で
は
、
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
域
の
一
階
の
床
面
の
高
さ
を
一
〜
四
メ
ー
ト
ル
程
度
か
さ
上
げ
し
て
建
築
す
る

よ
う
に
と
い
う
規
制
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
吉
川
先
生
の
ご
質
問
で
す
。
海
岸
線
で
非
常
に
狭
い
地
域
に
関
し
て
は
お
そ
ら
く
全
国
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
今
回
の
被
災
地

の
岩
手
県
や
、
鹿
児
島
県
に
も
そ
う
い
っ
た
場
所
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
交
通
を
内
陸
に
変
更
す
る
よ
う
な
こ

と
が
可
能
か
」
と
言
わ
れ
る
と
、
非
常
に
そ
れ
は
難
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
兵
庫
県
の
お
話
を
し
ま
す
と
、
現
在
想
定
さ
れ
て
い
る
災
害
津

波
の
被
害
で
、
だ
い
た
い
兵
庫
県
内
を
走
る
Ｊ
Ｒ
神
戸
線
の
と
こ
ろ
ま
で
は
浸
水
の
可
能
性
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
少
な
く

と
も
そ
の
Ｊ
Ｒ
線
よ
り
内
陸
に
避
難
さ
せ
る
よ
う
な
形
は
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
、
沿
岸
部
に
山
が
迫
っ
て
い
る
よ

う
な
地
域
に
関
し
て
は
、
全
国
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
国
が
例
え
ば
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
五
キ
ロ
ご
と
に
山
に
登
る
避
難

経
路
を
つ
く
る
な
り
、
整
備
を
行
う
こ
と
も
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
六
甲
な
ど
で
そ
れ
が
可
能
か
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
か
な
り
難
し
い
と
思

い
ま
す
。
以
上
で
す
。

　

長
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
い
よ
い
よ
最
後
の
報
告
に
対
し
て
の
ご
質
問
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
三
重
中
京
大
学
の
浜
谷
会
員
か
ら
で
す
。「
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
に
市
町
村
長
が
被
災
し
た
場
合
は
、
職
務
代
理
者
が
そ
の
職
務

を
行
う
。
ま
た
災
害
発
生
時
に
市
町
村
長
が
応
急
措
置
を
実
施
で
き
な
い
と
き
に
は
、
知
事
の
市
町
村
に
対
す
る
総
合
調
整
機
能
か
ら
応
急

措
置
の
代
行
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
知
事
に
よ
る
代
行
は
あ
く
ま
で
災
害
応
急
対
策
の
み
に
限
定
さ
れ
た
権
限
行
使
で
す
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
被
災
し
た
市
町
村
の
事
務
機
能
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
は
知
事
の
代
行
す
る
権
限
範
囲
を
市
町
村
の
自
治
事
務
に
ま
で
拡
大
し
て

お
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
知
事
の
職
務
代
理
者
が
職
務
遂
行
の
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
き
、
鹿
児
島
県
で
は
ど
の
よ
う
に
対

応
す
る
の
か
。
ま
た
そ
の
対
応
の
根
拠
は
何
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
さ
ら
に
、
自
主
防
災
組
織
の
組
織
率
お
よ
び
組
織
の
機
動
性

に
と
っ
て
重
要
な
、
年
齢
構
成
や
組
織
の
実
態
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ご
質
問
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
日
本
大
学
の
外
山
会
員
か
ら
二
点
あ
り
ま
す
。
一
点
目
、「
計
画
の
実
行
に
伴
っ
て
県
と
行
政
組
織
、
そ
れ
か
ら
専
門
官
の
採

用
な
ど
の
変
化
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
点
で
す
。
二
点
目
は
、「
計
画
の
中
に
減
災
の
概
念
や
考
え
方
は
採
用
さ
れ
て
い
る
の
か
」。
こ
の
二

点
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

福
永
：
ご
質
問
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
前
に
、
一
つ
こ
こ
で
私
の
立
場
を
鮮
明
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
、
外
を
見
て
く
だ
さ
い
。
い
ま
晴
れ
て
い
ま
す
ね
。
半
分
晴
れ
て
半
分
曇
り
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
多
分
い
ま
、
鹿
児
島
で
は
災
害

が
な
い
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
こ
こ
で
今
ほ
か
の
皆
様
方
の
お
答
え
を
色
々
と
聞
い
て
い
る
と
き
に
、

大
雨
洪
水
警
報
が
、
鹿
児
島
で
は
与
論
町
の
ち
ょ
っ
と
上
に
あ
る
沖
永
良
部
島
で
発
令
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
五
時
一
九
分
に
や
っ
て
も
ら
っ

て
、
時
間
雨
量
で
一
三
六
ミ
リ
ぐ
ら
い
降
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
な
か
な
か
警
戒
を
要
す
る
状
態
で
す
。
何
を
言
い
た
い
か
と

い
う
と
、
そ
う
い
う
と
き
に
私
ど
も
の
課
で
は
、
だ
い
た
い
二
〜
三
名
が
ア
ラ
ー
ト
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
土
木
部
の
主
要
な
課
も

現
在
ア
ラ
ー
ト
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
す
。
他
の
県
か
ら
よ
く
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、
鹿
児
島
は
県
土
が
広
く
て
雨
も
あ
り
、

桜
島
も
か
な
り
爆
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
ア
ラ
ー
ト
状
態
と
い
う
の
は
、
昨
年
の
計
算
で
い
う
と
だ
い
た
い
一
週
間
に
一
回
は

や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
基
本
的
な
、
私
の
一
番
大
切
な
仕
事
で
す
。

　

そ
れ
は
一
つ
の
話
で
、
何
を
申
し
上
げ
た
い
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
色
々
と
防
災
に
関
す
る
議
論
と
い
う
の
は
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
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一
番
最
初
に
書
き
ま
し
た
が
、
規
範
的
な
議
論
も
沢
山
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
は
実
務
的
な
議
論
も
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
動
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
一
つ
補
助
線
と
し
て
引
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

浜
谷
先
生
の
ご
質
問
で
す
が
、
知
事
に
よ
る
代
行
は
あ
く
ま
で
も
災
害
応
急
対
策
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
被
災
し
た
市
町
村
に
対
し

て
、
事
務
機
能
を
回
復
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
日
常
の
代
行
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
る
か
と
い
う
ご
質
問
で
し
た
。

　

一
つ
今
あ
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
市
町
村
の
間
に
相
互
応
援
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
当
然
こ

れ
は
都
道
府
県
同
士
で
は
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
九
州
管
内
も
九
州
同
士
、
そ
し
て
九
州
と
関
西
広
域
連
合
と
の
間
の
協

定
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
鹿
児
島
県
で
は
鹿
児
島
と
岐
阜
、
鹿
児
島
と
静
岡
と
い
う
都
道
府
県
ベ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
相
互
応

援
協
定
が
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
も
さ
ら
に
網
の
目
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
上
げ
る
と
、
鹿
児
島
県
の
中
で
鹿
児
島
県
と
鹿
児
島
県
内
の
市
町
村
、
あ
る
い
は
市
町
村
同
士
で
助
け
合

う
と
い
う
協
定
も
あ
り
ま
す
の
で
、
も
し
小
さ
い
災
害
で
あ
れ
ば
市
町
村
同
士
の
助
け
合
い
が
そ
れ
で
可
能
で
あ
る
。
大
き
く
な
る
と
県
を

ま
た
が
っ
た
市
町
村
同
士
に
な
り
ま
す
か
ら
、
自
治
で
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

当
然
な
が
ら
職
員
の
派
遣
も
県
と
市
町
村
の
間
で
は
や
る
の
で
す
が
、
県
の
職
員
に
は
ほ
と
ん
ど
経
験
の
な
い
仕
事
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

ほ
か
の
市
町
村
か
ら
応
援
し
て
い
た
だ
く
の
を
県
と
し
て
斡
旋
す
る
。
実
務
的
に
言
う
と
、
そ
う
い
う
感
じ
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
ロ
ジ
ッ
ク
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
実
務
的
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
、
知
事
の
職
務
代
理
者
が
遂
行
で
き
な
い
と
き
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
。
こ
れ
は
ど
こ
の
県
で
も
そ
う
な
の
で
す
が
、

当
然
職
務
代
理
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
決
裁
順
位
は
全
部
上
か
ら
下
ま
で
ず
っ
と
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
突
飛
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
一
番
上
の
天
使
が
空
に
上
れ
ば
、
次
は
誰
が
そ
の
天
使
の
あ
と
を
継
ぐ
か
と

い
う
の
が
、
ど
こ
か
で
議
論
さ
れ
た
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
次
は
誰
が
や
る
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
ち
ゃ
ん
と
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
全
員
が
被
災
し
て
し
ま
う
の
で
な
い
以
上
は
、
行
政
機
能
は
運
営
さ
れ
続
け
る
と
お
考
え
い
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た
だ
い
て
構
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
の
内
部
規
則
あ
る
い
は
規
定
で
決
ま
っ
て
い
る
事
柄
で

す
。

　

そ
れ
か
ら
自
主
防
災
組
織
は
、
実
は
私
ど
も
鹿
児
島
県
の
自
主
防
災
組
織
の
組
織
率
は
、
ほ
か
の
県
か
ら
す
る
と
非
常
に
遅
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
遅
れ
て
い
た
状
態
か
ら
出
発
し
て
、
平
成
一
九
年
頃
に
確
か
六
〇
％
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
最
近
で
、
平
成
二
三
年

の
一
〇
月
で
七
六
％
ぐ
ら
い
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
努
力
し
て
そ
こ
ま
で
も
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
問
題
は

そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
実
効
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
均
年
齢
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
高
齢
化
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
何
歳

に
な
る
か
は
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、自
主
防
災
組
織
に
入
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、い
ざ
と
な
っ
た
ら
頑
張
り
た
い
と
い
う
若
い
起
業
者
の
方
々
も
実
は
沢
山
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
方
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
い
の
で
、
自
主
防
災
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
に
た
ま
た
ま
な
っ
て

い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ざ
何
か
あ
る
と
そ
う
い
う
方
々
の
助
け
も
得
ら
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
防
災
だ
け
で
な
く
て
安
全
保
障
的
な
議
論
も
あ
っ
た
の
で
、
あ
え
て
ち
ょ
っ
と
だ
け
絡
め
て
み
る
と
、
佐
瀬
昌
盛
さ
ん
と
い
う

防
衛
の
専
門
家
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
防
衛
問
題
に
つ
い
て
、
防
衛
と
い
う
の
は
個
人
に
と
っ
て
た
と
え
て
み
れ
ば
、
健
康
維
持
努
力
に
似

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ど
こ
か
で
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
防
災
も
、
自
治
体
に
た
と
え
て
み
れ
ば
、
自
治
体
の
健
康
維
持
努

力
に
似
て
い
ま
す
。
ま
た
自
主
防
災
組
織
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
集
落
の
健
康
維
持
努
力
に
似
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

何
を
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
健
康
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
日
本
全
国
み
ん
な
が
高
齢
化

し
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
自
主
防
災
組
織
と
し
て
ど
こ
ま
で
動
け
る
か
を
考
え
て
い
く
し
か
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
自
主
防
災
組
織
の
一
つ
の
問
題
と
い
う
か
、
自
主
防
災
組
織
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
近
代
的
な
発
想
で
す
。
も
と
も
と

自
主
防
災
組
織
は
な
い
け
れ
ど
も
、
田
舎
の
集
落
に
行
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
役
場
の
ほ
う
が
「
自
主
防
災
組
織
に
し
ま
せ
ん
か
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
し
な
い
で
も
自
分
た
ち
の
ほ
う
が
し
っ
か
り
で
き
る
と
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い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
組
織
率
の
向
上
だ
け
、
あ
る
い
は
組
織
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
こ
だ

わ
る
必
要
は
、実
は
多
分
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、組
織
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業
、つ
ま
り
先
輩
の
自
主
防
災
組
織
リ
ー

ダ
ー
が
後
輩
の
自
主
防
災
組
織
リ
ー
ダ
ー
に
教
え
る
よ
う
な
事
業
を
、
実
は
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
外
山
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
質
問
で
す
。
防
災
計
画
の
実
行
と
い
い
ま
す
か
、
防
災
に
伴
っ
て
県
の
行
政
組
織
に
何
か
工
夫

を
さ
れ
ま
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
色
々
な
と
こ
ろ
で
工
夫
は
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
私
ど
も
の
危
機
管
理
局
は
平
成
一
七

年
に
で
き
て
、
危
機
管
理
と
防
災
と
消
防
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
組
織
で
す
か
ら
、
自
衛
隊
Ｏ
Ｂ
、
消
防
Ｏ
Ｂ
、
現
職
の

警
察
官
、
そ
れ
か
ら
通
常
の
行
政
職
員
が
一
体
的
に
な
っ
た
組
織
で
す
。

　

そ
の
中
で
一
つ
あ
る
の
は
、
例
え
ば
、
私
の
よ
う
な
課
長
で
あ
れ
ば
、
い
ざ
ど
こ
か
で
災
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
ど
こ
か
の
首
相
と
は
違
っ

て
、
ま
ず
現
地
に
行
く
よ
う
な
こ
と
は
実
際
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
本
部
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
が
基
本
的
に
は
長
の
仕
事
で
す
の

で
、
そ
の
た
め
に
防
災
対
策
官
と
い
う
職
を
新
設
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
私
の
隣
に
い
る
成
田
防
災
対
策
官
で
す
。

　

例
え
ば
、
大
き
な
災
害
が
拡
大
し
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
防
災
対
策
官
が
す
ぐ
現
地
に
行
っ
て
、
現
地
の
情
報
を
収
集
す
る
な

り
、
あ
る
い
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
昨
年
の
七
月
か
ら
新
設

さ
れ
た
ポ
ス
ト
で
す
。
で
す
か
ら
色
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
工
夫
は
多
少
は
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
減
災
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
防
災
と
減
災
と
い
う
、
そ
の
際
（
き
わ
）
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
実
は
い
つ
も
そ

う
思
う
ん
で
す
。
本
当
は
防
災
と
減
災
の
際
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

　

一
つ
参
考
ま
で
に
、
私
ど
も
が
今
度
の
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
を
す
る
と
き
に
、
室
崎
益
輝
先
生
（
関
西
学
院
大
学
）
が
言
わ
れ
た
の

で
す
が
、
一
般
的
に
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
一
つ
は
一
〇
〇
年
に
一
度
の
レ
ベ
ル
。
こ
れ
を
業
界
で
は
レ
ベ
ル
一
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す

か
ね
。
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
〇
年
に
一
度
の
レ
ベ
ル
。
こ
れ
が
レ
ベ
ル
二
と
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
超
え
る
一
万
年
に
一
度
ぐ

ら
い
の
、
レ
ベ
ル
三
ぐ
ら
い
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
都
道
府
県
の
手
に
は
負
え
ま
せ
ん
。

　

い
ま
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
く
ず
っ
と
土
木
工
学
的
に
は
土
木
施
設
、
あ
る
い
は
防
災
施
設
と
い
っ
た
も
の
で
、
で
き
る
だ
け
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人
を
守
ろ
う
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
完
全
に
レ
ベ
ル
一
以
内
だ
け
の
発
想
だ
っ
た
の
で
す
が
、
レ
ベ
ル
二
と
い
う
も
の
が

出
て
き
た
。
レ
ベ
ル
三
は
ち
ょ
っ
と
手
に
負
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
レ
ベ
ル
二
が
出
て
き
た
の
で
、
土
木
工
学
的
に
は
な
か
な
か
簡
単
に

は
い
か
な
い
と
い
う
の
が
や
は
り
出
て
き
て
い
る
。
そ
こ
は
先
ほ
ど
お
話
が
ち
ょ
っ
と
出
て
い
ま
し
た
が
、
い
か
に
う
ま
く
逃
げ
る
か
と
い

う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
情
報
伝
達
体
系
、
そ
の
関
係
機
関
の
連
携
の
緊
密
化
、
そ
し
て
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
が
、

災
害
対
策
基
本
法
も
市
町
村
は
毎
年
必
ず
訓
練
を
し
な
さ
い
と
義
務
的
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
訓
練
等
を
重
ね
て
、
す

ば
や
く
逃
げ
る
。
こ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
元
に
戻
る
と
防
災
と
減
災
の
際
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
減
災
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
の
一
つ
の
傾
き

と
い
う
の
は
、
今
の
計
画
に
も
入
っ
て
き
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

石
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
大
学
の
講
義
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
八
名
の
方
に
さ
ら
に

ご
質
問
の
お
答
え
に
対
し
て
ま
た
ご
質
問
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
間
を
一
〇
分
な
い
し
一
五
分
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

あ
と
五
分
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
な
か
な
か
無
理
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
、
し
か
も
な
お
こ
れ
は
日
本
法
政
学
会
か
ら
の
検
証
と
提
言
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
八
名
の

方
の
非
常
に
綿
密
な
ご
報
告
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
た
だ
、
ご
質
問
し
た
か
っ
た
点
が
私
も
三
点
ほ
ど
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
お
答
え

い
た
だ
く
こ
と
は
無
理
か
と
思
い
ま
す
。

　

法
政
学
会
と
し
て
は
こ
う
い
う
問
題
も
提
起
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
復
興
財
源
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

の
は
最
大
の
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
七
年
前
の
阪
神
大
震
災
の
と
き
は
、
日
本
の
経
済
財
政
は
格
付
け
で
い
う
と
ア
メ
リ
カ
と
同
じ

Ａ
Ａ
Ａ
で
し
た
。
そ
れ
が
ス
ペ
イ
ン
な
ど
と
同
じ
Ａ
Ａ
─
に
な
っ
て
、
今
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
格
付
け
は
単
な
る
Ａ
＋
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
最
悪
で
す
ね
。
こ
う
い
う
経
済
財
政
の
中
で
ど
う
財
源
を
工
面
す
る
の
か
。

　

し
か
も
な
お
、
阪
神
大
震
災
の
折
は
高
齢
化
率
が
一
五
％
ほ
ど
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
在
は
二
五
％
近
く
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
若

者
が
財
源
を
ど
う
担
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
。
こ
れ
は
ま
た
第
六
報
告
の
中
尾
会
員
の
内
容
に
も
か
か
わ
る
わ
け
で
、
実
は
草
鹿
会
員
、
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和
田
会
員
、
柴
田
さ
ん
な
ど
に
も
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
く
に
今
回
の
震
災
復
興
で
は
、
一
応
、
政
府
は
三
年
間
で
一
九
兆
円
の
積
極
予
算
を
組
ん
だ
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
両
刃
の
剣
で
、

運
用
を
誤
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
一
九
兆
円
に
つ
い
て
激
甚
災
害
を
受
け
た
二
〇
万
世
帯
に
等
分
で
分
割
す

る
と
、
一
世
帯
当
た
り
約
一
億
円
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
お
金
が
本
当
に
被
災
地
の
た
め
に
、
被
災
さ
れ
た
方
に
回
っ
て
い
く
の
か
ど

う
か
。
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
ど
う
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
も
な
お
、
そ
れ
は
三
年
間
で
使
い
切
る
。
今
ま
で
の
よ
う
な
予
算
消
化
方
法
で
、
三
月
に
な
る
と
何
で
も
道
路
を
掘
り
起
こ
し
て
や

る
。
あ
ん
な
や
り
方
で
や
る
の
は
言
語
道
断
で
、
例
え
ば
、
五
年
か
け
る
、
一
〇
年
か
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
も
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
。

　

そ
れ
か
ら
、
柴
田
先
生
は
と
く
に
大
学
で
も
ご
講
義
さ
れ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。
柴
田
先
生
に
は
、
地
震
・
津
波
・
原
発
と
い
う
三
大

被
害
に
対
し
て
、
こ
れ
に
風
評
被
害
。
い
ま
一
つ
、
先
ほ
ど
も
話
に
出
ま
し
た
「
も
う
総
理
、
帰
る
ん
で
す
か
」
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
れ

は
政
治
被
害
だ
と
い
う
の
で
、
政
治
災
害
だ
、
五
大
災
害
だ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
取
材
の
中
で
、
ど
ん

な
風
評
、
あ
る
い
は
政
治
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
ク
レ
ー
ム
を
、
柴
田
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
。

　

も
う
一
つ
は
、
村
中
会
員
と
鹿
児
島
の
危
機
管
理
防
災
課
の
お
二
人
か
ら
お
聞
き
し
た
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
平
成
二
三
年
六
月

一
七
日
に
成
立
し
て
二
四
日
に
公
布
・
施
行
し
た
津
波
対
策
推
進
法
、
同
じ
く
平
成
二
三
年
一
二
月
七
日
に
成
立
し
て
一
四
日
に
公
布
、

二
七
日
に
施
行
さ
れ
た
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
。
こ
の
法
律
と
条
例
と
の
整
合
性
の
問
題
な
ど
が
、
か
な
り
の
都
道
府
県
で

い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
ほ
う
に
災
害
対
策
基
本
法
は
任
せ
、
協
調
さ
せ
な
が
ら
、
災
害
救
助
法
で
は
都
道
府
県
の

ほ
う
に
権
限
を
与
え
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
葛
藤
な
ど
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
辺
も
い
ろ
い
ろ

お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
二
分
前
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
漁
船
、
船
舶
、
家
屋
等
の
北
ア
メ
リ
カ
海
岸
へ
の
漂
着
問
題
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
回
収
費
用
を
ど
う
す
る
の
か
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に
つ
い
て
で
す
。
国
際
法
上
は
、
回
収
義
務
は
な
い
そ
う
な
の
で
す
が
、
日
本
側
が
誠
意
を
示
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
が
残
り
ま
す
。
因
み

に
、
漁
船
は
水
産
庁
、
船
舶
は
国
土
交
通
省
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
そ
う
で
す
が
、
で
は
家
屋
の
廃
材
（
流
失
家
屋
等
の
材
木
等
）
は
ど
こ

の
管
轄
か
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
、
こ
の
辺
に
つ
い
て
も
、
関
係
す
る
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
に
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の

で
す
が
、
い
よ
い
よ
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
時
間
を
守
る
と
い
う
の
が
私
ど
も
二
人
の
最
大
の
任
務
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
ま
た
次
回
の
法
政
学
会
の
一
つ
の
テ
ー

マ
と
し
て
先
送
り
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
政
治
の
世
界
で
の
先
送
り
で
は
な
く
、
い
い
意
味
で
の
、
学
会
と
し
て
次
年
度
以
降
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
い
た
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
一
度
八
人
の
方
々
の
ご
報
告
に
対
し
て
、
絶
大
な
る
拍
手
を
も
っ
て
感
謝
の
念
を
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

最
後
に
、
私
ど
も
大
変
つ
た
な
い
司
会
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
会
場
の
皆
様
に
は
、
長
時
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
下

さ
い
ま
し
た
こ
と
、
ま
た
大
変
ご
熱
心
に
ご
討
議
に
加
わ
っ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
に
て
日
本
法
政
学

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
会
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

「
追
記
」

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
質
疑
応
答
中
で
、
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
草
鹿
発
言
に
つ
き
ま
し
て
、
今
回
、
ご
本
人
の
諸
事
情
に
よ
り
、

論
文
そ
の
も
の
は
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ご
注
意
と
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
法
政
学
会
編
集
委
員
会
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は
じ
め
に

　

次
の
史
料
は
、
西
本
願
寺
末
寺
が
四
代
家
綱
か
ら
十
四
代
家
茂
ま
で
将
軍
代
替
ご
と
に
本
山
西
本
願
寺
に
提
出
し
た
誓
詞
文
書
で
あ
る
。

　

一
、
就
御
当
家
御
代
々
御
厚
恩
不
浅
被
思
召
候
、
御
公
儀
軽
存
間
敷
旨
、
今
度
従
御
本
寺
被
仰
付
御
尤
至
極
奉
存
候
、
其
趣
門
徒
中
迄

堅
相
守
候
様
可
申
付
候
事

一
、
対
御
公
儀
江
不
義
之
輩
御
座
候
而
如
何
様
ニ
頼
申
候
共
、
雖
為
門
徒
入
魂
之
仁
一
味
仕
間
敷
候
、
其
旨
有
之
儘
御
本
寺
江
言
上
可

仕
事

一
、
惣
而
従
御
本
寺
之
御
下
知
法
式
堅
相
守
、
寺
役
無
懈
怠
門
葉
勧
化
之
儀
疎
略
仕
間
敷
事

　

右
条
目
於
違
犯
者
忽
洩
如
来
之
本
願
、
別
而
蒙
祖
師
之
冥
罰
、
永
可
堕
地
獄
者
也
、
仍
誓
詞
如
件

　　

こ
の
誓
詞
文
言
は
、
十
四
代
家
茂
に
至
る
ま
で
大
き
な
変
化
は
な
く
⑴

、
江
戸
期
を
通
じ
て
儀
礼
化
・
慣
例
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

代
替
誓
詞
は
、
東
本
願
寺
に
お
い
て
も
、
西
本
願
寺
と
文
言
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
同
様
に
行
わ
れ
て
お
り
、
本
山
で
あ
る
両
本
願

寺
自
身
は
京
都
所
司
代
に
出
向
き
、
幕
府
へ
の
誓
詞
提
出
を
行
っ
て
い
た
。

将
軍
代
替
に
お
け
る
東
西
本
願
寺
誓
詞
の
政
治
史
的
考
察和　

田　

幸　

司

─
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
に
お
け
る
西
本
願
寺
の
分
析
を
通
し
て
─
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幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
宗
教
統
制
の
注
目
さ
れ
る
事
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
代
替
誓
詞
に
つ
い
て
の
幕
府
の
法
令
が
見
当
た
ら
な
い
た
め

か
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
柏
原
祐
泉
氏
は
幕
府
の
宗
教
統
制
を
論
じ
る
中
で
、
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）、
東
本
願
寺
が
誓
詞
提
出
を
行
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
⑵

、
安
達
五
男
氏
は
金
福
寺
末
の
部
落
寺
院
を
検
討
す
る
中
で
、
多
く
の

誓
詞
関
係
史
料
を
見
出
し
、
本
寺
の
下
寺
に
対
す
る
統
制
を
論
じ
た
⑶

。
筆
者
は
本
願
寺
の
本
末
制
度
・
触
頭
制
度
を
論
じ
る
中
で
、
誓
詞

記
事
を
検
討
し
、
そ
の
統
制
機
能
を
論
じ
た
⑷

。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
青
木
忠
夫
氏
は
東
西
本
願
寺
の
誓
詞
提
出
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

政
治
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
代
替
誓
詞
が
東
西
本
願
寺
教
団
に
限
ら
れ
た
と
い
う
注
目
さ
れ
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
⑸

。

　

で
は
、
な
ぜ
東
西
本
願
寺
の
誓
詞
提
出
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
二
つ
の
視
点
が
認
め

ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
本
願
寺
教
団
は
一
向
一
揆
終
結
後
も
依
然
と
し
て
民
衆
を
基
盤
と
し
た
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
警
戒
す
べ
き
対
象

で
あ
り
教
団
へ
の
支
配
力
を
強
化
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
薩
摩
国
に
お
い
て
真
宗
が
禁
止
さ
れ
た
理
由
と
同
様

の
も
の
で
あ
る
⑹

。
第
二
に
、
東
西
本
願
寺
の
分
立
に
よ
る
組
織
的
混
乱
の
中
で
、
帰
属
す
る
末
寺
を
自
派
に
把
握
し
組
織
的
な
安
定
を
図

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
柏
原
氏
・
安
達
氏
・
拙
稿
と
も
に
前
者
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
青
木
氏
は
前
者
と
後
者
の
双
方
に
そ
の
意
味
を
見

出
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
拙
稿
で
の
単
一
の
研
究
視
点
を
反
省
し
、
誓
詞
提
出
が
一
方
的
な
幕
藩
制
国
家
権
力
に
よ
る
宗
教
統
制
で
は
な
く
、
本
願
寺

教
団
内
か
ら
の
幕
藩
制
国
家
権
力
へ
の
接
近
も
一
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
特
に
、
東
西
本
願
寺
の
分
立
以
降
、
両
本
願
寺
が
自
己
の

正
当
化
の
た
め
の
幕
藩
制
国
家
権
力
や
朝
廷
権
威
へ
の
接
近
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
⑺

。
青
木
氏
が
提
示
し
た
「
代
替
誓

詞
が
東
西
本
願
寺
教
団
に
限
ら
れ
た
」
と
い
う
見
解
を
さ
ら
に
実
証
的
に
推
し
進
め
た
い
。
そ
し
て
、
近
世
政
治
史
に
お
け
る
東
西
本
願
寺

教
団
に
関
わ
る
多
様
な
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
研
究
方
法
で
あ
る
が
、
す
で
に
、
青
木
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
本
願
寺
の
代
替
誓
詞
提
出
は
四
代
家
綱
の
将
軍
宣

下
（
慶
安
四
年
〈
一
六
五
一
〉
八
月
・
以
下
、「
慶
安
誓
詞
」
と
表
記
）
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
各
代
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
十
四
代

家
茂
の
代
替
（
安
政
五
年
〈
一
八
五
八
〉
十
二
月
）
で
終
了
し
て
い
る
⑻

。
第
一
回
誓
詞
で
あ
る
「
慶
安
誓
詞
」
の
提
出
時
に
お
け
る
経
緯
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を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
解
決
へ
の
近
道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
で
は
第
二
回
誓
詞
で
あ
る
五
代
綱
吉
の
将
軍
宣

下
（
延
宝
八
年
〈
一
六
八
〇
〉
五
月
・
以
下
、「
延
宝
誓
詞
」
と
表
記
）
に
お
け
る
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
の
状
況
か
ら
、「
慶
安
誓
詞
」
提
出

状
況
を
考
察
し
て
い
く
⑼

。
本
稿
で
扱
う
西
本
願
寺
に
お
け
る
「
延
宝
誓
詞
」
の
提
出
時
の
史
料
記
事
は
、「
参
内
一
件
」（
西
本
願
寺
所
蔵

文
書
）
と
称
さ
れ
る
史
料
群
の
う
ち
、「
延
宝
八
年
御
参
内
之
儀
西
東
争
論
之
儀
ニ
付
書
附
」
と
表
記
さ
れ
た
封
筒
内
の
「
延
宝
八
年
覚
書
」

（
以
下
、「
覚
書
」
と
表
記
）
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
⑽

。
本
史
料
群
「
参
内
一
件
」
と
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、
後
光
明

天
皇
即
位
に
際
し
て
、
東
西
本
願
寺
の
参
内
順
を
め
ぐ
る
一
件
（「
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
」）
の
顛
末
に
つ
い
て
の
史
料
を
収
録
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
天
皇
・
朝
廷
権
威
へ
の
接
近
の
中
に
誓
詞
関
係
の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
誓
詞
提
出
が

「
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
」
と
同
様
の
性
質
上
の
、
し
か
も
、
一
連
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い

て
は
、こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、「
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
」と
の
関
係
性
に
も
言
及
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。ま
た
、天
保
八
年（
一
八
三
七
）

に
お
け
る
西
本
願
寺
末
寺
の
誓
詞
提
出
（
以
下
、「
天
保
誓
詞
」
と
表
記
）
の
一
様
相
を
提
示
し
、
本
寺
へ
の
誓
詞
提
出
を
一
方
的
な
統
制

と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
在
地
側
か
ら
の
秩
序
化
に
利
用
さ
れ
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
、「
延
宝
誓
詞
」
の
提
出
と
西
本
願
寺
の
動
向

　

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
、
幕
藩
制
国
家
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
が
起
き
る
。
徳
川
家
綱
が
病
に
倒
れ
、
五
月
八
日
に
没
し
た
の

で
あ
る
。「
別
本
長
御
殿
日
次
之
記
⑾

」（
以
下
、「
日
次
記
」
と
表
記
）
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
十
二
日
条
・
十
三
日
条
に
は
、
京

都
所
司
代
戸
田
忠
昌
の
も
と
へ
西
本
願
寺
使
者
が
七
名
出
向
く
と
い
う
例
の
な
い
記
事
が
み
え
る
⑿

。
家
綱
後
嗣
で
あ
る
綱
吉
養
子
の
通
達
、

あ
る
い
は
、
家
綱
没
後
の
対
応
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
三
日
辰
刻
に
は
花
山
院
定
誠
よ
り
、「
禁
裏
院
中
御
祝
義
被
遣
候
義
、

当
月
者
千
種
殿
当
番
に
て
今
日
千
種
殿
よ
り
定
而
可
申
参
候
⒀

」
と
の
仰
せ
渡
し
が
あ
り
、
後
嗣
で
あ
る
綱
吉
へ
の
祝
儀
に
つ
い
て
は
追
っ

て
連
絡
を
待
つ
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
本
願
寺
は
巳
刻
に
は
千
種
有
維
の
も
と
へ
使
者
を
走
ら
せ
、
祝
儀
が
他
寺
院

か
ら
届
い
て
い
な
い
か
を
確
認
さ
せ
る
。
返
事
は
「
禁
裏
院
中
江
御
祝
儀
物
未
何
方
よ
り
も
上
り
不
申
⒁

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
午
刻
、
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今
度
は
花
山
院
定
誠
の
も
と
へ
、
祝
儀
が
届
い
て
い
な
い
か
を
確
認
さ
せ
る
。
返
事
は
同
様
に
「
禁
裏
院
中
江
御
祝
儀
物
被
指
上
候
義
、
未

何
方
よ
り
も
上
り
不
申
⒂

」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
本
願
寺
の
執
拗
な
ま
で
の
祝
儀
に
対
す
る
拘
り
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
拘
り

の
要
因
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
本
節
か
ら
次
節
に
か
け
て
明
示
し
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
、
西
本
願
寺
は
綱
吉
が
家
綱
後
嗣
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
祝
儀
は
無
論
の
こ
と
、
綱
吉
へ
の
挨
拶
の
た
め
に
江
戸
参
向
を
行
う
意

志
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
意
志
は
忠
昌
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
日
次
記
」
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
二
十
四
日

条
に
、「
意
趣
者
戸
田
越
前
守
殿
被
仰
候
ハ
、
今
度
江
戸
御
参
向
之
儀
、
御
窺
之
処
ニ
江
戸
御
老
中
よ
り
思
召
も
御
座
候
而
、
此
度
御
下
向

之
儀
御
延
引
可
被
遊
候
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
老
中
か
ら
の
指
示
で
、
西
本
願
寺
の
江
戸
参
向
に
つ
い
て
は
延
引
が
申
し
付
け
ら
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。

　

約
一
ヵ
月
後
の
七
月
二
日
卯
刻
、
西
本
願
寺
第
十
四
世
寂
如
は
忠
昌
の
も
と
へ
使
者
を
遣
わ
す
。
使
者
は
「
御
代
替
為
御
祝
儀
江
戸
御
参

向
被
成
度
思
召
候
間
、
御
願
之
通
御
窺
被
成
可
被
進
候
、
御
延
引
ニ
不
罷
成
様
ニ
宜
頼
思
召
候
⒃

」
と
、
忠
昌
の
奏
者
大
矢
兵
左
衛
門
に
伝

え
る
。
す
で
に
願
い
出
て
い
た
江
戸
参
向
が
こ
れ
以
上
延
引
に
な
る
こ
と
な
く
、
参
向
計
画
が
進
行
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。
辰
刻
に
は
忠
昌
よ
り
「
御
代
替
ニ
付
、
御
参
向
御
願
被
成
旨
得
其
意
存
候
、
御
首
尾
能
様
ニ
相
窺
可
進
之
候
⒄

」
と
の
返
事
が
あ
り
、

万
端
無
事
に
進
む
よ
う
に
承
諾
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
西
本
願
寺
は
家
綱
代
替
の
際
の
先
例
を
確
認
さ
れ
る
。
使
者
は
「
厳

有
院
様
御
代
替
之
時
分
先
御
門
跡
御
病
気
故
使
者
ヲ
以
先
御
祝
儀
被
仰
上
候
而
、
翌
年
ニ
御
参
向
被
成
候
様
ニ
承
伝
候
、
併
久
敷
儀
ニ
御
座

候
処
聢
ト
ハ
考
不
申
候
由
申
候
処
、
尤
ニ
候
左
様
ニ
候
ハ
ヽ
罷
帰
度
吟
味
候
而
只
今
申
候
通
ニ
候
ハ
ヽ
重
而
不
及
申
越
候
、
若
相
ち
か
ひ
候

儀
も
候
ハ
ヽ
今
日
中
ニ
成
共
可
申
越
旨
被
仰
聞
候
⒅

」
と
答
え
、
家
綱
代
替
の
際
に
は
、
良
如
が
病
気
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ま
ず
は
御
祝
儀

の
み
を
届
け
さ
せ
、
翌
年
に
江
戸
へ
参
向
し
た
旨
を
伝
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
関
係
が
確
か
で
な
い
た
め
か
、
事
実
と
異
な
る
場
合

は
今
日
中
に
連
絡
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
日
申
刻
、
事
実
関
係
を
確
認
し
、「
兵
左
衛
門
被
申
候
ハ
先
御
門
跡
様
ニ
ハ
其
砌
ハ
御
参

向
不
被
成
哉
と
被
申
候
ニ
付
、
此
方
よ
り
申
候
ハ
其
節
先
御
門
跡
御
病
気
故
先
以
使
者
御
祝
儀
被
仰
上
候
、
其
後
も
御
病
気
ニ
付
中
一
年
隔

り
候
而
翌
二
年
ニ
御
参
向
被
成
候
、
尤
御
参
向
被
成
候
義
者
相
違
無
御
座
候
、
其
刻
御
代
替
御
祝
儀
被
仰
上
候
⒆

」
と
し
て
、
使
者
が
ま
ず
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御
祝
儀
を
届
け
た
上
で
、
そ
の
二
年
後
に
良
如
が
挨
拶
の
た
め
に
江
戸
参
向
を
行
っ
た
こ
と
を
訂
正
し
、
申
し
伝
え
た
。
寂
如
の
江
戸
参
向

実
現
に
向
け
て
「
尤
御
参
向
被
成
候
義
者
相
違
無
御
座
候
」
と
、
慎
重
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

七
月
十
日
巳
刻
前
、
今
度
は
京
都
所
司
代
側
よ
り
戸
田
忠
昌
の
意
向
を
伝
え
る
た
め
に
、
忠
昌
の
使
者
で
あ
る
酒
井
周
安
⒇

が
西
本
願
寺

を
訪
れ
る
。「
覚
書
」
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
七
月
十
日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

　

巳
ノ
刻
前

酒
井
周
安
被
致
伺
書
ニ
而
、
昨
夜
戸
田
越
前
守
殿
為
御
内
証
御
心
付
被
仰
聞
候
、
裏
御
門
跡
先
日
越
前
守
殿
屋
敷
ヘ
御
出
ニ
而
、
今
度

御
代
替
ニ
付
誓
詞
ヲ
被
指
上
度
旨
被
仰
聞
候
故
、
江
戸
ヘ
窺
ニ
遣
候
間
、
表
御
門
跡
様
ニ
も
御
願
被
成
可
然
存
候

　

東
本
願
寺
第
十
五
代
常
如
が
綱
吉
代
替
に
あ
た
り
誓
詞
提
出
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
、
京
都
所
司
代
か
ら
誓
詞
提
出
に
つ
い
て
の
伺
書
が

江
戸
へ
提
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
九
日
夜
に
忠
昌
か
ら
「
内
証
」
に
て
伝
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
西
本
願
寺
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
忠
昌
は
東
本
願
寺
の
動
向
か
ら
、
西
本
願
寺
も
同
様
に
誓
詞
提
出
が
申
請
さ

れ
る
べ
き
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
西
本
願
寺
寂
如
は
常
如
が
綱
吉
代
替
に
あ
た
っ
て
の
誓
詞
提
出
を
願
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
に
つ
い
て
忠

昌
を
訪
問
し
た
こ
と
に
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
寂
如
は
「
今
晩
ニ
而
も
明
朝
ニ
而
も
、
越
前
守
殿
御
際
之
時
分
御
所
様
御
成
被
成
御
直
ニ

可
被
仰
入
候
」
と
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
寂
如
は
周
安
の
指
示
に
よ
っ
て
、
周
安
を
通
し
て
そ
の
意
思
を
忠
昌
に
伝
え
た
。
そ
の
意
思
と

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
�

。

　

大（

家

光

）

猷
院
様
御
他
界
之
後
、
厳（

家

綱

）

有
院
様
御
代
替
之
刻
、
板（

板

倉

重

宗

）

倉
周
防
守
殿
屋
敷
ヘ
先
御
門
跡
様
御
成
被
成
御
誓
詞
被
遊
候
、
其
時
者
先
ニ

奥（
興
正
寺
）

門
跡
准
秀
先
御
門
跡
様
之
御
令
弟
様
方
御
同
道
ニ
而
此
御
衆
も
誓
詞
被
成
候
、
其
後
院
家
衆
始
々
而
諸
国
之
御
下
寺
之
衆
追
々
ニ
御
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本
寺
ヘ
被
召
登
於
御
本
寺
誓
詞
被
仰
付
其
誓
詞
于
今
御
本
寺
ニ
有
之
候
、
右
之
通
ニ
候
間
、
今
度
越
前
守
殿
ヘ
御
成
被
成
、
御
直
ニ
可

被
仰
と
思
召
候
者
御
先
代
□
如
此

此
度
誓
詞
可
被
指
上
義
越
前
守
殿
迄
可
被
仰
入
様
ニ
候
ヘ
共
、
ケ
様
之
義
御
進
被
成
而
被
仰
候
事
も
如
何
敷
、
其
上
御
移
徒
将
軍
宣
下

も
相
済
不
申
之
内
御
遠
慮
被
成
候
処
、
越
前
守
殿
御
心
付
対
而
御
満
足
被
成
候
、
如
何
様
共
宜
様
ニ
江
戸
ヘ
御
申
達
頼
思
召
候
旨
、
可

被
仰
入
と
思
召
候

　　

本
記
事
か
ら
寂
如
の
複
雑
な
心
境
を
推
察
で
き
る
。
結
論
と
し
て
は
京
都
所
司
代
戸
田
忠
昌
の
西
本
願
寺
へ
の
配
慮
に
感
謝
し
て
お
り
、

誓
詞
提
出
に
つ
い
て
は
忠
昌
に
一
任
す
る
こ
と
を
了
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
寂
如
の
強
い
憤
り
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
一
に
、
家
綱
代
替
の
際
の
先
例
を
申
し
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
例
と
は
、
当
時
京
都
所
司
代
で
あ
っ
た
板
倉
重
宗
に
先
門
跡
で

あ
る
良
如
と
興
正
寺
准
秀
が
と
も
に
誓
詞
を
提
出
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
後
、
院
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
の
西
本
願
寺
末
寺
に
誓
詞
を

提
出
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
先
例
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
本
願
寺
自
身
の
誓
詞
提
出
へ
の
強
い
執
着
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
る
。「
覚
書
」
同
日
条
に
は
、「
本
徳
寺
殿
、
顕
証
寺
殿
、
御
同
道
被
成
誓
詞
被
成
様
ニ
思
召
候
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
興
正

寺
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
寂
如
は
兄
弟
で
あ
る
寂
円
住
持
の
本
徳
寺
、
同
じ
く
寂
淳
住
持
の
顕
証
寺
と
と
も
に
、
誓
詞
提
出
を
考
え
て
い

た
。

　

第
二
に
、
本
来
な
ら
ば
誓
詞
提
出
に
つ
い
て
は
西
本
願
寺
側
か
ら
「
可
被
仰
入
」
と
し
て
い
る
が
、「
御
移
徒
」「
将
軍
宣
下
」
も
済
ん
で

い
な
い
間
は
遠
慮
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
直
ち
に
誓
詞
提
出
を
願
い
出
る
の
は
「
如
何
敷
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
西
本
願
寺
側

か
ら
誓
詞
提
出
を
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
無
論
、
東
本
願
寺
に
先
を
越
さ
れ
た
複
雑
な

心
境
が
表
れ
て
い
る
と
見
て
と
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
同
日
の
戌
刻
、
周
安
よ
り
「
先
刻
被
仰
聞
候
通
越
前
守
殿
へ
御
直
ニ
申
達
候
処
、
明
十
一
日
卯
ノ
刻
過
御
成
被
成
候
様
ニ
と
越
前

守
殿
被
仰
候
�

」
に
と
の
書
付
が
届
く
。
明
朝
に
寂
如
と
忠
昌
の
直
接
の
会
談
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
覚
書
」
延
宝
八
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年
（
一
六
八
〇
）
七
月
十
一
日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

　

　
　

卯
ノ
刻
過　

戸
田
越
前
守
殿
へ
御
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
供　

刑
部
卿

辰
刻
越
前
守
殿
へ
御
逢
被
成
候
而
、
御
あ
い
さ
つ
過
而
越
前
守
殿
被
仰
候
者
昨
晩
周
安
ニ
被
仰
聞
候
通
承
知
仕
候
由
也
、
御
門
跡
様
被

仰
候
者
毎
度
之
心
入
候
ハ
ヽ
□
昨
日
周
安
以
御
心
付
御
応
意
別
而
御
満
足
被
成
候
、
然
者
被
仰
談
度
義
之
由
被
仰
候
処
近
習
之
衆
御
退

候
、
然
処
御
門
跡
様
被
仰
候
者
、
御
代
替
ニ
付
誓
詞
之
義
御
先
代
に
も
板
倉
周
防
守
殿
よ
り
被
申
越
先
御
門
跡
周
防
守
殿
御
宅
ヘ
御
出

奥
門
跡
其
外
御
令
弟
達
御
同
道
ニ
而
誓
詞
被
指
上
候
、
其
後
諸
国
之
御
末
寺
被
召
登
此
方
ニ
而
誓
詞
被
仰
付
事
ニ
候
、
左
様
ニ
候
ヘ
共

本
願
寺
者
亀
山
院
之
勅
願
所
ニ
而
、
公
家
武
家
之
御
祷
所
ニ
而
、
于
今
毎
日
勤
行
御
祷
被
成
候
、
誓
詞
不
被
指
上
候
と
て
も
天
子
将
軍

之
儀
聊
御
疎
意
不
被
思
召
候
、
然
共
此
度
誓
詞
之
義
越
前
守
殿
ま
て
可
被
仰
入
様
に
と
思
召
候
へ
共
、
将
軍
宣
下
も
未
無
之
内
、
其
上

ケ
様
之
義
、
進
而
被
仰
上
事
御
遠
慮
被
成
候
故
御
延
引
申
候
処
、
御
心
付
之
段
初
而
不
勝
思
召
候
、
如
何
様
共
江
戸
へ
宜
御
窺
頼
思
召

候
、
扨
者
奥
門
跡
ニ
者
未
幼
少
に
て
先
御
門
跡
令
弟
両
人
有
之
候
、
当
御
門
跡
之
令
弟
も
両
人
有
之
候
間
、
右
之
衆
に
も
誓
詞
被
指
上

候
様
ニ
可
被
成
候
、
次
諸
国
末
寺
召
登
先
年
之
通
此
方
ニ
而
誓
詞
可
申
付
候
被
仰
候
処
、
御
尤
至
極
奉
存
候
旨
如
仰
御
延
引
と
申
時
分

ニ
而
無
御
座
候
へ
共
、
二
、三
日
以
前
裏
御
門
跡
御
出
被
成
誓
詞
被
成
被
指
上
度
由
被
仰
聞
候
故
江
戸
へ
窺
ニ
遣
申
候
、
左
様
ニ
候
得

共
其
御
門
跡
ニ
も
誓
詞
之
義
不
被
仰
聞
候
も
如
何
敷
存
候
ニ
付
周
安
以
御
内
証
卒
度
申
上
候
、
誓
詞
可
被
成
義
と
も
不
存
候
、
併
被
仰

聞
通
追
付
江
戸
へ
相
窺
可
申
候
間
御
返
事
次
第
可
被
成
候
、
御
令
弟
様
方
之
義
者
其
節
之
事
ニ
而
可
有
御
座
候
、
諸
国
御
末
寺
衆
誓
詞

之
義
御
門
跡
様
御
誓
詞
被
成
被
下
指
上
候
者
可
被
仰
付
由
御
尤
ニ
存
候
、
右
御
心
付
申
候
段
堅
御
無
沙
汰
不
被
成
思
召
候
、
役
人
之
義

ニ
候
へ
ハ
、
ケ
様
之
御
心
付
申
事
ニ
而
無
御
座
候
へ
共
、
御
応
意
御
座
候
故
周
安
ま
て
卒
度
御
心
付
申
候　
　
（
中
略
）

越
前
守
殿
へ
御
門
跡
様
被
仰
候
ハ
今
度
江
戸
御
参
向
御
願
之
義
、
先
日
以
使
申
達
候
定
而
江
戸
へ
御
窺
可
被
進
由
被
仰
候
処
、
如
仰
先

日
之
仰
越
之
通
御
参
向
御
願
之
義
、
江
戸
へ
窺
遣
候
旨
御
申
候
ニ
付
、
弥
宜
御
頼
被
成
候
由
被
仰
入
御
退
出
被
遊
候
也

今
朝
越
前
守
殿
へ
能
御
時
分
御
成
被
成
御
首
尾
右
之
通
宜
而
御
満
足
思
召
候
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寂
如
は
会
談
に
て
西
本
願
寺
側
か
ら
誓
詞
提
出
を
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
理
解
を
求
め
た
。
ま
ず
、「
慶
安
誓
詞
」
は
、
京
都
所
司

代
板
倉
重
宗
か
ら
「
申
越
」
さ
れ
る
こ
と
で
、
重
宗
屋
敷
に
て
興
正
寺
な
ど
良
如
の
兄
弟
等
と
共
に
誓
詞
提
出
し
た
経
緯
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
文
永
九
年
（
一
二
六
六
）、
大
谷
に
廟
堂
が
建
立
さ
れ
た
時
期
以
降
、
亀
山
天
皇
よ
り
勅
願
所
の
宣
旨
を
受
け
た
こ
と
を
申

し
述
べ
�

、
こ
れ
ま
で
朝
廷
や
幕
府
に
対
し
て
「
御
疎
意
」
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
本
願
寺
が
国
家
の
祈
願
所
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
「
延
宝
誓
詞
」
の
提
出
に
つ
い
て
は
、「
此
度
誓
詞
之
義
越
前

守
ま
て
可
被
仰
入
様
に
と
思
召
候
」
と
し
て
い
る
が
、
将
軍
宣
下
も
終
わ
っ
て
な
い
う
ち
は
「
御
遠
慮
」
し
て
、
差
し
控
え
て
い
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
に
主
張
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
今
回
の
誓
詞
へ
の
執
着
は
強
く
、
忠
昌
に
対
し
、
興
正
寺
門
跡
が
幼
少

で
あ
る
た
め
、
良
如
の
兄
弟
衆
や
寂
如
の
兄
弟
衆
に
誓
詞
提
出
を
同
道
す
べ
き
こ
と
や
諸
国
末
寺
へ
の
誓
詞
提
出
へ
の
指
示
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
打
診
を
行
っ
て
い
る
。
忠
昌
は
「
御
尤
至
極
奉
存
候
」
と
同
意
し
て
お
り
、
現
時
点
で
東
本
願
寺
の
誓
詞
提
出
の
願
い
を
江
戸
へ
窺

い
を
た
て
て
い
る
が
、
西
本
願
寺
も
行
う
べ
き
と
の
認
識
を
示
し
た
。
忠
昌
は
役
人
と
し
て
公
の
立
場
を
固
辞
し
な
が
ら
も
、「
卒
度
御
心

付
申
候
」
と
寂
如
に
助
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
最
終
部
分
で
は
、
延
引
と
な
っ
て
い
る
江
戸
参
向
に
つ
い
て
、
再
度
の
願
い
を
申

し
出
て
お
り
、
寂
如
は
今
回
の
訪
問
を
「
御
首
尾
右
之
通
宜
而
御
満
足
思
召
候
」
と
非
常
に
満
足
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
か
ら
考
え
て
、
寂
如
は
誓
詞
提
出
の
意
思
を
強
く
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
本
願
寺
は
東
本
願
寺
に
追
随
す
る
形
で
誓
詞
提

出
へ
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
幕
藩
制
国
家
権
力
か
ら
の
宗
教
統
制
と
い
う
よ
り
も
、
在
地
側
で
あ
る
両
本
願
寺
の

社
会
的
位
置
づ
け
の
確
保
の
た
め
に
、
誓
詞
提
出
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
無
論
、
史
料
記
事
「
御
先
代
に
も
板
倉
周

防
守
殿
ヨ
リ
被
申
越
先
御
門
跡
周
防
守
殿
御
宅
ヘ
御
出
」
よ
り
、「
慶
安
誓
詞
」
に
お
い
て
、
京
都
所
司
代
よ
り
誓
詞
提
出
の
指
示
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
延
宝
誓
詞
」
提
出
に
お
い
て
は
権
力
側
の
働
き
か
け
以
上
に
、
在
地
側
の
意
向
の
強
さ
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
史
料
か
ら
鑑
み
る
と
、
誓
詞
提
出
が
第
一
回
目
の
「
慶
安
誓
詞
」
提
出
時
点
で
、
継
続
し
一
貫
し
た
幕
府
の
体
系
的
な
宗
教
統
制
と
し
て

意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
第
二
回
目
の
誓
詞
提
出
、
つ
ま
り
、「
延
宝
誓
詞
」
提
出
時
点
に
お
い
て
も
、
継
続
的
で
強
固
な

制
度
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
西
本
願
寺
の
驚
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
東
本
願
寺
に
追
随
す
る
形
で
の
誓
詞
提
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出
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、「
慶
安
誓
詞
」
に
お
い
て
西
本
願
寺
の
「
令
弟
」
と
と
も
に
誓
詞
提
出
を
行
っ
た
先
例
が
繰
り
返
し
強
調
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
っ
た
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
徳
寺
は
周
知
の
よ
う
に
明
応
年
中
に
蓮
如
に
常
随
し
て
い
た
下
間
空
善

が
播
磨
に
下
向
し
、
英
賀
に
東
か
り
や
道
場
を
建
立
す
る
。
蓮
如
よ
り
本
尊
が
下
付
さ
れ
、
の
ち
に
本
徳
寺
と
な
る
。
東
西
本
願
寺
の
分
立

に
際
し
、
西
本
願
寺
派
に
属
し
て
い
た
が
、
本
多
忠
政
の
入
封
に
よ
り
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）、
東
本
願
寺
派
船
場
本
徳
寺
が
創
設
さ
れ
る
。

以
降
、
亀
山
本
徳
寺
を
中
心
と
す
る
播
磨
の
転
派
問
題
は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
起
こ
っ
た
貞
照
院
事
件
�

の
決
着
ま
で
持
ち
越
さ

れ
る
。
こ
の
貞
照
院
を
室
と
し
た
の
が
良
如
第
十
子
の
本
徳
寺
第
八
世
寂
円
で
あ
る
。
顕
証
寺
に
つ
い
て
も
、
東
西
本
願
寺
分
立
に
際
し
、

久
宝
寺
寺
内
町
内
部
で
の
対
立
か
ら
東
西
に
分
裂
し
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
良
如
第
十
一
子
寂
淳
が
顕
証
寺

に
入
寺
す
る
が
、
こ
う
し
た
入
寺
も
西
本
願
寺
派
の
組
織
的
安
定
を
意
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
寂
如
は

顕
証
寺
寂
淳
と
本
徳
寺
寂
円
を
重
鎮
と
し
て
、
西
本
願
寺
の
組
織
的
安
定
を
図
る
た
め
に
も
、「
令
弟
」
と
と
も
に
誓
詞
提
出
を
願
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
誓
詞
提
出
に
は
、
こ
う
し
た
西
本
願
寺
の
社
会
的
認
知
と
組
織
的
強
化
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
江
戸
参
向
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
覚
書
」
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
七
月
十
九
日
条
に
、「
今
度
大
納
言
様
御
本
丸
ヘ
、
去
ル
十

日
御
移
徒
之
為
御
祝
儀
此
方
ヨ
リ
之
御
使
者
之
義
者
、
周
安
被
存
候
通
、
内
々
越
前
守
殿
ヘ
被
仰
談
候
処
、
可
有
御
指
図
候
由
ニ
付
御
延
引

被
成
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
西
本
願
寺
は
忠
昌
の
指
示
に
よ
っ
て
、
再
度
の
「
延
引
」
が
仰
せ
渡
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
日
条
に
「
一
昨

十
七
日
周
安
以
被
仰
進
候
故
、
宮
内
卿
今
朝
敷
足
被
仰
付
候
に
て
、
裏
御
門
跡
ヨ
リ
右
被
為
御
祝
儀
、
使
者
粟
津
庄
兵
衛
と
弐
人
十
二
、三

日
比
江
戸
ヘ
参
急
御
案
内
申
十
八
日
御
祝
儀
指
上
ケ
可
申
御
座
候
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
寂
如
は
常
如
が
祝
儀
の
た
め
に
使
者
を
江
戸
へ
参

向
さ
せ
、
十
八
日
に
祝
儀
を
献
上
し
た
こ
と
を
知
る
。
京
都
所
司
代
に
伺
い
を
立
て
な
が
ら
慎
重
に
江
戸
参
向
へ
の
準
備
を
進
め
て
い
た
寂

如
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
の
驚
き
と
憤
慨
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
�

。
寂
如
は
こ
の
間
の
こ
と
を
「
不
審
」
と
し
て
い
る
�

。
な
お
、
こ
う
し

た
交
渉
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
、
西
本
願
寺
の
祝
儀
献
上
は
東
本
願
寺
よ
り
も
約
一
ヵ
月
後
の
八
月
二
十
三
日
で
あ
り
�

、
江
戸
下
向
は
翌

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
二
月
か
ら
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
�

。
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二
、「
慶
安
誓
詞
」
並
び
に
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
の
背
景
と
両
本
願
寺
の
状
況

　

本
節
で
は
前
節
に
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
、「
慶
安
誓
詞
」
が
幕
府
の
継
続
し
一
貫
し
た
体
系
的
な
宗
教
政
策
で
は
な
い
と
い
う
点
、「
延

宝
誓
詞
」
提
出
時
点
に
お
い
て
継
続
的
で
強
固
な
制
度
は
見
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
点
を
、さ
ら
に
補
強
す
べ
く
「
慶
安
誓
詞
」
並
び
に
「
延

宝
誓
詞
」
提
出
時
の
両
本
願
寺
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
教
如
は
徳
川
家
康
よ
り
寺
地
が
寄
進
さ
れ
、
翌
年
、
上
州
厩
橋
妙
安
寺
安
置
の
祖
像
を
迎
え
、

東
本
願
寺
が
分
立
す
る
。
こ
れ
以
降
、
教
如
の
影
響
力
が
一
段
と
増
す
中
で
、
東
西
本
願
寺
の
対
立
は
激
化
し
て
い
く
�

。
良
如
期
に
至
っ

て
も
、
な
お
「
凡
、
小
院
・
下
寺
、
背
帰
甚
多
、
不
可
殫
紀
�

」
と
す
る
改
派
問
題
は
大
き
く
、
互
い
に
末
寺
を
誘
引
し
、
自
己
勢
力
を
拡

張
し
よ
う
と
努
め
た
。
こ
う
し
た
末
寺
獲
得
に
よ
っ
て
、
組
織
的
な
安
定
と
拡
大
を
両
本
願
寺
は
志
向
し
た
。

　

一
方
、
組
織
的
な
安
定
は
近
世
国
家
権
力
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
え
た
。
近
世
国
家
権
力
は
、「
仏
法
為
本
」
を

旨
と
す
る
宗
教
を
弾
圧
し
、
相
対
す
る
「
王
法
為
本
」
を
容
認
す
る
宗
教
の
み
が
存
続
し
た
�

。
特
に
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
は
慶
長
か
ら

元
和
期
に
「
諸
宗
寺
院
本
山
法
度
」
を
発
布
し
、
本
山
の
地
位
を
承
認
す
る
と
と
も
に
寺
院
統
制
を
行
わ
せ
た
�

。
し
か
し
、
東
西
本
願
寺

の
分
立
に
よ
る
混
乱
が
一
因
と
な
っ
た
た
め
か
、
本
願
寺
へ
の
法
度
は
出
さ
れ
て
い
な
い
�

。

　

ま
た
、
本
願
寺
は
中
世
以
降
、
実
如
・
証
如
に
よ
っ
て
天
皇
・
朝
廷
へ
と
接
近
が
な
さ
れ
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
は
顕
如
が
門
跡

を
勅
許
さ
れ
た
。
門
跡
は
宗
派
の
最
上
位
で
あ
る
が
、
戦
国
の
動
乱
の
中
で
中
世
寺
社
勢
力
は
没
落
し
、
中
世
門
跡
が
そ
の
ま
ま
近
世
門
跡

に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
幕
藩
制
国
家
に
よ
っ
て
新
た
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
�

。
具
体
的
に
は
、
門
跡
は
宗
派
の
本
山
と
し
て
機

能
し
た
ほ
か
、
国
家
安
全
の
祈
祷
を
行
う
な
ど
、
儀
礼
や
秩
序
を
重
視
し
た
門
跡
の
近
世
化
が
計
ら
れ
る
�

。

　

門
跡
の
新
参
者
で
あ
る
両
本
願
寺
に
と
っ
て
、
幕
藩
制
国
家
権
力
に
よ
っ
て
認
知
・
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
第
一
優
先
事
項
で
あ
っ
た
。
特

に
、
幕
藩
諸
制
度
が
確
立
し
て
い
く
家
綱
・
綱
吉
政
権
期
の
時
期
は
、「
自
己
の
正
当
化
」
を
求
め
て
朝
廷
へ
の
接
近
を
行
う
。
こ
こ
で
い

う
朝
廷
と
は
、ま
さ
し
く
幕
藩
制
国
家
権
力
自
身
が
欠
如
す
る
宗
教
的
権
能
を
有
し
て
い
た
国
家
権
力
の
一
部
で
あ
っ
た
。「
自
己
の
正
当
化
」



─ 172 ─

と
は
何
か
。
こ
れ
こ
そ
が
東
西
本
願
寺
の
分
立
に
よ
っ
て
、
両
本
願
寺
が
幕
藩
制
国
家
に
中
世
に
お
け
る
本
願
寺
教
団
か
ら
の
正
統
な
継
承

を
有
し
て
い
る
と
い
う
存
在
意
義
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

さ
て
、
両
本
願
寺
の
は
じ
め
て
の
誓
詞
提
出
は
四
代
家
綱
の
将
軍
宣
下
（
慶
安
四
年
〈
一
六
五
一
〉
八
月
）
で
あ
り
、
二
回
目
の
提
出
は

五
代
綱
吉
の
将
軍
宣
下
（
延
宝
八
年
〈
一
六
八
〇
〉
五
月
）
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
両
本
願
寺
が
「
自
己
の
正
当
化
」

を
求
め
て
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
に
接
近
し
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
。
特
に
、
両
本
願
寺
の
序
列
を
視
覚
的
に
明
ら
か
に
す
る
朝
廷
へ
の
参
内

順
や
席
次
に
お
い
て
は
強
い
軋
轢
が
生
じ
た
。
こ
の
具
体
的
な
状
況
は
別
稿
に
て
論
じ
て
い
る
た
め
�

、
こ
こ
で
は
再
論
し
な
い
が
、
そ
の

要
点
の
み
を
確
認
し
て
お
く
。
な
お
、
西
本
願
寺
史
料
を
中
心
と
し
た
検
討
の
た
め
、
本
考
察
は
西
本
願
寺
側
か
ら
の
視
点
で
捉
え
た
も
の

で
あ
る
。

　
（
一
）
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）、
徳
川
家
光
上
洛
の
際
の
東
西
本
願
寺
の
対
面
順
を
め
ぐ
っ
て
、
西
本
願
寺
良
如
と
東
本
願
寺
宣
如
と

の
間
で
争
論
が
起
き
る
。
こ
の
と
き
、
老
中
土
井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
に
よ
っ
て
、
良
如
の
先
の
対
面
が
沙
汰
さ
れ
た
。
こ
の
争
論
を

前
提
と
し
て
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、
後
光
明
天
皇
即
位
に
際
し
て
、
再
び
東
西
本
願
寺
の
参
内
順
を
め
ぐ
る
一
件
（「
東
西

本
願
寺
参
内
一
件
」）
が
起
こ
る
。
以
降
、
西
本
願
寺
は
年
始
参
内
が
許
可
さ
れ
な
い
状
況
と
な
り
、
良
如
期
か
ら
寂
如
期
に
か
け

て
朝
廷
や
幕
府
と
の
継
続
的
な
交
渉
を
行
う
。

（
二
）
良
如
は
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
に
対
し
て
、
背
後
で
は
老
中
酒
井
忠
勝
へ
接
近
し
、
表
向
き
に
は
武
家
伝
奏
に
訴
え
出
る
が
好
転
し

な
か
っ
た
。
良
如
の
交
渉
姿
勢
は
西
本
願
寺
の
「
本
寺
相
承
之
次
第
」
を
強
く
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、「
参
内
順
の
適
正
化
」
に
重

点
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
寂
如
は
良
如
の
遺
志
を
継
ぐ
形
で
交
渉
を
進
め
た
。
第
一
段
階
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
の
朝
廷
を
中
心
と
し
た
交
渉
で
あ
っ
た
。

寂
如
は
良
如
の
強
硬
的
姿
勢
か
ら
協
調
的
姿
勢
へ
と
移
行
さ
せ
る
が
、「
開
山
親
鸞
的
伝
一
宗
本
寺
之
儀
」
と
い
う
点
で
は
良
如
と

通
底
し
て
い
た
。
当
時
の
朝
廷
の
主
勢
力
は
東
本
願
寺
に
傾
斜
し
た
裁
定
を
行
っ
た
。
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（
四
）
寂
如
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
〜
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、幕
府
へ
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
交
渉
を
行
う
。
こ
の
第
二
段
階
で
は
、

「
開
山
親
鸞
的
伝
一
宗
本
寺
之
儀
」
を
さ
ら
に
明
確
に
意
味
づ
け
る
た
め
に
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
付
与
の
具
体
的
事
実
（「
勅
書
」）

と
准
如
継
職
の
正
当
性
を
関
連
付
け
な
が
ら
交
渉
を
進
め
る
。

（
五
）
宝
永
期
以
降
の
寂
如
晩
年
に
お
け
る
第
三
段
階
で
は
、
交
渉
の
主
旨
を
「
参
内
順
の
適
正
化
」
か
ら
「
年
始
参
内
の
再
興
」
に
重
点

を
移
行
し
、
東
本
願
寺
と
の
競
合
を
論
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、
朝
廷
と
の
関
係
性
保
持
を
第
一
義
と
し
た
。
こ
う
し
た
交
渉
手
法

の
変
更
に
よ
り
、
年
始
参
内
を
の
再
興
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
。

　
　

　

以
上
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
両
本
願
寺
に
よ
る
第
一
回
目
の
誓
詞
（「
慶
安
誓
詞
」）、
お
よ
び
、
第
二
回
目
の
誓
詞
（「
延
宝
誓
詞
」）

の
提
出
は
、「
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
」
の
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
西
本
願
寺
が
「
自
己
の
正
当
化
」
を
図
る
べ
く
、
天
皇
・

朝
廷
権
威
へ
と
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
誓
詞
提
出
時
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
一
件
に
つ
い
て
二
点
を
加
筆
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、（
二
）
の
良
如
の

強
調
す
る
「
本
寺
相
承
之
次
第
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
年
始
参
内
が
中
止
さ
れ
た
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十
一
月
十
七
日
、
良
如
は
武

家
伝
奏
の
今
出
川
経
季
と
飛
鳥
井
雅
宣
に
書
状
を
提
出
す
る
。
そ
の
書
状
の
冒
頭
に
は
、「
本
願
寺
代
々
相
続
之
次
第
何
れ
の
代
に
も
譲
状

在
之
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
親
鸞
以
降
、
当
住
の
良
如
ま
で
正
統
に
相
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
心
部
分
と

な
る
顕
如
以
降
の
記
事
を
以
下
に
示
す
�

。

　

一
、
顕
如
に
ハ
三
人
の
子
あ
り
、
此
時
ハ
兄
二
人
を
さ
し
置
、
第
三
の
子
に
家
を
与
へ
ら
れ
て
准
如
上
人
と
名
付
ら
る
、
顕
如
よ
り
譲
状

明
白
也
、
兄
二
人
と
申
ハ
一
人
は
今
の
信
浄
院
門
跡
の
父
、
又
一
人
は
今
の
興
正
寺
門
跡
祖
父
に
て
御
座
候
、
右
開
山
よ
り
十
一
代
め

の
顕
如
上
人
ま
て
ハ
代
々
何
れ
の
子
に
家
を
ゆ
つ
れ
ん
も
、
其
兄
う
ら
み
な
く
其
弟
も
そ
ね
み
な
く
、
其
家
督
の
人
を
本
寺
と
あ
か
め

て
、
さ
ら
に
新
儀
者
企
な
く
、
い
つ
れ
も
末
学
と
成
て
、
今
に
そ
の
家
々
諸
国
に
有
之
、
然
処
に
末
寺
と
し
て
、
本
寺
の
寺
号
を
な
の
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ら
れ
候
事
、
開
山
よ
り
十
一
代
顕
如
上
人
の
代
ま
て
更
に
其
例
な
き
事
候
、
然
間
顕
如
上
人
文
禄
元
年
往
生
よ
り
後
、
し
は
ら
く
世
間

の
書
状
の
取
か
わ
し
に
も
信
浄
院
と
か
信
門
跡
と
了
然
申
候
へ
、
然
る
を
末
寺
と
し
て
い
つ
と
な
く
枝
方
の
門
下
に
対
し
本
寺
の
名
を

よ
は
せ
、
そ
れ
よ
り
公
儀
へ
申
擴
め
本
寺
の
名
を
両
寺
に
い
た
さ
れ
候
儀
、
開
山
の
お
き
め
に
そ
む
き
申
さ
れ
候
、
其
上
諸
宗
に
も
末

寺
と
し
て
、
本
寺
の
名
を
付
申
事
、
其
例
有
間
敷
候
、
ほ
し
い
ま
ま
の
ふ
る
ま
ひ
な
け
き
存
候
、
先
年
信
浄
院
仕
置
れ
た
る
り
き
物
に

も
此
方
の
准
如
上
人
を
さ
し
て
本
願
寺
影
堂
留
守
職
と
か
か
れ
候
、
自
判
今
に
此
方
に
所
持
候

　
（
中
略
）

一
、
勿
論
本
寺
の
儀
に
御
座
候
ヘ
ハ
参
内
の
刻
、
い
つ
も
此
方
先
へ
参
来
り
候
、
然
処
ニ
や
や
も
す
れ
ハ
公
儀
御
礼
の
前
後
を
争
ひ
申
さ

れ
候
へ
と
も
、
公
儀
明
白
に
被
仰
付
十
ケ
年
以
前
二
條
於
御
城
諸
礼
次
第
穿
鑿
に
お
よ
ひ
候
、
其
時
此
方
ハ
正
僧
正
、
信
浄
院
ハ
大
僧

正
た
る
故
カ
、
枝
方
よ
り
先
へ
御
礼
可
申
旨
御
理
り
申
さ
れ
候
へ
共
、
本
寺
と
云
家
督
た
る
に
よ
り
て
此
方
先
へ
御
礼
申
上
候
、
東
照

権
現
以
来
も
終
ニ
信
浄
院
先
へ
御
礼
申
さ
れ
候
例
無
之
候

一
、
開
山
以
降
、
代
々
大
谷
本
願
寺
と
申
来
候
、
本
寺
の
し
る
し
に
ハ
古
今
東
山
大
谷
に
開
山
の
旧
跡
此
方
の
領
分
に
て
御
代
々
の
御
朱

印
所
持
候
、
惣
而
開
山
以
来
兄
弟
の
次
第
を
不
論
譲
状
を
以
、
我
宗
の
証
文
証
跡
相
伝
い
た
し
四
百
年
に
お
よ
ひ
相
続
仕
来
候
、
是
本

寺
の
証
跡
歴
々
分
明
に
て
枝
方
末
寺
の
し
る
し
に
ハ
開
山
以
来
相
伝
之
書
物
一
通
も
有
間
敷
候
、
今
迄
ハ
此
御
理
り
口
上
に
て
相
す
み

来
り
候
へ
共
、
度
々
前
後
の
争
ひ
申
さ
れ
候
う
へ
ハ
、
年
月
も
と
を
く
す
き
さ
り
事
な
り
し
時
ハ
若
公
儀
に
ハ
何
れ
を
本
寺
と
も
い
つ

れ
を
末
寺
と
も
御
存
知
な
き
や
う
に
か
罷
成
り
候
、
な
け
か
し
く
存
□
を
か
へ
り
み
す
開
山
以
来
、
本
寺
相
承
之
次
第
を
書
付
候
ハ
、

此
趣
被
達
叡
聞
者
尤
可
為
本
意
也

　

本
史
料
の
箇
条
書
き
の
第
一
条
目
に
は
、
親
鸞
以
降
の
相
続
が
「
家
督
の
人
」
を
本
寺
と
し
て
、
兄
弟
に
お
い
て
も
混
乱
な
く
順
調
に
相

続
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を
述
べ
た
上
で
、
教
如
と
准
如
に
よ
っ
て
、
本
願
寺
が
分
立
し
て
以
降
、
教
如
が
「
信
浄
院
」「
信
門
跡
」
と

称
し
、「
本
寺
」
と
し
て
社
会
的
に
活
動
し
て
い
る
様
子
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。「
門
跡
」
お
よ
び
「
本
寺
」
と
し
て
、
公
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儀
に
も
「
申
擴
め
」
て
い
る
こ
と
を
親
鸞
の
教
え
に
背
く
行
為
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
本
願
寺
に
は
「
本
願
寺
影
堂
留
守
職
」
と

記
さ
れ
た
譲
状
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
本
条
で
は
、
西
本
願
寺
が
「
本
寺
」
で
あ
る
と
す
る
強
い
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
条
に
お
い
て
は
参
内
順
序
に
つ
い
て
直
接
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
四
三
）、
徳
川
家
光
へ
の
対
面
に
お
い
て
は
、

東
本
願
寺
よ
り
先
に
対
面
が
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、「
本
寺
と
云
家
督
た
る
に
よ
り
て
」
西
本
願
寺
の
先
の
対
面
が
沙
汰
さ
れ
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
面
順
は
、
家
康
以
降
、
常
に
西
本
願
寺
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
条
に
お
い
て
は
、
東

本
願
寺
に
は
開
山
以
来
の
相
伝
の
書
物
が
一
通
も
な
い
こ
と
を
申
し
述
べ
、「
今
迄
ハ
此
御
理
り
口
上
に
て
相
す
み
来
り
候
へ
共
、
度
々
前

後
の
争
ひ
申
さ
れ
候
う
へ
ハ
、
年
月
も
と
を
く
す
き
さ
り
事
な
り
し
時
ハ
若
公
儀
に
ハ
何
れ
を
本
寺
と
も
い
つ
れ
を
末
寺
と
も
御
存
知
な
き

や
う
に
か
罷
成
り
候
」
と
し
て
、
現
段
階
は
口
上
に
て
落
着
し
て
い
る
状
況
で
は
な
く
、
公
儀
の
認
識
と
し
て
も
「
何
れ
を
本
寺
と
も
い
つ

れ
を
末
寺
と
も
御
存
知
な
き
や
う
に
」
な
っ
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
本
書
状
で
は
、
西
本
願
寺
が
「
本
寺
」
で
あ
る
と
い
う
「
本
寺
相
承
之
次
第
」
を
強
く
訴
え
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本

史
料
の
内
容
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
時
点
で
、
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
本
願
寺
教
団
の
承
認
が
流
動
的
で
あ
り
、
東
本
願
寺
を

門
跡
と
し
て
認
知
し
て
い
く
一
方
、
西
本
願
寺
と
の
深
い
軋
轢
が
起
こ
っ
て
い
る
状
況
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、（
三
）
の
東
本
願
寺
に
傾
斜
し
た
裁
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）、
当
時
、
霊
元
上
皇
の
側
近
で
あ
り
、
朝

廷
主
勢
力
で
あ
っ
た
花
山
院
定
誠
は
本
一
件
に
対
し
て
、「
延
宝
九
年
鷹
司
前
関
白
殿
江
花
山
院
殿
内
証
被
申
者
、
始
一
両
年
者
裏
方
よ
り

先
ニ
参
内
、
其
後
者
隔
年
前
後
ニ
朝
拝
候
、
登
無
左
候
ハ
ヽ
六
、七
年
も
又
者
十
年
迄
者
裏
方
よ
り
先
ニ
参
内
、
其
後
隔
年
ニ
有
之
候
者
明

春
よ
り
願
可
相
調
旨
御
沙
汰
之
由
也
�

」
と
い
う
態
度
を
と
る
。
一
両
年
中
は
東
本
願
寺
よ
り
先
に
参
内
さ
せ
、
そ
の
後
は
隔
年
ご
と
に
入

れ
替
え
る
と
の
指
示
内
容
で
あ
る
。
西
本
願
寺
が
同
意
し
な
い
場
合
は
、
十
年
ま
で
は
東
本
願
寺
を
先
に
参
内
さ
せ
る
と
い
う
強
い
意
思
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
沙
汰
の
一
年
前
の
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
三
日
に
は
、
西
本
願
寺
は
武
家
伝
奏
の
花
山
院
定
誠

と
今
出
川
経
季
、
関
白
鷹
司
房
輔
、
京
都
所
司
代
戸
田
忠
昌
に
積
極
的
に
働
き
か
け
を
行
う
が
、「
追
而
可
得
御
意
候
」「
口
上
覚
書
も
御
留

置
候
」
と
、
西
本
願
寺
を
等
閑
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
�

。
西
本
願
寺
は
、
公
儀
に
よ
っ
て
本
願
寺
を
相
承
す
る
「
本
寺
」
と
し
て
の
地
位
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を
東
本
願
寺
に
奪
わ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
沙
汰
か
ら
九
年
後
の
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
十
月
十
一
日
に
は
、
年
始
の
参
内
が
滞
っ
て
か
ら
約
五
十
年
後
に
、
本
門

寂
如
と
新
門
住
如
の
は
じ
め
て
の
参
内
が
執
り
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
際
、
霊
元
上
皇
は
寂
如
と
住
如
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
東
西
本
願
寺

の
参
内
時
に
四
足
門
透
垣
内
に
て
下
乗
し
て
い
た
先
例
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
退
出
時
に
は
四
足
門
透
垣
外
で
乗
輿
す
る
よ
う
仰
せ
渡
し

を
行
っ
た
。
こ
の
仰
せ
渡
し
は
翌
年
五
月
に
解
決
す
る
ま
で
、
朝
廷
内
人
間
関
係
を
巻
き
込
み
な
が
ら
大
き
く
紛
糾
す
る
こ
と
と
な
る
�

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
た
と
き
、
東
西
本
願
寺
の
分
立
に
よ
っ
て
、
両
本
願
寺
が
「
自
己
の
正
当
化
」
を
計
る
た
め
、
近
世
に
お
け
る

門
跡
の
制
度
化
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
節
に
て
検
討
し
て
き
た
綱
吉
代
替
に
お
け
る
御
祝
儀

献
上
に
並
々
な
ら
ぬ
拘
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
誓
詞
提
出
や
江
戸
参
向
に
お
い
て
、
西
本
願
寺
が
京
都
所
司
代
と
緊
密
に
連
絡
を

取
り
な
が
ら
慎
重
に
進
め
て
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
そ
の
競
合
の
対
象
と
し
て
東
本
願
寺
が
存
在
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
延
宝
誓
詞
」

の
提
出
が
一
方
的
な
上
か
ら
の
幕
藩
制
国
家
の
宗
教
統
制
で
は
な
く
、
下
か
ら
の
両
本
願
寺
に
よ
る
形
成
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
東
西
本
願
寺
の
確
執
と
競
合
、
組
織
的
強
化
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
を

深
め
て
い
く
と
、
青
木
氏
の
代
替
誓
詞
が
東
西
本
願
寺
教
団
に
限
ら
れ
た
と
い
う
注
目
さ
れ
る
見
解
が
、
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

三
、
西
本
願
寺
末
寺
の
「
天
保
誓
詞
」
提
出
の
一
様
相

　

前
章
ま
で
に
お
い
て
、
西
本
願
寺
の
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
の
状
況
と
動
向
を
考
察
し
、「
延
宝
誓
詞
」
提
出
が
東
西
本
願
寺
の
確
執
と
両

本
願
寺
の
社
会
的
認
知
と
組
織
的
強
化
と
い
う
意
図
を
背
景
に
、
在
地
側
か
ら
の
要
請
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
章

で
は
、
西
本
願
寺
末
寺
に
お
け
る
「
天
保
誓
詞
」
提
出
の
一
様
相
を
示
し
、
誓
詞
が
「
上
か
ら
の
統
制
」
と
「
下
か
ら
の
形
成
」
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
た
一
事
例
を
示
し
た
い
。
本
事
例
は
誓
詞
提
出
が
儀
礼
化
・
慣
例
化
さ
れ
た
段
階
の
事
例
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
地
域
に
お
け

る
一
事
例
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
慎
重
に
考
察
す
る
も
の
と
す
る
。
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西
本
願
寺
末
寺
の
誓
詞
提
出
は
、
国
ご
と
に
、
本
末
関
係
に
よ
っ
て
、
本
寺
よ
り
末
寺
へ
と
上
寺
か
ら
の
指
示
で
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
諸
事
心
得
之
記
�

」
に
よ
る
と
、「
御
末
寺
江
誓
詞
被
仰
付
候
御
連
署
左
之
通
」「
山

城
国
中
御
触
左
之
通
」
と
い
う
項
目
が
見
ら
れ
、
本
末
関
係
を
通
し
て
、
国
ご
と
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
第

十
四
代
家
茂
代
替
に
お
い
て
、
播
磨
国
内
の
金
福
寺
末
寺
に
は
、
翌
年
に
上
寺
で
あ
る
金
福
寺
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
廻
文
が
流
さ
れ

て
い
る
�

。

　

今
般
就
御
公
儀
御
代
替
ニ
付
去
ル
嘉
永
六
寅
年
之
通
誓
詞
可
差
上
条
被
仰
出
候
間
来
ル
四
月
朔
日
ヨ
リ
四
月
限
ニ
不
残
上
京
可
被
申
候
、

尤
留
主
居
無
僧
ニ
至
迄
上
京
可
有
之
候
、
今
度
之
儀
者
格
別
之
以
御
慈
悲
不
日
ニ
御
用
相
済
ニ
取
斗
茂
被
為
在
候
間
得
其
意
急
々
上
京

可
被
致
候
、
委
細
者
別
書
ニ
調
メ
申
渡
候
間
可
得
其
意
候
、
以
上

　
　

未
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京　

西
六
条　

金
福
寺

　　

本
史
料
よ
り
、
金
福
寺
末
寺
に
誓
詞
提
出
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
後
略
部
分
に
は
す
で
に
安
達
氏
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
�

、「
木
仏
寺
号
御
礼
」「
寺
内
人
別
書
」「
門
徒
家
内
書
」「
自
剃
刀
住
寺
看
住
者
御
元
書
」
な
ど
の
書
類
を
持
参
し
、
本
寺
の
確

認
を
受
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
負
担
す
る
費
用
も
明
確
に
指
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
誓
詞
御
礼
や
三
季
冥
加
の
上
納
金
額
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
青
木
氏
に
よ
る
と
東
本
願
寺
派
の
場
合
、
時
期
は
不
詳
で
あ
る
が
、
三
等
衆
は
金
百
疋
、
飛
檐
は
金
二
両
、
平
僧
は
銀

五
匁
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
天
保
代
替
に
お
け
る
三
季
の
御
礼
は
東
派
で
は
、
一
家
衆
は
銀
二
両
宛
年
に
三
度
、
飛
檐
衆
は
銀
一
両
宛
、

平
僧
衆
は
銀
二
匁
宛
で
あ
っ
た
と
い
う
�

。
金
福
寺
末
寺
に
は
、「
自
庵
自
剃
刀
住
持
願
立
入
用
銀　

弐
百
六
拾
匁
五
歩
」「
看
住
前
同
行
入

用
銀　

七
拾
九
匁
」
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
部
落
寺
院
に
お
い
て
も
、
自
庵
と
看
坊
と
の
差
異
を
設
け
な
が
ら
、
誓
詞
御
礼
の
金
額
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
誓
詞
提
出
へ
の
入
用
金
は
、
惣
門
徒
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
負
担
を
強
い
ら

れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
路
銀
や
宿
泊
費
な
ど
を
含
め
る
と
、
さ
ら
に
負
担
は
大
き
か
っ
た
。
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こ
う
し
た
史
料
か
ら
、
本
寺
か
ら
の
統
制
が
儀
礼
化
・
慣
例
化
さ
れ
て
お
り
、
本
寺
か
ら
の
制
度
的
側
面
が
強
か
っ
た
こ
と
が
明
確
で
あ

る
が
、
本
山
で
あ
る
本
願
寺
の
誓
詞
提
出
が
東
西
本
願
寺
の
確
執
と
両
本
願
寺
の
社
会
的
認
知
と
組
織
的
強
化
と
い
う
意
図
を
背
景
に
有
し

て
い
た
よ
う
に
、
末
寺
に
お
い
て
も
、
上
か
ら
の
一
方
的
な
統
制
が
全
末
寺
血
誓
提
出
を
成
功
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
在
地

の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、「
天
保
誓
詞
」
提
出
の
際
に
、
氷
上
郡
金
福
寺
末
法
中
の
八
カ
寺
が
本
寺
へ
の
誓
詞
で
は

な
く
、
法
中
内
に
お
け
る
独
自
の
誓
詞
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
�

。

　
　
　
　
　
　

誓
詞
規
定

一
、
今
般
御
公
儀
御
代
替
ニ
付
、
誓
詞
被
仰
付
奉
敬
承
候
、
就
中
、
此
度
厚
御
教
諭
奉
蒙
難
有
奉
恐
承
候
、
依
之
各
寺
心
得
方
簾
々
左

之
通
従

一
、
御
本
山
被
仰
出
候
御
下
知
、
謹
而
可
奉
敬
、
勿
論
従
前
々
被
仰
出
御
法
度
之
趣
弥
堅
相
守
門
徒
教
導
無
懈
怠
出
精
可
仕
事

一
、
御
本
山
三
季
上
納
之
儀
年
々
無
懈
怠
相
勤
可
申
儀
者
勿
論
中
山
上
寺
之
届
無
相
違
可
致
事

一
、
御
本
山
御
使
僧
、
弥
大
切
ニ
崇
敬
可
仕
事
、
附
り
、
中
山
并
ニ
銘
々
差
支
之
節
代
僧
差
向
有
之
候
共
、
不
如
法
之
儀
無
之
様
相
用

可
申
事

一
、
僧
分
者
不
及
申
門
徒
中
ニ
至
迄
中
山
軽
存
間
鋪
事

一
、
銘
々
寺
壇
不
和
合
之
節
相
速
遂
吟
味
難
為
住
職
非
分
之
輩
者
、
其
旨
中
山
江
訴
曲
事
可
被
申
附
事

一
、
葬
式
仏
事
無
懈
怠
可
相
勤
事

一
、
門
徒
布
施
物
不
冥
加
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
相
速
ニ
教
示
可
致
事

　

附
人
僧
分
同
行
宜
か
ら
す
し
て
、
み
だ
り
に
信
施
越
費
候
ハ
ヽ
仏
祖
之
冥
罰
可
蒙
事
、
門
徒
中
に
お
い
て
も
不
施
不
信
之
輩
者
可
為

同
断
事

一
、
於
門
徒
中
勝
手
に
葬
式
取
行
ひ
候
者
も
間
々
有
之
由
惣
而
寺
法
制
禁
ニ
候
間
、
右
等
之
輩
者
已
来
宗
判
相
除
可
申
事
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一
、
博
奕
懸
之
諸
勝
負
者
、
御
公
儀
御
法
度
之
事
ニ
候
得
者
、
弥
堅
相
守
可
申
儀
勿
論
門
徒
入
魂
之
仁
ニ
被
勤
候
共
、
不
実
之
行
ひ
致

間
鋪
事

一
、
毎
月
両
親
命
日
等
堅
固
ニ
可
相
勤
可
申
事

一
、
他
国
之
僧
入
込
候
節
者
、
早
速
手
次
寺
江
相
届
、
其
差
図
ヲ
請
可
申
事

　

右
之
条
々
堅
相
守
可
申
候
、
若
一
ケ
条
ニ
而
茂
背
相
用
不
申
輩
者
、
現
世
者
法
中
附
合
被
相
除
忽
洩
如
来
之
本
願
蒙
祖
師
冥
罰
永
可

堕
地
獄
者
也
、
仍
而
誓
詞
規
定
如
件

　　

第
一
条
は
序
条
で
あ
り
、
第
二
〜
四
条
ま
で
は
本
山
へ
の
誓
詞
的
内
容
、
第
五
〜
六
条
は
「
中
山
」
で
あ
る
金
福
寺
へ
の
忠
誠
を
誓
う
内

容
で
あ
る
。
第
七
〜
十
二
条
は
寺
院
、
あ
る
い
は
、
門
徒
が
寺
法
を
遵
守
す
べ
き
在
地
の
誓
約
内
容
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

条
々
を
遵
守
し
な
い
場
合
は
、
法
中
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
強
い
姿
勢
を
述
べ
て
い
る
。
法
中
で
の
こ
う
し
た
独
自
の
誓
詞
は
在
地
に
お
け

る
秩
序
維
持
へ
の
要
請
か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
以
下
の
事
実
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
誓
詞
提
出
か
ら
二
年
後
の
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）、
寺
法
に
背
く
寺
院
を
法
中
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
儀
定
書
が
出
さ
れ
た
。
儀

定
書
に
は
「
先
年
従
御
本
寺
血
誓
被
仰
出
候
趣
ニ
付
以
来
互
ニ
御
寺
法
之
趣
太
切
ニ
相
守
候
処
、
今
度
西
中
村
正
福
寺
海
了
子
死
去
之
節
坂

本
村
仏
照
寺
是
越
取
置
致
し
、
依
之
七
日
市
村
照
蓮
寺
ヨ
リ
銘
々
中
ヘ
打
出
候
故
一
統
令
儀
定
�

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
葬
式
へ
の
取
り
決

め
に
背
く
寺
院
に
対
し
て
、
そ
の
寺
院
を
法
中
か
ら
除
外
す
る
旨
の
儀
定
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
中
で
の
秩
序
維
持
へ
の
要
求
か
ら
、
代
替
誓
詞
提
出
を
機
会
と
し
て
、
法
中
で
の
独
自
の
誓
詞
規
定
が
策
定
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
誓
詞
提
出
自
体
は
本
山
で
あ
る
両
本
願
寺
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
を
見
る
と
、
在

地
の
状
況
に
応
じ
て
、
制
度
の
維
持
や
利
用
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
本
願
寺
と
公
儀
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
本
寺
で
あ
る
本
願
寺
と

末
寺
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、「
上
か
ら
の
統
制
」
と
「
下
か
ら
の
形
成
」
が
相
互
規
定
的
に
、
双
務
的
に
進
行
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、「
延
宝
誓
詞
」
を
中
心
に
将
軍
代
替
に
お
け
る
東
西
本
願
寺
誓
詞
の
分
析
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
諸
点
を
ま
と
め
て
お
く
。

　
（
一
）
両
本
願
寺
に
よ
る
第
一
回
目
の
誓
詞
（「
慶
安
誓
詞
」）、
お
よ
び
、
第
二
回
目
の
誓
詞
（「
延
宝
誓
詞
」）
の
提
出
は
、
後
光
明
天
皇

即
位
に
際
し
て
、
東
西
本
願
寺
の
参
内
順
を
め
ぐ
る
一
件
（「
東
西
本
願
寺
参
内
一
件
」）
の
最
中
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
本
徳
寺
は

末
寺
を
誘
引
し
、
組
織
的
安
定
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。「
延
宝
誓
詞
」
提
出
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
両
本
願
寺
の

葛
藤
が
あ
っ
た
。

（
二
）
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
、
綱
吉
代
替
に
あ
た
っ
て
、
西
本
願
寺
寂
如
は
祝
儀
の
た
め
の
江
戸
参
向
を
京
都
所
司
代
戸
田
忠
昌

に
働
き
か
け
る
。
し
か
し
、
西
本
願
寺
側
は
参
向
延
引
が
申
し
付
け
ら
れ
、
そ
の
後
も
忠
昌
と
の
交
渉
を
継
続
し
て
行
う
。

（
三
）
綱
吉
代
替
の
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
は
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
七
月
に
、
東
本
願
寺
常
如
か
ら
京
都
所
司
代
戸
田
忠
昌
に
誓
詞
提

出
の
願
い
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
る
。
そ
の
後
、
忠
昌
の
使
者
で
あ
る
酒
井
周
安
よ
り
西
本
願
寺
に
誓
詞
提
出
の
意
向
伺
い

が
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
寂
如
は
誓
詞
提
出
の
意
向
が
あ
る
こ
と
、
忠
昌
に
一
任
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。

（
四
）
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
七
月
十
一
日
、
寂
如
と
忠
昌
は
直
接
会
談
し
、「
慶
安
誓
詞
」
で
は
興
正
寺
や
良
如
の
「
令
弟
」
と
と
も

に
誓
詞
提
出
し
た
こ
と
、
将
軍
宣
下
が
終
わ
っ
て
い
な
い
間
は
遠
慮
し
て
い
た
状
況
を
伝
え
、
誓
詞
提
出
を
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
理
解
を
求
め
た
。
西
本
願
寺
は
東
本
願
寺
に
追
随
す
る
形
で
、「
延
宝
誓
詞
」
の
申
請
を
行
っ
た
。

（
五
）
以
上
か
ら
、「
延
宝
誓
詞
」
提
出
時
点
に
お
い
て
継
続
的
で
強
固
な
制
度
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
両
本
願
寺
へ
の
誓
詞
提

出
指
示
が
継
続
し
一
貫
し
た
幕
府
の
体
系
的
な
宗
教
統
制
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
六
）「
天
保
誓
詞
」
に
お
け
る
氷
上
郡
金
福
寺
末
法
中
に
よ
る
独
自
の
誓
詞
規
定
を
通
し
て
、
法
中
で
の
秩
序
維
持
へ
の
要
求
か
ら
代
替

誓
詞
を
機
会
と
し
て
独
自
の
誓
詞
規
定
が
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
在
地
の
状
況
に
応
じ
て
制
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度
の
維
持
や
利
用
が
行
わ
れ
た
。

　　

こ
の
よ
う
に
、「
延
宝
誓
詞
」
提
出
時
の
西
本
願
寺
の
動
向
、
お
よ
び
、「
慶
安
誓
詞
」
並
び
に
「
延
宝
誓
詞
」
提
出
の
背
景
と
両
本
願
寺

の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
誓
詞
提
出
は
東
西
本
願
寺
の
確
執
と
両
本
願
寺
の
社
会
的
認
知
と
組
織
的
強
化
を
意
図
し
た
在
地
側
の

要
請
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
加
え
て
、
西
本
願
寺
末
寺
で
あ
る
氷
上
郡
金
福
寺
末
の
法
中
の
事
例
を
も
と
に
、
末
寺
の

誓
詞
提
出
の
段
階
に
お
い
て
も
、
在
地
側
の
秩
序
化
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
誓
詞
提
出
は
「
上
か
ら
の
統
制
」

と
「
下
か
ら
の
形
成
」
の
相
互
規
定
的
・
双
務
的
関
係
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
青
木
氏
が
仮
説
的
で
は
あ
る
が
主
張
し
て
い
る
誓
詞
提
出

が
東
西
本
願
寺
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
充
分
に
射
程
内
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
敷
衍
し
て
お
く
。

　

第
一
に
、
本
願
寺
内
の
誓
詞
関
係
史
料
の
分
析
を
通
し
て
、
さ
ら
に
各
代
替
に
お
け
る
誓
詞
提
出
状
況
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
必
要
性

に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
寺
に
は
各
代
替
時
に
お
け
る
各
地
か
ら
の
血
誓
、
諸
記
録
が
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
本
寺
の
史

料
を
検
討
し
、
さ
ら
に
誓
詞
提
出
の
状
況
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

第
二
に
、
両
本
願
寺
末
寺
の
誓
詞
提
出
の
様
相
を
、「
上
か
ら
の
統
制
」
と
「
下
か
ら
の
形
成
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
事
例
を
さ

ら
に
集
め
、
検
証
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
事
例
が
単
な
る
一
事
例
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
多
様
な
地
域
で
み
ら
れ
る
事

例
な
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
安
達
氏
に
よ
る
と
、
氷
上
郡
金
福
寺
末
法
中
の
独
自
の
誓
詞
規
定
は
同
郡
本
照
寺
末
正
覚
寺
文
書
に
も

同
様
の
性
格
の
史
料
が
見
ら
れ
る
と
い
う
�

。
在
地
側
の
多
様
な
状
況
が
自
主
的
な
誓
詞
提
出
を
行
っ
た
事
例
を
さ
ら
に
検
証
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
朝
尾
直
弘
氏
が
身
分
制
論
に
お
い
て
、「
地
縁
的
・
職
業
的
身
分
共
同
体
」
と
い
う
概
念
で
指
摘
さ
れ
た
研

究
視
角
�

と
関
連
さ
せ
、
さ
ら
に
精
緻
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

第
三
に
、
東
西
本
願
寺
の
分
立
と
門
跡
の
近
世
化
に
よ
る
両
本
願
寺
の
身
分
的
地
位
確
保
を
、
幕
府
権
力
と
朝
廷
権
威
の
双
方
の
分
析
を

通
し
て
総
体
的
に
捉
え
る
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
本
願
寺
は
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）、
顕
如
の
門
跡
補
任
に
よ
っ
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て
国
家
的
認
知
と
そ
の
特
権
を
得
る
。
門
跡
の
新
参
者
で
あ
る
両
本
願
寺
は
、
門
跡
機
能
の
近
世
化
に
よ
っ
て
身
分
的
地
位
の
確
保
に
、
よ

り
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
に
よ
る
と
「
摂
家
門
跡
、
親
王
門
跡
之
外
之
門
跡
者
、
可
為
准
門
跡
事
」
と

あ
り
、
規
定
上
は
本
願
寺
門
跡
は
「
准
門
跡
」
で
あ
る
が
�

、
摂
家
門
跡
・
宮
門
跡
を
意
識
し
た
身
分
的
地
位
の
確
保
の
た
め
に
、
幕
藩
制

国
家
の
確
立
期
か
ら
安
定
期
、
特
に
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
（
一
六
二
四
〜
一
七
〇
三
）
に
か
け
て
、
献
身
的
に
朝
廷
権
威
へ
の
接
近
を
図
る
�

。

こ
う
し
た
朝
廷
権
威
へ
の
接
近
と
、
国
家
安
全
祭
祀
な
ど
の
朝
廷
機
能
を
自
己
内
に
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
実
質
的
に
権
力
を
有
し
た
幕

府
へ
の
接
近
の
双
方
を
、
総
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
東
西
本
願
寺
分
立
後
の
両
本
願
寺
の
身
分
的
地
位
確
保
へ
の
葛
藤
が
見
え
て
こ
よ

う
。註⑴　

第
一
回
目
の
誓
詞
で
あ
る
四
代
家
綱
誓
詞
の
第
一
条
で
は
「
東
照
権
現
様
、
台
徳
院
様
、
大
猷
様
」
と
三
代
を
列
記
し
て
い
た
が
、
第
二
回
目
以
降

で
は
「
御
当
家
御
代
々
」
と
し
て
い
た
（
青
木
忠
夫
『
本
願
寺
教
団
の
展
開
‐
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
‐
』〈
法
藏
館
、
二
〇
〇
三
年
〉
二
五
一
頁
）。

⑵　

赤
松
俊
秀
・
笠
松
一
男
編
『
真
宗
史
概
説
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
三
年
）
三
三
二
頁
。

⑶　

安
達
五
男
『
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』（
明
石
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
二
四
二
〜
二
四
八
頁
。

⑷　

拙
稿
「
播
磨
国
部
落
寺
院
の
『
講
』
の
自
律
性
‐
本
末
・
触
頭
制
度
と
の
関
係
を
中
心
に
‐
」（『
人
権
教
育
研
究
』
第
一
巻
〈
日
本
人
権
教
育
研
究

学
会
、
二
〇
〇
一
年
〉
三
七
〜
三
八
頁
）。
の
ち
に
、
同
『
浄
土
真
宗
と
部
落
寺
院
の
展
開
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
。

⑸　

青
木
前
掲
書
、
二
三
九
〜
二
七
八
頁
。

⑹　

桃
園
恵
真
氏
は
、
薩
摩
国
に
お
け
る
真
宗
禁
制
の
諸
説
を
整
理
・
批
判
し
、
島
津
家
十
五
代
貴
久
の
実
父
で
あ
る
忠
良
に
よ
る
政
治
的
・
政
策
的
な

意
図
に
よ
る
も
の
と
考
察
し
て
い
る
（
桃
園
恵
真
『
薩
摩
真
宗
禁
制
史
の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
〉
一
二
〜
三
九
頁
）。

⑺　

こ
の
研
究
視
角
は
近
年
の
拙
稿
の
論
点
に
通
底
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
①
「
近
世
西
本
願
寺
末
正
光
寺
の
『
貴
族
化
』
と
朝
廷
権
威
」（『
法

政
論
叢
』
第
四
七
巻
第
一
号
〈
日
本
法
政
学
会
、二
〇
一
〇
年
〉）、同
②
「
元
禄
期
に
お
け
る
准
門
跡
西
本
願
寺
の
朝
廷
権
威
の
獲
得
‐
元
禄
三
年
『
西

本
願
寺
下
乗
一
件
』
を
中
心
と
し
て
‐
」（『
政
治
経
済
史
学
』
第
五
四
一
号
〈
政
治
経
済
史
学
会
、
二
〇
一
一
年
〉）、
同
③
「
元
禄
三
年
『
西
本
願
寺

下
乗
一
件
』
の
要
因
と
背
景
」（『
憲
法
論
叢
』
第
一
八
号
〈
関
西
憲
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
〉）、
同
④
「
近
世
西
本
願
寺
門
跡
の
地
位
獲
得
と
葛
藤
」
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（『
日
本
歴
史
』
第
七
七
一
号
〈
日
本
歴
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
〉）
な
ど
。

⑻　

青
木
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

⑼　

本
来
な
ら
ば
、
西
本
願
寺
（
本
願
寺
史
料
研
究
所
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
慶
安
誓
詞
」
関
係
の
史
料
を
閲
覧
し
た
上
で
考
察
を
進
め
る
べ
き
で
あ

る
が
、
残
念
な
が
ら
「
代
替
誓
詞
」
関
係
史
料
の
閲
覧
許
可
を
頂
戴
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
限
ら
れ
た
史
料
の
中
か
ら
、
推
察
し
て
い
く

研
究
手
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

⑽　

本
史
料
群
は
、
①
「
寛
永
年
中
御
参
内
一
件
」、
②
「
延
宝
八
年
御
参
内
之
儀
西
東
争
論
之
儀
ニ
付
書
附
」、
③
「
延
宝
年
中
御
参
内
一
件
」、
④
「
元

禄
十
年
於
関
東
公
儀
被
仰
立
年
始
御
参
内
一
件
」、
⑤
「
従
貞
享
元
年
到
享
保
六
年
御
参
内
一
件
書
類
」、
⑥
「
延
享
年
中
御
参
内
一
件
」
と
表
記
さ
れ

た
史
料
群
六
件
と
表
書
き
の
な
い
史
料
群
一
点
の
計
七
件
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
史
料
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
包
み
に
記
さ
れ
た
表
記

名
を
併
記
す
る
。

⑾　

本
願
寺
史
料
研
究
所
所
蔵
史
料
。
本
史
料
の
他
に
「
長
御
殿
日
次
」「
長
御
殿
日
次
之
記
」
と
呼
ば
れ
る
「
日
次
記
」
も
存
在
す
る
。

⑿　
「
是
ハ
公
方
様
御
他
界
ニ
付
」
と
の
記
事
が
み
え
る
。

⒀　
「
日
次
記
」
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
十
三
日
条
。

⒁　

同
右
。

⒂　

同
右
。

⒃　
「
覚
書
」（「
延
宝
八
申
年
御
参
内
之
儀
西
東
争
論
之
儀
ニ
付
書
附
」
西
本
願
寺
文
書
）
七
月
二
日
条
。

⒄　

同
右
。

⒅　

同
右
。

⒆　

同
右
。

⒇　

酒
井
周
安
の
詳
細
は
「
覚
書
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
京
都
所
司
代
に
て
任
を
有
す
る
一
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�　
「
覚
書
」（「
延
宝
八
申
年
御
参
内
之
儀
西
東
争
論
之
儀
ニ
付
書
附
」
西
本
願
寺
文
書
）
七
月
十
日
条
。

�　

同
右
。

�　

蓮
如
の
「
抑
当
寺
之
事
は
忝
も
亀
山
院
・
伏
見
院
両
御
代
よ
り
勅
願
所
之
宣
を
か
う
ぶ
り
て
異
于
他
在
所
な
り
」（
帖
外
五
十
九
）
の
言
葉
に
起
因

す
る
も
の
と
推
察
で
き
る
が
、
勅
願
寺
と
し
て
の
初
見
史
料
は
宗
外
文
書
に
本
願
寺
の
文
言
が
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
兵
部
卿
宮
令
旨
、
つ
ま
り
、
元
弘

二
年
（
一
三
三
二
）
に
お
け
る
本
願
寺
な
ら
び
に
久
遠
寺
を
祈
祷
所
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
護
良
親
王
の
令
旨
と
な
る
。
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�　

亀
山
本
徳
寺
貞
照
院
（
良
如
息
女
）
が
亀
山
本
徳
寺
配
下
の
寺
院
五
十
余
坊
を
従
え
、
東
本
願
寺
派
に
転
じ
て
船
場
本
徳
寺
に
所
属
し
た
事
件
。
詳

し
く
は
『
播
州
真
宗
年
表
』（
真
宗
文
化
研
究
会
、
一
九
九
八
年
）
七
一
頁
。

�　
「
覚
書
」（「
延
宝
八
申
年
御
参
内
之
儀
西
東
争
論
之
儀
ニ
付
書
附
」
西
本
願
寺
文
書
）
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
七
月
十
九
日
条
に
「
此
度
ニ
不
限
、

裏
方
よ
り
ハ
御
届
も
無
之
、
ケ
様
ニ
御
使
罷
下
候
事
有
之
様
ニ
存
候
、
此
方
ニ
ハ
周
安
被
存
候
通
、
度
々
ニ
越
前
守
殿
ヘ
被
仰
達
御
指
図
之
上
被
遣
候
」

と
の
記
事
が
あ
る
。

�　

同
右
、「
御
門
跡
様
御
不
審
思
召
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

�　
「
日
次
記
」
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
閏
八
月
十
四
日
条
に
、「
今
度
将
軍
宣
下
為
御
祝
義
江
□
□
御
使
者
下
間
少
進
御
下
被
成
候
処
ニ
、
去
八
月

二
十
三
日
首
尾
能
御
祝
義
献
上
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

�　
『
本
願
寺
年
表
』
一
四
二
頁
。

�　
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
、
一
〜
一
一
頁
。
小
泉
義
博
『
本
願
寺
教
如
の
研
究
』
上
・
下
（
法
藏
館
、
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。

�　
「
大
谷
本
願
寺
通
紀
」
巻
三
、
良
如
条
。

�　

近
世
国
家
権
力
と
宗
教
の
問
題
の
研
究
は
、
高
埜
利
彦
氏
の
研
究
を
起
点
と
し
て
、
近
年
、
活
発
化
し
て
い
る
。
高
埜
利
彦
『
近
世
日
本
の
国
家
権

力
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）。
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
編
集
し
た
も
の
と
し
て
、
井
上
智
勝
・
高
埜
利
彦
編
『
近
世
の
宗
教
と

社
会
（
二
）
国
家
権
力
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

�　

杣
田
善
雄
「
近
世
前
期
の
寺
社
行
政
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
三
、一
九
八
一
年
）、
の
ち
に
、
同
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
三
年
）
所
収
。

�　

本
願
寺
へ
の
法
度
は
出
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、東
西
本
願
寺
の
分
立
に
よ
っ
て
末
寺
の
状
況
を
把
握
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や（
青

木
前
掲
書
、
二
五
〇
頁
）、
家
康
が
岡
崎
城
時
代
に
苦
し
め
ら
れ
た
経
緯
か
ら
本
願
寺
へ
の
法
度
提
出
に
慎
重
に
な
っ
た
（
圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の

宗
教
統
制
』〈
評
論
社
、
一
九
七
一
年
〉
二
〇
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る

�　

杣
田
善
雄
「
門
跡
の
身
分
」（
堀
新
・
深
谷
克
己
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
：
権
威
と
上
昇
願
望
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
〉）
に
詳
し
い
。

�　

高
埜
利
彦
①
「
幕
藩
制
国
家
安
定
期
」（
宮
地
正
人
・
佐
藤
信
・
五
味
文
彦
・
高
埜
利
彦
編
『
新
体
系
日
本
史
Ⅰ
国
家
史
』〈
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
〉）、
同
②
「
近
世
門
跡
の
格
式
」（
井
上
智
勝
・
高
埜
利
彦
編
『
近
世
の
宗
教
と
社
会
（
二
）
国
家
権
力
と
宗
教
』〈
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
年
〉）
に
詳
し
い
。

�　

前
掲
④
拙
稿
、
高
山
嘉
明
「
東
西
本
願
寺
の
『
先
進
』
相
論
‐
そ
の
裁
定
か
ら
み
る
公
儀
の
特
質
‐
」（『
国
史
学
研
究
』
三
四
〈
龍
谷
大
学
国
史
学
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研
究
会
、
二
〇
一
一
年
〉）。

�　
「
武
家
伝
奏
江
良
如
書
付
」（「
寛
永
年
中
御
参
内
一
件
」
西
本
願
寺
文
書
）。

�　
「
公
儀
江
参
内
付
願
書
控
」（「
元
禄
十
年
於
関
東
公
儀
被
仰
立
年
始
御
参
内
一
件
」
西
本
願
寺
文
書
）。

�　

久
保
貴
子
氏
の
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
定
誠
は
小
倉
事
件
の
引
き
金
と
な
っ
た
霊
元
天
皇
の
儲
君
を
め
ぐ
る
五
宮
擁
立
を
積
極
的
に
画

策
し
て
い
る
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
は
「
得
此
時
花
山
院
前
大
納
言
阿
天
気
、
先
以
愛
宕
二
位

女
之
腹
也
定
仁
和
寺
令
入
寺
」（「
基
煕
公
記
」
延
宝
九
年

〈
一
六
八
一
〉
九
月
十
八
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
五
宮
擁
立
の
妨
げ
と
な
る
二
宮
を
仁
和
寺
門
跡
の
附
弟
に
定
め
た
。
定
誠
は
五
宮
の
外
祖
父
松
木

宋
条
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
五
宮
擁
立
に
よ
っ
て
朝
廷
内
の
勢
力
拡
大
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
ま
た
、
小
倉
事
件
の
半
年
後
の
近
衛
基
熙
を
超
越
し
て

の
一
条
兼
輝
の
関
白
就
任
に
お
い
て
は
、朝
廷
内
で
協
議
す
る
こ
と
な
く
、沙
汰
を
直
接
聞
い
た
の
は
花
山
院
定
誠
で
あ
っ
た
と
い
う
（
久
保
貴
子
『
近

世
の
朝
廷
運
営
』〈
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
〉
一
〇
三
〜
一
三
二
頁
）。

�　

久
保
前
掲
書
、
一
三
八
〜
一
四
二
頁
に
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
②
・
③
拙
稿
に
て
論
じ
て
い
る
。

�　

西
本
願
寺
の
末
寺
・
門
徒
か
ら
の
本
尊
・
聖
教
の
下
付
、
官
位
昇
進
な
ど
の
願
書
の
受
理
に
際
し
、
本
山
役
人
の
実
務
担
当
者
の
取
扱
い
心
得
を
集

記
し
た
も
の
。

�　
「
公
儀
代
替
ニ
付
血
誓
廻
文
」（『
仏
教
と
部
落
問
題
関
係
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
史
料
一
一
八
）。
な
お
、
青
木
忠
夫
氏
に
よ
る
と
、
部
落
寺
院
の
誓

詞
提
出
へ
の
参
加
は
宝
暦
代
替
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
播
磨
国
部
落
寺
院
で
あ
る
正
福
寺
が
誓
詞
提
出
を
行
っ
た
と
す
る
史
料
が
残
存
し
て
い
る

（
同
、
史
料
一
〇
九
）。

�　

安
達
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

�　

青
木
前
掲
書
、
二
七
〇
頁
。

�　
『
仏
教
と
部
落
問
題
関
係
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
史
料
一
六
四
。

�　

同
右
、
史
料
一
六
六
。

�　

安
達
前
掲
書
、
二
四
八
頁
。

�　

朝
尾
直
弘
「
近
世
の
身
分
制
と
賤
民
」（『
部
落
問
題
研
究
』
六
八
、一
九
八
一
年
）、
の
ち
に
、
同
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
七
巻
（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
）
に
所
収
。

�　

門
跡
寺
院
は
寺
院
法
度
の
対
象
で
あ
る
が
、
門
跡
自
体
は
出
自
に
お
い
て
禁
中
並
公
家
諸
法
度
の
対
象
で
あ
る
。
本
願
寺
門
跡
の
位
置
づ
け
は
な
お
、

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
高
埜
氏
も
ま
た
、
こ
の
検
討
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
（
前
掲
高
埜
②
論
文
、
二
〇
一
頁
）。
ま
た
、
橋
本
政
宣
氏
は
本
法
度
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の
特
質
や
各
条
文
の
校
定
と
注
解
を
行
い
、
座
次
問
題
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
究
し
て
い
る
。
橋
本
政
宣
「
禁
中
并
公
家
中
諸
法
度
の
性
格
」（『
近
世

公
家
社
会
の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
〉）。

�　

朝
廷
権
威
へ
の
接
近
に
つ
い
て
は
、
前
掲
②
・
③
・
④
拙
稿
に
て
論
じ
て
い
る
。
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第
一
章
　
問
題
の
所
在

　

二
〇
〇
八
年
一
月
二
七
日
の
大
阪
府
知
事
選
挙
で
当
選
し
大
阪
府
知
事
と
な
っ
た
橋
下
徹
氏
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
任
期
三
か
月
を

残
し
て
府
知
事
を
辞
職
し
、任
期
満
了
に
伴
い
大
阪
市
長
選
挙
に
立
候
補
し
た
。同
年
一
一
月
二
七
日
の
大
阪
市
長
選
挙
で
現
職
候
補
を
破
っ

て
当
選
し
、
一
二
月
一
九
日
に
大
阪
市
長
に
就
任
し
た
。
す
で
に
、
橋
下
氏
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
に
地
域
政
党
「
大
阪
維
新
の
会
」
を
設

立
し
そ
の
代
表
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
日
の
大
阪
府
知
事
選
挙
に
は
、「
維
新
の
会
」
幹
事
長
の
松
井
一
郎
氏
が
当
選
し
た
。
府
知

事
時
代
か
ら
強
権
的
な
手
法
に
関
わ
ら
ず
世
論
の
高
い
支
持
を
得
て
い
た
橋
下
氏
は
、
こ
の
二
〇
一
一
年
一
一
月
の
「
大
阪
W
選
挙
」
の
大

勝
や
、「
維
新
の
会
」
の
進
展
を
契
機
と
し
て
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑴

。

　

で
は
、
橋
下
氏
の
ど
こ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
な
の
か
。
そ
も
そ
も
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
な
の
か
。

　

メ
デ
ィ
ア
と
政
治
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
国
政
レ
ベ
ル
で
世
論
支
持
の
高
か
っ
た
、
田
中
角
栄
、
中
曽
根
康

弘
、
小
泉
純
一
郎
と
い
う
歴
代
の
首
相
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
類
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
評
す
る
こ
と
が
あ
る
（
大
嶽
二
〇
〇
三
、二
〇
〇
六
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
利
用
は
、
与
党
内
で
の
支
持
基
盤
の
脆
弱
性
を
発
端
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
北
山
ほ
か

二
〇
〇
九
）。

　

む
し
ろ
、
中
央
政
府
へ
の
─
─
間
接
民
主
主
義
へ
の
閉
塞
感
が
、
人
々
の
自
ら
の
政
治
参
加
の
欲
求
の
高
ま
り
と
し
て
「
橋
下
市
長
」
を

政
治
報
道
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

茨　

木　

正　

治

─
新
聞
・
雑
誌
・
漫
画
が
描
く
「
橋
下
市
政
」
─
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望
む
と
い
う
地
方
政
治
の
新
し
い
動
き
と
し
て
「
橋
下
政
治
」
を
考
え
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
、
は
た
し
て
多
様
な
価
値
観
を

も
つ
人
々
す
べ
て
が
政
治
参
加
を
可
能
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。
政
治
参
加
は
限
定
さ
れ
た
層
で
あ
り
、
そ
の
他
の

人
々
は
、
む
し
ろ
、「
恨
み
／
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
政
治
」
の
よ
う
に
「
気
分
」（feeling/sentim

ent

）
の
み
で
現
実
政
治
に
「
参
加
」
し
て

い
る
（
山
口
二
〇
一
〇
、
宇
野
二
〇
一
〇
、
吉
田
二
〇
一
二
）
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
も
そ
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
多
様
な
姿
を
も
ち
、
定
義
も
曖
昧
（
吉
田
二
〇
一
二
、
日
本
選
挙
学
会
二
〇
一
二
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
や
役
割
も
ま
た
一
様
で
は
な
い
（
谷
藤
二
〇
〇
五
）。
本
稿
で
は
、「
あ
え
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
の
定
義
を
確
定
せ
ず
（「
橋
下
市
政
」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
決
め
ず
に
）「
橋
下
市
政
」、「
橋
下
現
象
」
と
称
さ
れ
る
も
の
を
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
が
ど
う
描
い
た
か
を
た
ど
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
政
治
報
道
が
持
つ
大
衆
支
持
の
高
い
政
治
ス
タ
イ

ル
ひ
い
て
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
を
改
め
て
整
理
し
検
討
す
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

　

第
二
章
　
研
究
動
向

　

日
本
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
、
政
治
学
と
社
会
学
（
マ
ス
コ
ミ
論
）
か
ら
整
理
す
る
。（
現
代

政
治
分
析
で
は
総
じ
て
個
別
研
究
と
な
っ
て
い
る
（
大
嶽
、
二
〇
〇
三
、二
〇
〇
八
）
⑵

。）

　

政
治
学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
対
し
て
総
じ
て
政
治
思
想
・
理
論
に
お
い
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
形
態
を
政
治
体
制
や
背
景
と
な
る
民
主

主
義
思
想
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
く
研
究
が
あ
る
（
吉
田
二
〇
一
一
、
宇
野
二
〇
一
〇
）。
吉
田
（
二
〇
一
一
）
に
よ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
「
国
民
に
訴
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
変
革
を
求
め
る
カ
リ
ス
マ
的
な
政
治
ス
タ
イ
ル
」（
吉
田
二
〇
一
一
、一
四
）
と
定
義
さ
れ
、

共
同
体
か
ら
価
値
を
剥
奪
さ
れ
た
「
人
々
」
の
価
値
回
復
の
「
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
カ
リ
ス
マ
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
変
革
運
動
か
ら
な
る
と
述
べ
て

い
る
（
吉
田
二
〇
一
一
、一
九
〇
─
一
）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
歴
史
的
、
制
度
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
た
め
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
関
係
よ
り
も
、「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
政
治
」（
宇
野
）
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
リ
ー
ダ
ー
）
と
「
人
々
」（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
）

と
の
関
係
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
メ
デ
ィ
ア
は
「
国
民
に
訴
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
伝
達
手
段
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
と
ど
ま
る
。
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社
会
学
（
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（
マ
ス
コ
ミ
）
論
）
に
お
い
て
は
、「
政
治
に
対
し
て
直
接
・
間
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

構
築
、
伝
達
、
受
容
、
処
理
を
含
む
も
の
」
の
研
究
（
山
腰
二
〇
一
二
、一
）
と
定
義
さ
れ
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
（
山
腰

二
〇
一
二
）
に
お
い
て
、
言
説
研
究
や
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
へ
の
言
及
を
も
示
唆
す
る
興
味
深
い
研
究
が
み
ら
れ
る
。
マ
ス
コ

ミ
効
果
研
究
に
お
け
る
経
験
学
派
の
「
送
り
手
中
心
の
視
点
」
に
対
し
て
、批
判
学
派
は
、一
九
八
〇
年
代
に
、メ
デ
ィ
ア
の
受
け
手
を
「
読

み
手
」（
藤
田
一
九
八
八
）
と
位
置
付
け
る
能
動
的
受
け
手
論
を
提
示
し
た
。
山
腰
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
展
開
さ
せ
、
受
け
手
が
享
受
す
る

読
み
が
主
流
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
援
用
し
て
、
多
様
な
読
み
の
「
偏
在
」
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
対
抗
的
読
み
が
も
つ

言
説
が
主
流
の
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
基
盤
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
基
づ
く
言
説
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。

　

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
、
本
論
文
で
は
、
分
析
概
念
と
し
て
は
、
内
容
分
析
研
究
に
関
連
し
て
質
的
分
析
と
し
て
の
批
判
的
言
説

分
析
な
い
し
画
像
分
析
と
し
て
の
マ
ン
ガ
研
究
を
使
用
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
は
一
定
の
布
置
状
況
が
あ
り
、「
橋
下
市
政
」
を
描
く
と

き
に
も
、
各
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
点
（
新
聞
は
事
実
を
も
と
に
俯
瞰
的
に
、
雑
誌
は
よ
り
鳥
瞰
的
に
、
漫
画
は
前
者
二
項
を

総
合
し
た
独
自
の
視
点
で
現
実
構
成
す
る
）
で
「
橋
下
市
政
」
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
章
　「
橋
下
市
政
」
報
道
に
お
け
る
新
聞
・
雑
誌
・
漫
画
の
内
容
分
析

１　

目
的

　

本
論
文
の
内
容
分
析
の
目
的
は
、
新
聞
・
雑
誌
・
漫
画
に
お
け
る
「
橋
下
市
政
」
言
説
の
布
置
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
以
下
の
仮
説
を
提
示
し
検
証
す
る
。

①
「
雑
誌
・
新
聞
の
「
橋
下
報
道
」
に
は
差
異
が
あ
り
、
各
新
聞
・
雑
誌
に
お
い
て
も
差
が
み
ら
れ
る
」

②
「
漫
画
は
新
聞
・
雑
誌
が
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
本
質
に
切
り
込
ん
で
い
る
」

２　

分
析
方
法

　

⑴
分
析
対
象
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二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
か
ら
二
〇
一
二
年
五
月
三
一
日
ま
で
の
「
朝
日
新
聞
」、「
読
売
新
聞
」、「
毎
日
新
聞
」
の
東
京
版
・
大
阪
版
に

掲
載
さ
れ
る
「
橋
下
市
政
」
に
関
す
る
記
事
、
写
真
、
論
説
、
投
書
を
対
象
に
し
た
。
各
紙
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
（「
聞
蔵
Ⅱ
」、「
ヨ
ミ
ダ
ス

歴
史
館
」、「
毎
索
」）
の
上
記
期
間
に
「
橋
下or

維
新but

（
明
治or

昭
和
）」
の
条
件
式
で
検
索
し
た
結
果
を
も
と
に
テ
ク
ス
ト
を
抽
出

し
た
。

　

雑
誌
は
、
社
団
法
人
日
本
雑
誌
協
会
（JM

PA

）
が
公
開
し
て
い
る
雑
誌
印
刷
部
数
に
お
い
て
、
部
数
一
位
か
ら
六
位
ま
で
の
一
般
週
刊

誌
（「
週
刊
文
春
」、「
週
刊
現
代
」、「
週
刊
新
潮
」、「
週
刊
ポ
ス
ト
」、「
週
刊
朝
日
」、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」）
か
ら
上
記
期
間
内
の
発
行
日
の

も
の
を
、
分
析
対
象
と
し
、
新
聞
と
同
様
の
項
目
を
抽
出
し
た
⑶

。

　

漫
画
は
、
上
記
新
聞
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
コ
マ
漫
画
（
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
）
と
雑
誌
掲
載
の
四
コ
マ
漫
画
（
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ

プ
）
の
う
ち
、「
橋
本
市
政
」
を
扱
っ
て
い
る
も
の
を
対
象
と
し
た
。

　

⑵
分
析
単
位
と
測
定
方
法

　

分
析
単
位
は
、
新
聞
は
記
事
・
写
真
・
論
説
（
コ
ラ
ム
、
寄
稿
論
説
含
む
）・
投
書
（
コ
ン
ト
・
川
柳
を
含
む
）、
雑
誌
は
記
事
、
写
真
（
グ

ラ
ビ
ア
を
含
む
）、
論
説
・
投
書
、
漫
画
は
一
コ
マ
、
四
コ
マ
の
個
々
の
一
作
品
で
あ
る
。
新
聞
・
雑
誌
は
主
要
見
出
し
が
言
及
す
る
範
囲

の
テ
ク
ス
ト
を
一
単
位
と
し
た
。

　

測
定
方
法
は
、
事
前
に
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
を
も
と
に
見
出
し
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
Ｋ
Ｊ
法
に
よ
っ
て
、
十
項
目
を
抽
出
し
た
。

そ
の
項
目
に
上
記
分
析
単
位
に
応
じ
て
該
当
す
る
記
事
・
写
真
（
見
出
し
）・
論
説
・
投
書
の
件
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
そ
の
数
値
を
ク
ロ

ス
表
に
し
て
、
時
系
列
な
い
し
各
新
聞
・
雑
誌
別
の
比
較
を
行
っ
た
。
項
目
は
以
下
の
通
り
。

　

①
「
都
構
想
」、
②
教
育
（
職
員
）
基
本
条
例
、
③
君
が
代
・
日
の
丸
条
例
問
題
、
④
市
職
員
「
制
度
改
革
」、
⑤
財
政
・
制
度
「
改
革
」、

⑥
震
災
対
応
、
⑦
原
発(

再
稼
働)

、
⑧
中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
、
⑨
「
大
阪
維
新
の
会
」
⑩
「
そ
の
他
」

　

ま
た
、
質
的
分
析
と
し
て
、
漫
画
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
分
析
方
法
（
茨
木
一
九
九
七
、二
〇
〇
七
）
に
従
っ
て
上
記
の
新
聞
・
雑

誌
か
ら
得
た
項
目
を
軸
に
テ
ー
マ
を
分
類
す
る
と
と
も
に
、
テ
ー
マ
を
構
成
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
な
い
し
画
像
の
構
造
に
つ
い
て
図
像
解
釈
学
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的
手
法
を
用
い
て
考
察
し
た
。

　

こ
の
漫
画
が
扱
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
新
聞
・
雑
誌
の
上
記
諸
要
素
が
ど
の
よ
う
な
表
現
で
語
っ
て
い
る
か
を
、
見
出
し
を
も
と
に
考
察

し
漫
画
の
分
析
と
比
較
し
た
。

３　

分
析
結
果

　

⑴
概
観

　
　

一
新
聞

　
　

⒈
記
事

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
か
ら
二
〇
一
二
年
五
月

三
一
日
ま
で
の
「
橋
下
市
政
」
に
関
す
る
新
聞
三
紙

の
報
道
総
数
は
、
三
〇
一
三
件
で
、
内
訳
は
、「
読

売
新
聞
」
一
一
四
九
件
、「
朝
日
新
聞
」
一
〇
三
七
件
、

「
毎
日
新
聞
」
八
二
七
件
で
あ
っ
た
。（
表
１
）
か
ら

「
橋
下
報
道
」
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
み
る
と
、

三
紙
に
共
通
し
て
出
現
し
て
い
る
項
目
は
、「
⑤　

財
政
・
制
度
改
革
」（
五
三
四
件
）
が
二
割
弱
、
次

い
で
「
④　

市
職
員
「
制
度
改
革
」」（
四
三
六
件
）

が
一
割
半
弱
、「
②　

教
育
（
職
員
）
基
本
条
例
」

（
四
〇
一
件
）
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
続
く
。
母
集
団

が
大
阪
版
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
、
東
京
最
終
版

と
は
異
な
っ
た
「
地
元
志
向
」
が
み
え
る
。

項目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計
①「都構想」 31 9 11 6 7 7 71
②教育（職員）基本条例 37 19 37 21 12 20 146
③君が代・日の丸条例問題 1 7 4 12 0 0 24
④市職員「制度改革」 4 12 42 41 27 24 150
⑤財政・制度「改革」 46 46 23 19 24 18 176
⑥震災対応 1 3 0 5 0 1 10
⑦原発(再稼働) 4 12 20 13 44 33 126
⑧中央政府・政党の対応 21 17 19 12 20 7 96
⑨「大阪維新の会」 10 17 26 24 16 24 117
⑩その他 34 22 31 9 14 11 121
計 189 164 213 162 164 145 1037
朝日新聞（2011・12～2012・5）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 計
①「都構想」 33 10 27 16 15 4 105
②教育（職員）基本条例 25 23 26 31 9 26 140
③君が代・日の丸条例問題 1 11 9 11 1 0 33
④市職員「制度改革」 17 14 31 45 24 34 165
⑤財政・制度「改革」 46 39 41 26 31 17 200
⑥震災対応 2 3 5 5 1 6 22
⑦原発(再稼働) 2 6 12 6 47 30 103
⑧中央政府・政党の対応 25 17 25 9 14 7 97
⑨「大阪維新の会」 11 16 38 30 17 38 150
⑩その他 31 15 25 21 16 42 150
計 193 154 239 200 159 204 1149
読売新聞（2011・12～2012・5）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 計
①「都構想」 20 10 15 4 10 7 66
②教育（職員）基本条例 24 17 24 22 9 19 115
③君が代・日の丸条例問題 0 5 11 8 5 1 30
④市職員「制度改革」 10 15 33 32 14 17 121
⑤財政・制度「改革」 44 29 27 15 22 21 158
⑥震災対応 3 1 4 3 1 1 13
⑦原発(再稼働) 2 8 13 9 26 26 84
⑧中央政府・政党の対応 22 9 19 7 7 7 71
⑨「大阪維新の会」 6 10 19 14 8 17 74
⑩その他 22 4 13 19 16 21 95

計 153 108 178 133 118 137 827
毎日新聞（2011・12～2012・5）

（表1）新聞記事における「橋下市政」
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新
聞
別
に
み
る
と
、「
朝
日
新
聞
」
で
は
、「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
が
一
二
六
件
と
四
番
目
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

特
徴
と
し
て
は
、「
①　

都
構
想
」
や
「
⑧　

中
央
政
府
・
政
党
の
反
応
」
が
三
誌
と
も
に
頻
度
が
低
か
っ
た
。「
都
構
想
」
は
、
選
挙
終
了

時
に
は
比
較
的
新
聞
の
関
心
を
集
め
て
い
た
が
、
徐
々
に
関
心
は
失
わ
れ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
。「
⑧　

中
央
政
府
・
政
党
の
反
応
」
は
、

「
原
発
」
再
稼
働
を
橋
下
市
長
や
松
井
府
知
事
が
容
認
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
変
化
が
考
え
ら
れ
る
（
脅
威
か
ら
バ
ッ
シ
ン
グ
へ
な
ど
）

が
、
調
査
期
間
内
で
は
主
要
な
関
心
事
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
⑷

。
ま
た
、「
③　

君
が
代
・
日
の
丸
条
例
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
三
誌
と

も
に
関
心
が
低
か
っ
た
。

　

⒉
論
説
・
コ
ラ
ム
・
投
書

　
「
朝
日
新
聞
」
に
つ
い
て
は
、「
⑩　

そ
の
他
」（
五
六
件
）
に
は
、
橋
下
市
長
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
市
政
へ
の
姿
勢
、
各
政
策
の
総
括

的
な
意
見
が
二
月
と
五
月
に
集
中
し
た
。
具
体
的
に
は
、
新
市
長
・
知
事
へ
の
期
待
を
込
め
た
肯
定
的
な
論
説
は
あ
ま
り
な
く
、
組
合
攻
撃

や
、
教
育
基
本
条
例
へ
の
批
判
（
管
理
化
へ
の
懸
念
）、
な
い
し
市
長
が
代
表
と
な
っ
て
い
る
「
大
阪
維
新
の
会
」
が
提
案
し
た
「
家
庭
教

育
支
援
条
例
案
」
が
持
つ
不
備
（
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
へ
の
偏
見
・
差
別
）
へ
の
批
判
が
相
次
い
だ
。

　

ま
た
、「
②　

教
育
・
職
員
基
本
条
例
」（
四
〇
件
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
案
の
可
決
時
期
（
二
月
、
三
月
）
と
五
月
に
多
く
出
現
し
た
。

論
点
は
、
小
・
中
学
生
の
「
留
年
」、
条
例
案
の
議
会
審
議
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
賛
否
は
批
判
的
な
内
容
が
肯
定
的
態
度
の

倍
を
占
め
た
。
特
徴
的
な
出
来
事
に
対
応
し
て
論
点
と
な
る
を
持
つ
項
目
と
し
て
、以
下
の
二
項
目
が
あ
る
。「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」
で
は
、

捏
造
さ
れ
た
労
組
の
選
挙
協
力
リ
ス
ト
を
議
会
で
利
用
し
た
こ
と
と
発
覚
後
の
対
応
に
批
判
が
集
中
し
た
。「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
で
は
、

三
月
一
五
日
の
原
発
住
民
投
票
の
却
下
と
五
月
の
市
長
の
原
発
容
認
姿
勢
を
受
け
て
、
三
月
と
五
月
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対

し
て
の
賛
否
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
。

　
「
読
売
新
聞
」
に
つ
い
て
は
、「
⑩　

そ
の
他
」（
二
三
件
）
と
「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」（
二
二
件
）
が
目
立
っ
た
。「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」

は
常
に
社
論
が
一
定
し
て
お
り
、
橋
下
市
長
の
「
変
節
」
も
主
張
に
は
変
化
が
見
え
な
か
っ
た
。「
⑩　

そ
の
他
」
に
つ
い
て
は
、
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
へ
の
危
惧
を
も
ち
つ
つ
も
内
容
は
多
様
で
あ
っ
た
（
メ
デ
ィ
ア
や
国
民
に
橋
下
市
政
登
場
の
責
任
を
負
わ
せ
る
意
見
や
、
個
別
政
策
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へ
の
意
見
（「
外
交
に
不
向
き
」、「
ま
ち
づ
く
り
」（
西
成
特
区
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
）、「
橋
下
現
象
」
は
一
時
的
）
な
ど
））。「
⑨　

大
阪

維
新
の
会
」
に
関
し
て
は
、
二
月
に
最
頻
値
を
得
た
が
、
中
央
政
界
へ
の
影
響
力
期
待
、
放
縦
さ
へ
の
不
安
な
ど
、
判
断
保
留
が
相
半
ば
し

て
い
る
。
ま
た
五
月
に
は
「
家
庭
教
育
支
援
条
例
案
」
問
題
を
受
け
て
、「
維
新
の
会
」
へ
の
批
判
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
「
毎
日
新
聞
」
で
は
、「
⑩　

そ
の
他
」（
二
八
件
）
で
は
、
橋
下
市
政
へ
の
関
心
で
最
頻
値
を
示
し
た
が
、
そ
れ
以
降
も
継
続
し
て
登
場

し
て
い
る
。民
意
と
そ
の
熱
狂
的
な
状
況
へ
の
危
惧
も「
読
売
新
聞
」と
同
様
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
⑨

大
阪
維
新
の
会
」
で
は
、
二
月
の
「
船
中
八
策
」
提
案
へ
の
意
見
が
多
い
も
の
の
、「
維
新
」
を
通

じ
て
既
成
政
党
へ
の
批
判
を
持
た
せ
て
論
じ
て
い
る
も
の
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
項
目
の
件
数

が
五
月
に
上
昇
し
た
の
は
、「
家
庭
教
育
支
援
条
例
案
」
問
題
へ
の
批
判
（
条
例
案
そ
の
も
の
の
稚

拙
さ
、
党
と
し
て
の
対
応
の
遅
れ
な
ど
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

２
週
刊
誌

　

⒈
記
事

　

記
事
に
つ
い
て
は
、（
表
２
）
の
よ
う
に
、「
⑧　

中
央
政
界
の
対
応
」
が
八
五
件
と
最
も
多
く
、

次
い
で
、「
⑩　

そ
の
他
」（
七
七
件
）、「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」
七
一
件
、
と
続
く
。「
そ
の
他
」

の
内
訳
は
、
橋
下
市
長
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
「
大
阪
W
選
挙
」
と
次
期
総
選
挙
結
果
と
「
橋
下

首
相
」
待
望
論
な
ど
が
含
ま
れ
、「
記
事
」
と
「
論
説
（
意
見
）」「
予
想
」
が
混
在
し
て
い
る
も
の

が
多
い
。
ま
た
、橋
下
市
長
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
記
事
の
内
訳
は
、中
央
政
界
の
政
治
家
・

官
僚
と
の
関
係
を
示
唆
し
た
り
、
政
局
の
変
動
を
示
唆
し
た
り
（
前
述
の
「
橋
下
首
相
」
や
「
橋

下
内
閣
」
な
ど
の
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
）
し
て
①
か
ら
⑨
ま
で
の
項
目
と
重
複
す
る
要
素
を
も
っ

て
い
た
。

項　目 毎日
6
0
0
12
4
0
1
41
23
4
91

5
5
13
23
18
0
1
10
5
2
82

0
0
0
1
2
0
9
13
5
7
37

0
0
0
7
0
0
0
7
8
31
53

0
0
0
6
0
0
0
1
5
4
16

1
3
0
5
1
0
2
13
25
29
79

12
8
13
54
25
0
13
85
71
77
358

ポスト 朝日 現代 新潮 文春 計
①「都構想」
②教育（職員）基本条例
③君が代・日の丸条例問題
④市職員「制度改革」
⑤財政・制度「改革」
⑥震災対応
⑦原発（再稼働）
⑧中央政府・政党の対応
⑨「大阪維新の会」
⑩その他
計

（表２）「主要」週刊誌項目別記事数（2011年12月～2012年5月）
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記
事
に
つ
い
て
、
各
週
刊
誌
の
掲
載
に
特
徴
が
あ
る
か
ど
う
か
を
見
る
と
、
掲
載
数
は
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」（
九
一
件
）
が
ト
ッ
プ
で
、

次
に
「
週
刊
ポ
ス
ト
」（
八
二
件
）
と
「
週
刊
文
春
」（
七
九
件
）
で
、
こ
れ
ら
三
誌
が
上
位
集
団
を
占
め
る
。
次
に
「
週
刊
現
代
」
と
「
週

刊
朝
日
」
と
続
き
、「
橋
下
報
道
」
が
最
も
少
な
い
の
は
「
週
刊
新
潮
」
の
一
六
件
で
あ
る
。

　
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
は
、「
橋
下
市
長
」
と
中
央
政
界
と
の
関
係
が
中
心
で
、
記
事
の
最
大
値
と
呼
応
し
て
い
る
。「
週
刊
ポ
ス
ト
」
は
、

「
④　

市
職
員
「
制
度
改
革
」」
と
「
⑤　

財
政
・「
制
度
改
革
」」
と
「
橋
下
市
政
」
の
実
質
的
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
、
か
つ
「
改
革
」
を

支
持
す
る
基
調
で
記
事
を
構
成
し
て
い
る
。　

　

以
下
に
記
述
す
る
週
刊
誌
に
つ
い
て
は
、
上
記
分
類
項
目
に
お
け
る
頻
度
に
偏
り
が
あ
り
、「
傾
斜
配
分
」
を
し
て
い
る
。「
週
刊
文
春
」

と
「
週
刊
新
潮
」
は
、
掲
載
件
総
数
に
差
異
は
あ
る
が
、
扱
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」
と
「
⑩　

そ
の
他
」
の
橋
下
市

長
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
週
刊
現
代
」
で
は
、「
④　

市
職
員
「
制
度
改
革
」」
と
「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」

に
、「
週
刊
朝
日
」
は
、「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
に
焦
点
を
当
て
て
掲
載
し
て
い
る
。「
週
刊
現
代
」
で
は
、
前
述
し
た
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」

に
関
す
る
記
述
と
同
様
、
市
職
員
と
労
組
と
橋
下
市
長
の
対
立
を
描
写
す
る
こ
と
と
、「
維
新
の
会
」
の
中
央
進
出
を
危
惧
す
る
こ
と
を
描

い
て
お
り
、
そ
れ
は
、
中
央
政
界
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
調
査
対
象
時
期
後
半
に
な
っ
て
「
週
刊
現
代
」
の
記
事
は
「
中
央

政
界
批
判
」
か
ら
そ
の
手
段
で
あ
る
「
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」「
決
め
ら
れ
る
政
治
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
る
に
よ

る
政
治
の
変
革
を
「
待
望
」
す
る
扇
情
的
な
見
出
し
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
な
お
、「
週
刊
朝
日
」
に
は
、
具
体
的
に
は
、
原
発
住
民
投

票
や
再
稼
働
に
対
す
る
中
央
政
府
へ
の
批
判
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
⑸

。

　

⒉
写
真
の
見
出
し

　

写
真
見
出
し
総
数
の
順
位
は
、
首
位
の
「
週
刊
文
春
」
と
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
が
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
記
事
総
数
の
順
位
と
違
い
は
み

ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、「
週
刊
文
春
」
の
写
真
見
出
し
総
数
は
他
の
五
誌
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
。
内
容
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
で
も
、
記
事
と

ほ
ぼ
同
様
の
順
位
を
示
し
た
。
少
な
く
と
も
記
事
一
件
に
一
枚
の
写
真
な
い
し
半
分
以
上
の
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
新
聞

写
真
」
は
そ
れ
ほ
ど
の
枚
数
は
な
い
（
表
３
）。
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次
に
、
特
徴
と
し
て
、
見
出
し
に
よ
る
「
敵
の
創
出
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
「
週
刊
ポ
ス
ト
」
で
は
、「
④　

市
職
員
・「
制
度
改
革
」」
に
」（
二
一
件
）
の
中
に
、
価

値
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
見
出
し
表
現
が
目
に
付
く
。
た
と
え
ば
、
労
組
叩
き
や
職
員
の
不
祥

事
（
２
／
３
号
、
職
員
汚
職
２
／
24
号
⑹

）
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
謝
罪
シ
ー
ン
に
「
公
開
謝
罪
は

橋
下
人
気
を
さ
ら
に
高
め
る
材
料
に
な
っ
た
」
の
見
出
し
を
つ
け
る
こ
と
で
、「
大
阪
市
の
制
度
疲

労
」
を
強
調
す
る
「
前
提
」
を
ち
ら
つ
か
せ
る
。
ま
た
、
大
阪
市
交
通
局
の
建
物
の
写
真
に
付
け

ら
れ
た
見
出
し
は
、「
市
内
一
等
地
に
そ
び
え
立
つ
」（
３
／
２
号
）、」「
市
内
一
等
地
に
巨
大
な

ビ
ル
」（
４
／
27
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
下
鉄
な
ん
ば
駅
の
ホ
ー
ム
で
電
車
が
入
っ
て
く
る
写
真

に
は
、「
公
営
事
業
に
よ
る
制
約
が
利
便
性
を
損
な
う
面
は
多
い
」（
３
／
２
）
と
の
見
出
し
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。

　

⒊
論
説
・
コ
ラ
ム

　

総
数
と
し
て
は
、
記
事
（
三
五
八
件
）、
写
真
見
出
し
（
二
三
六
件
）
に
比
べ
て
、
八
八
件
と
少

な
い
。
項
目
別
に
み
る
と
、「
⑩　

そ
の
他
」
が
五
三
件
と
論
説
全
体
の
六
割
を
占
め
、
そ
れ
以
外

の
項
目
が
ほ
ぼ
均
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
⑩　

そ
の
他
」
項
目
を
仔
細
に
見
る
と
、
政
策
や
維

新
の
会
の
動
き
、
お
よ
び
中
央
政
党
の
動
き
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
視
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
Ｗ
選

挙
」
結
果
と
国
政
へ
の
懸
念
、
橋
下
市
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、「
橋
下
現
象
」

を
支
え
る
「
民
意
」
や
人
々
の
気
分
、
人
気
、
メ
デ
ィ
ア
批
判
（
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
煽
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
）
な
ど
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

構
成
原
理
に
向
か
う
テ
ー
マ
を
論
点
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
週
刊
誌
ご
と
の
有
意
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

　

項　目 毎日
0
0
1
1
1
0
0
17
10
12
42

0
11
8
21
8
0
2
5
0
2
57

0
0
0
0
2
0
9
13
1
6
31

0
0
0
4
3
0
0
3
2
8
20

0
0
0
3
1
0
0
1
2
6
13

8
3
4
7
2
0
1
20
17
11
73

8
14
13
36
17
0
12
59
32
45
236

ポスト 朝日 現代 新潮 文春 計
①「都構想」
②教育（職員）基本条例
③君が代・日の丸条例問題
④市職員「制度改革」
⑤財政・制度「改革」
⑥震災対応
⑦原発（再稼働）
⑧中央政府・政党の対応
⑨「大阪維新の会」
⑩その他
計

（表３）主要週刊誌項目別写真見出し数（2011年12月～2012年5月）



─ 196 ─

　

⑵
個
別
内
容
分
析

　

週
刊
誌
に
お
け
る
概
観
で
み
た
よ
う
に
、
記
事
内
容
に
お
い
て
最
大
値
を
得
た
の
は
、「
橋
下
市
政
」
な
い
し
「
維
新
の
会
」
に
対
す
る

「
⑧　

中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
項
目
を
時
系
列
的
に
整
理
し
た
結
果
、
以
下
の
よ
う
に
ほ
ぼ
各
月
ご
と
一
項
目
ご
と

に
登
場
す
る
下
位
項
目
を
抽
出
し
た
。

　

ⓐ
「
大
阪
Ｗ
選
挙
」
の
結
果
と
国
政
へ
の
影
響
予
測
、
ⓑ
第
四
六
回
衆
議
院
選
挙
予
測
と
「
維
新
の
会
」
橋
下
市
長
の
影
響
（
そ
の
一
）、

ⓒ
維
新
の
会
に
よ
る
「
船
中
八
策
」、ⓓ
小
沢
一
郎
氏
の
動
向
や
石
原
慎
太
郎
都
知
事
に
よ
る
新
党
と
橋
下
市
長
と
の
関
係
、ⓔ
渡
邉
恒
雄
（
読

売
新
聞
グ
ル
ー
プ
本
社
会
長
・
主
筆
）
氏
と
橋
下
氏
の
「
諍
い
」、
ⓕ
第
四
六
回
衆
議
院
選
挙
予
測
（
そ
の
二
）

　

全
体
と
し
て
は
、
大
阪
市
長
・
府
知
事
選
挙
の
衝
撃
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
国
政
へ
の
「
漠
然
と
し
た
不
安
」
が
ⓐ
の
内
容
を
持
つ
見
出
し

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
、
二
度
の
衆
院
選
予
測
（
ⓑ
と
ⓕ
）
で
昂
進
し
て
い
く
（
ⓑ
で
は
衆
院
選
で
議
席
数
に
お
い
て
、
橋
下
維
新

が
躍
進
し
、
既
成
政
党
特
に
民
主
・
自
民
が
退
潮
す
る
こ
と
を
示
し
既
成
政
党
の
体
た
ら
く
を
批
判
し
て
い
た
の
が
、
ⓕ
で
は
政
治
構
造
の

変
化
に
ま
で
予
見
し
た
見
出
し
に
な
っ
て
い
る
）
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

ⓐ
で
は
、「
大
阪
W
選
挙
」
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
（「
民
意
」
重
視
の
姿
勢
と
迅
速
な
対
応
）
が
、
国
政
政
治
家
の
震
撼
と
、
橋
下
・
維

新
へ
の
擦
り
寄
り
行
為
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
週
刊
新
潮
」
で
は
、
橋
下
・
維
新
の
脅
威
が
既
成
政
党

に
「
選
挙
制
度
改
革
」
を
想
起
さ
せ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
見
出
し
（（「「
橋
下
」
大
阪
市
長
が
恐
ろ
し
く
て
「
中
選
挙
区
制
」
へ
先
祖
返
り
」

（「
週
刊
新
潮
」
３
／
29
）
が
登
場
し
て
い
る
。

　

ⓑ
は
、
維
新
の
会
が
次
期
衆
院
選
で
圧
勝
す
る
こ
と
が
、
既
成
政
党
壊
滅
状
況
と
並
ん
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ⓕ
の
衆
院
選
予
測
は
、
橋

下
・
維
新
の
脅
威
と
い
う
内
容
で
は
あ
る
が
、
ⓑ
が
獲
得
議
席
数
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
週
刊
現
代
」
の
四
月
に
「
前
倒
し
」

さ
れ
た
記
事
内
容
に
は
、「
橋
下
「
維
新
の
会
」
近
畿
地
区
で
全
勝
！
」（
４
／
14
）、「
橋
下
徹
が
総
理
大
臣
に
な
る
日
」（
５
／
５
・
12
）、「
好

き
で
も
嫌
い
で
も
「
次
の
総
理
」
に
橋
下
徹
─
─
世
の
中
は
こ
う
や
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
」（
５
／
19
）、「
日
本
が
変
わ
る
「
脱
原
発
」「
脱

官
僚
」「
脱
小
沢
」
で
ま
っ
た
き
新
し
い
政
治
が
誕
生
す
る
」（
５
／
26
）
な
ど
と
、「
橋
下
な
ら
ば
日
本
政
治
が
変
わ
る
」
と
い
う
「
主
張
」
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に
ま
で
昂
進
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

再
び
ⓐ
に
着
目
し
て
見
出
し
表
現
を
見
る
と
、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
の
よ
う
に
橋
下
・
維
新
が
国
政
を
支
配
す
る
と
い
う
「
能
動
的
な
表
現
」

（「
橋
下
、
次
な
る
標
的
は
「
国
会
乗
っ
取
り
」」（
12
／
11
）．「
み
ん
な
の
党
」
丸
呑
み
」（
12
／
18
））
と
、「
週
刊
文
春
」「
週
刊
朝
日
」
の

よ
う
に
橋
下
・
維
新
に
国
政
を
簒
奪
さ
れ
、
追
従
す
る
と
い
う
受
動
・
消
極
的
な
表
現
（「「
週
刊
誌
報
道
に
同
情
す
る
前
原
氏
」「
渡
辺
喜

美
代
表
は
一
支
援
者
扱
い
」「
橋
下
氏
を
褒
め
ち
ぎ
る
小
沢
氏
」（「
週
刊
文
春
12
／
29
）、「
圧
勝　

橋
下
徹
大
阪
市
長
に
す
り
よ
る
無
節
操

な
御
仁
た
ち
」、「
す
り
よ
る
自
民
に
事
情
抱
え
る
公
明
」（「
週
刊
朝
日
」）
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
四
章
　
考
察

　

１　

個
々
の
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
橋
下
市
政
」
報
道

　

⑴
新
聞

　
　

１
記
事

　
「
朝
日
新
聞
」
が
、「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
を
重
視
し
た
の
は
、以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
大
阪
府
知
事
な
い
し
市
長
の
原
発
の
「
容

認
」
ま
で
分
析
期
間
対
象
と
し
た
た
め
に
出
現
頻
度
が　

増
加
し
た
と
も
い
え
る
が
、
当
該
新
聞
の
姿
勢
（
原
発
是
非
の
住
民
投
票
問
題
を

多
く
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
⑤　

財
政
・
制
度
改
革
」「
④　

市
職
員
「
制
度
改
革
」」
に
比
べ
て
、

「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
が
特
定
新
聞
の
関
心
事
に
終
わ
っ
た
の
は
、
前
者
二
項
目
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
戦
略
と
し
て
の
「
敵
の
創
出
」
に

成
功
し
た
（「
⑤　

財
政
・
制
度
改
革
」
で
は
、
議
会
議
員
、「
④　

市
職
員
「
制
度
改
革
」」
で
は
組
合
を
そ
れ
ぞ
れ
標
的
と
し
た
」）
の
に

対
し
て
、
後
者
で
は
原
発
容
認
の
態
度
を
大
阪
府
・
市
が
と
も
に
表
明
し
た
た
め
に
、
関
西
電
力
を
攻
撃
目
標
に
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が

理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
「
③　

君
が
代
・
日
の
丸
問
題
」
へ
の
各
紙
の
関
心
の
低
さ
は
、「
国
旗
・
国
歌
法
案
」
が
す
で
に
成
立
し
て
お
り
、
国
旗
・
国
歌
そ
の
も

の
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
国
旗
・
国
歌
を
遵
守
す
る
こ
と
は
必
要
と
い
う
「
前
提
」
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
い
う
「
価
値
基
準
」
が
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作
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

２
論
説
・
コ
ラ
ム
・
投
書

　

新
聞
記
事
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
社
説
の
み
な
ら
ず
投
書
に
も
見
ら
れ
る
の
は
三
紙
変
わ
り
が
な
い
。
問
題
と
な
る
出
来

事
に
つ
い
て
の
賛
否
両
論
を
若
干
の
時
差
は
保
ち
つ
つ
も
「
併
記
」
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
併
記
」
状
況
や
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
、
新

聞
ご
と
に
違
い
が
見
ら
れ
た
。「
朝
日
新
聞
」
は
総
じ
て
「
橋
下
市
政
」
に
投
書
に
つ
い
て
は
地
域
の
温
度
差
は
あ
る
も
の
の
批
判
的
で
あ
り
、

記
事
や
社
論
を
構
成
す
る
社
説
や
解
説
、
記
名
入
り
コ
ラ
ム
な
ど
の
好
意
的
あ
る
い
は
様
子
見
報
道
に
比
べ
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
。

「
毎
日
新
聞
」
は
、
大
阪
版
で
の
記
事
の
好
意
的
対
応
に
準
ず
る
形
で
投
書
欄
投
稿
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。「
読
売
新
聞
」
は
「
橋
下
市
政
」

と
距
離
を
置
く
記
事
の
姿
勢
に
対
応
し
た
テ
ー
マ
・
争
点
（
直
接
的
・
地
域
的
な
「
挿
話
的
争
点
」
で
は
な
く
比
較
的
広
範
囲
対
象
の
「
主

題
的
争
点
」
─
─
国
政
と
の
関
係
、
維
新
の
会
の
政
策
な
ど
─
─
）
を
対
象
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
。

　

⑵
週
刊
誌

　
　

１
記
事

　
「
⑩　

そ
の
他
」
項
目
が
週
刊
誌
に
お
い
て
、
他
の
項
目
と
関
連
す
る
報
道
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
週
刊
誌
報
道
で
は
、
橋
下
市
長
の
「
人

格
」
を
基
盤
と
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
政
策
遂
行
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
直
接
関
り
合
い
の
な
い
概

念
で
あ
る
政
策
や
指
導
能
力
を
「
入
力
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
傾
向
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
柄
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
で
、「
橋
下
現
象
」
を
読
み
手
に
身
近
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
反
面
こ
う
し
た
、「
人
柄
」
と
「
政
策
」

の
「
接
合
」
は
、
そ
れ
以
外
の
「
人
柄
に
よ
ら
な
い
政
策
」「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」「
国
政
選
挙
と
政
局
動
向
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
隠
蔽
す

る
。
た
と
え
ば
、
決
断
力
が
あ
る
こ
と
や
「
決
め
る
政
治
」
が
強
調
さ
れ
れ
ば
、
決
断
す
べ
き
内
容
や
決
断
ま
で
の
過
程
は
無
視
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
み
手
の
「
橋
下
市
政
」
に
対
す
る
客
観
的
な
読
み
方
が
制
約
さ
れ
「
あ
の
人
な
ら
何
か
や
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
漠
然

と
し
た
期
待
感
の
み
が
重
視
さ
れ
、
結
果
白
紙
委
任
状
を
手
渡
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

ま
た
、「
④　

市
職
員　

制
度
改
革
」
項
目
に
お
い
て
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
が
、「
橋
下
＝
善
、
労
組
＝
悪
」
の
善
悪
二
元
論
で
記
事
を
構
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成
す
る
こ
と
は
、
こ
の
二
項
対
立
か
ら
、「
労
組
叩
き
」
と
い
う
新
自
由
主
義
志
向
と
「
敵
の
創
出
」
と
い
う
、
統
治
側
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

戦
術
を
そ
の
ま
ま
報
道
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
当
該
メ
デ
ィ
ア
が
ま
た
読
者
が
ど
う
対
処
す
べ
き
か
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　

２
写
真
の
見
出
し

　

新
聞
と
異
な
り
、
週
刊
誌
の
写
真
に
付
さ
れ
る
見
出
し
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
は
、
記
事
掲
載
で
も
グ
ラ
ビ
ア
で
も
い
ず
れ
に
せ
よ
、
漫
画

の
見
出
し
や
「
吹
き
出
し
」
な
ど
の
画
像
内
外
の
文
字
の
働
き
に
似
て
、
写
真
の
内
容
説
明
（「
事
実
描
写
」）
を
超
え
た
「
論
評
」
と
し
て

読
み
手
の
読
み
を
制
約
す
る
働
き
を
持
つ
（
茨
木
、1997,2001

）。
い
い
か
え
れ
ば
、読
者
の
テ
ク
ス
ト
の
理
解
は
、他
の
テ
ク
ス
ト
や
ジ
ャ

ン
ル
、テ
ー
マ
か
ら
の
引
証
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」（Fairclough

、1992

）
を
刺
激
す
る
。
本
稿
で
は
、「
週

刊
文
春
」
に
お
け
る
「
⑧　

中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
」
に
関
す
る
「
橋
下
報
道
」
に
顕
著
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
、
新
聞
と
週
刊
誌
の
写
真
見
出
し
掲
載
の
比
較
か
ら
示
さ
れ
た
、
週
刊
誌
写
真
の
見
出
し
が
写
真
の
枚
数
に
近
い
ほ
ど
の
数
あ

る
こ
と
は
、「
橋
下
市
政
」
報
道
に
お
け
る
週
刊
誌
写
真
は
新
聞
写
真
と
は
異
な
っ
た
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、「
橋
下
市
政
」
に
関
す
る
写
真
に
付
加
さ
れ
た
見
出
し
の
分
析
か
ら
、週
刊
誌
に
お
け
る
写
真
見
出
し
は
、記
事
と
併
せ
て
「
読
む
」

（
記
事
と
写
真
「
間
テ
キ
ス
ト
性
」
の
読
み
）
こ
と
を
暗
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
し
た
大
阪

市
交
通
局
や
地
下
鉄
な
ん
ば
駅
は
、
そ
れ
自
体
で
は
何
も
語
っ
て
く
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
見
出
し
が
つ
き
、
記
事
に
、「
ナ

ニ
ワ
の
「
流
血
の
政
変
」
追
跡
レ
ポ
ー
ト
」、「
橋
下
市
長
が
労
組
の
牙
城
・
市
交
通
局
に
送
り
込
ん
だ
「
リ
ス
ト
ラ
の
鬼
」」、「
柔
道
五
段

の
猛
者
」「
年
収
１
０
０
０
万
の
バ
ス
運
転
手
」
と
い
っ
た
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
接
す
る
と
、
あ
た
か
も
建
物
が
擬
人
化
さ
れ
、

か
つ
悪
の
権
化
に
な
っ
た
よ
う
な
印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
。

　
　

３
論
説
・
コ
ラ
ム

　

週
刊
誌
に
お
け
る
「
橋
下
市
政
」
に
関
す
る
論
説
・
コ
ラ
ム
の
少
な
さ
は
、「
⑩　

そ
の
他
」
項
目
が
全
体
の
六
割
を
占
め
か
つ
「
⑩

そ
の
他
」
項
目
の
細
目
に
つ
い
て
み
た
と
き
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
構
成
原
理
へ
の
志
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
阪
市
長
の
政
策
に
つ
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い
て
は
、週
刊
誌
に
は
地
域
の
問
題
と
い
う
認
識
が
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、「
そ
の
他
」
項
目
の
詳
細
な
検
討
か
ら
、「
橋
下
市
政
」
の
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
を
前
提
に
し
て
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
読
み
取
れ
る
。
他
方
「
論
説
」
の
少
な
さ
を
、
週
刊
誌
の
属
性
（
論
説
と
記
事
の
境

界
の
曖
昧
さ
）
に
求
め
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、「
週
刊
ポ
ス
ト
」
の
対
応
が
あ
る
。
連
載
コ
ラ
ム
や
エ
ッ
セ
イ
に
は
、「
橋
下
現
象
」
へ
の

言
及
は1
件
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
橋
下
氏
の
対
応
の
早
さ
と
批
判
の
鋭
さ
（
騒
擾
さ
）
に
論
者
を
巻
き
込
ま
な
い
配
慮
で
あ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
「
民
意
」
に
関
す
る
論
説
は
、
事
実
上
読
者
を
敵
に
回
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

意
識
し
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
週
刊
誌
組
織
と
し
て
対
応
す
る
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
た
の
は
、
論
説
と
記
事
の
扱
い
の
「
融
通
無
碍
」

さ
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

新
聞
・
雑
誌
漫
画
に
み
る
「
橋
下
市
政
」

　

⑴
新
聞
漫
画
と
「
橋
下
市
政
」

　
「
朝
日
」
三
点
、「
毎
日
」
八
点
、「
読
売
」
九
点
で
、
い
ず
れ
も
１
コ
マ
漫
画
で
あ
り
、
一
一
月
の
橋
下
・
松
井
の
「
大
阪
Ｗ
選
挙
」
前

後
と
、「
大
阪
維
新
の
会
」
と
既
成
政
党
・
政
治
家
と
の
接
触
時
に
テ
ー
マ
お
よ
び
発
表
時
期
が
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
内
訳
は
、
本
稿
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
い
え
ば
、「
⑩　

そ
の
他
」
が
六
点
、「
⑨　

大
阪
維
新
の
会
」
が
五
点
、「
中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
」

が
五
点
、「
⑦　

原
発
（
再
稼
働
）」
が
二
点
、
お
よ
び
中
央
政
界
事
情
が
二
点
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
群
で
は
、
中
央
政
界
の
視
点
、
東
京
＝
全
国
の
読
者
の
視
点
と
み
な
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
、「
橋

下
政
治
」
＝
「
地
方
政
治
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
中
央
政
界
が
「
橋
下
・
維
新
」
を
意
識
し
て
い
る
（
迎
合
・
反
発
し
て

い
る
）
と
い
う
構
図
で
、「
橋
下
・
維
新
」
を
介
在
し
た
中
央
政
界
批
判
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
橋
下
市
政
」
や
「
橋
下
市
長
」

と
い
う
面
は
後
景
に
追
い
や
ら
れ
、「
維
新
の
会
代
表
橋
下
徹
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

新
聞
政
治
一
コ
マ
漫
画
は
、
限
ら
れ
た
画
面
の
中
に
多
く
の
内
容
を
凝
集
さ
せ
る
こ
と
が
多
く
、
今
回
の
「
橋
下
市
長
」
を
素
材
に
し
た

作
品
群
に
も
、
複
数
の
テ
ー
マ
が
内
包
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
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具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
や
政
治
家
の
反
応
を
描
く
政
治
漫
画
が
同
時
に
橋
下
＝
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
定
義
づ
け
を
、
個
人
の
能
力
と

民
意
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
時
期
の
作
品
の
特
徴
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
毎
日
」（
11
・
11
・
29
）
で
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
ヘ
デ
ィ
ン
グ
シ
ュ
ー
ト
を
橋
下
が
決
め
よ
う
と
し
て
い
る
画
で
あ
る
。
橋
下

の
個
人
技
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
を
彷
彿
さ
せ
る
と
同
時
に
、
鉢
巻
に
「
維
新
」、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
「
大
阪
」
の

文
字
と
「
松
井
一
郎
知
事
・
維
新
の
会
幹
事
長
」
の
似
顔
絵
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、「
読
売
」（
11
・
12
・
22
）
で
は
、
中
央
政
界
の
諸
氏

を
手
玉
に
取
る
マ
ジ
シ
ャ
ン
橋
下
の
姿
に
「
維
新
の
会
」
と
ロ
ゴ
が
入
り
、キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
「「
中
央
」
の
威
信
（
傍
点
）
は
？
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
画
像
を
決
め
る
要
素
と
し
て
の
文
字
、
装
飾
、
背
景
等
、
画
の
中
の
諸
要
素
が
、
作
品
の
多
様
な
読
み
を
決
め
る
。
こ
う
し

た
要
素
で
あ
る
、
テ
レ
ビ
政
治
で
い
え
ば
「
ス
タ
イ
ル
」（Corner and Pels 2003

：45

）
あ
る
い
は
「
マ
ル
チ
モ
ダ
リ
テ
ィ
」（
藤
田

2006

、　Van Leeuw
en and Kress ,2006 

）
と
い
う
も
の
が
も
つ
意
味
合
い
を
考
慮
す
れ
ば
、
ま
た
、
政
治
一
コ
マ
漫
画
（political 

cartoons

）
が
も
つ
情
報
容
量
は
複
数
の
入
れ
子
構
造
を
必
要
と
す
る
（
茨
木1997

）
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、こ
の
「
毎
日
」
の
作
品
は
、「
橋

下
＝
維
新
」
が
あ
っ
て
こ
そ
中
央
政
界
が
関
心
・
懸
念
・
脅
威
感
を
得
、
か
つ
そ
の
後
迎
合
・
反
発
・
抑
圧
と
い
っ
た
態
度
に
出
る
こ
と
に

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
橋
下
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
地
方
政
党
を
使
っ
た
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
求
め
た
の
が
先
の
「
毎
日
」
の
新
聞
政

治
一
コ
マ
漫
画
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
橋
下
」
を
表
象
す
る
「
民
意
」、「
人
気
」
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、「
毎
日
」
が
「
行

列
の
で
き
る
た
こ
焼
き
屋
」（
11
・
12
・
23
）、「
恵
方
巻
を
行
列
し
て
大
阪
市
の
方
角
に
向
い
て
か
ぶ
り
つ
く
」（
12
・
2
・
3
）
の
二
点
を

掲
載
し
て
い
る
。
新
聞
一
コ
マ
漫
画
で
は
、そ
う
し
た
人
気
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
「
橋
下
」
個
人
の
姿
に
収
斂
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、「
既

成
プ
ー
ル
の
命
が
け
種
目　

消
費
税
ア
ッ
プ
ア
ッ
プ
」（「
読
売
」
12
・
4
・
10
）
で
は
、
消
費
税
プ
ー
ル
で
悪
戦
苦
闘
す
る
野
田
首
相
ら

既
成
政
党
を
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
冷
笑
す
る
橋
下
市
長
の
姿
を
描
く
。
そ
の
他
、「
人
気
」
と
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
を
収
斂
さ
せ
た
橋
下
市

長
（
代
表
）
の
姿
は
、
黒
船
（「
八
策
船
」）
の
旗
（「
読
売
」
12
・
2
・
11
）
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
作
品
に
表
れ
て
い
る
。
亀
井
静
香
前

国
民
新
党
代
表
が
、
国
民
新
党
の
玉
に
乗
っ
て
、
政
策
を
曲
芸
で
も
て
あ
そ
ぶ
奇
術
師
・
ピ
エ
ロ
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
画
に
お
い
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て
と
こ
ろ
の
背
景
と
し
て
怒
っ
て
い
る
姿
（「
読
売
」
12
・
2
・
21
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

　　

⑵
週
刊
誌
政
治
漫
画
と
「
橋
下
市
政
」

　

１
概
説

　
「
週
刊
ポ
ス
ト
」
が
一
点
、「
週
刊
朝
日
」
が
三
点
、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
が
二
点
の
計
六
点
が
調
査
対
象
期
間
中
に
抽
出
さ
れ
た
雑
誌
政

治
漫
画
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
（
一
コ
マ
漫
画
）
は
三
点
で
あ
っ
た
。（
本
稿
で
は
、
連
載
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
を
コ
ミ
ッ
ク

─
─
分
析
対
象
と
し
て
い
な
い
─
─
と
し
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
と
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
（
四
コ
マ
な
ど
比
較

的
コ
マ
数
の
少
な
い
マ
ン
ガ
）
を
位
置
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
ト
ー
ン
と
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
の
内
容
上
の
区
別
は
し
て

い
な
い
。）

　

テ
ー
マ
別
で
は
、
橋
下
市
長
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
指
導
力
を
、「
既
成
政
党
」
と
の
か
か
わ
り
で
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、

「
⑩　

そ
の
他
」
が
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
（
独
裁
・
専
制
君
主
）（「
週
刊
朝
日
」
12
・
1
・
20
）、「
⑨　

維
新
の
会
」「
船
中
八
策
」（「
週
刊

朝
日
」
12
・
3
・
2
）、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
さ
（「
週
刊
朝
日
」
12
・
2
・
17
）
を
、
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
、
独
裁
者
・

専
制
性
を
、
個
別
の
政
策
と
か
ら
め
て
描
く
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
①　

都
構
想
」（「
週
刊
ポ
ス
ト
」
12
・
1
・
13
／
20
）、「
③

君
が
代
・
日
の
丸
問
題
」（「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
12
・
4
・
1
）、「
④　

市
職
員
制
度
改
革
」（
公
務
員
い
じ
め
）（「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
12
・

4
・
22
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２
週
刊
誌
漫
画
と
他
メ
デ
ィ
ア

　

こ
れ
ら
週
刊
誌
漫
画
の
テ
ー
マ
は
、
新
聞
漫
画
や
週
刊
誌
、
新
聞
の
記
事
・
論
説
と
ど
の
よ
う
な
表
現
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
で
検
討
す
る
。
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⒈
（「
週
刊
朝
日
」
12
・
1
・
20
）：
橋
下
市
長
自
身
お
よ
び
所
属
政
党
の
影
響
力

　
「
お
な
じ
み
の
「
パ
ロ
デ
ィ
百
人
一
首
」
パ
ー
ト
２
で
…
」
と
作
者
が
画
像
内
で
語
っ
て
い
る
（
図
１
）
よ
う
に
、
元
歌
は
三
条
右
大
臣

の
「
名
に
し
お
は
ば　

逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら　

ひ
と
に
し
ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な
」
で
あ
る
。
形
式
上
、
文
化
的
ほ
の
め
か
し
の
レ
ト

リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
の
対
応
は
な
い
。
む
し
ろ
ほ
か
の
二
名
（「
天
衣
無
縫
・
融
通
無
碍
」
の
芸
風
を
も
つ
五
代
目
古
今

亭
志
ん
生
（1890-1973

）、
後
継
者
（
金
正
恩
）
の
行
く
末
を
案
じ
死
去
し
た
金
正
日
（1941-2011

））
と
並
列
し
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
独
裁
者
の
中
に
あ
る
天
衣
無
縫
さ
、
子
供
っ
ぽ
さ
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

独
裁
・
専
制
性
と
人
気
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し

て
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
こ

の
時
期
の
新
聞
漫
画
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
で

あ
る
。
前
述
し
た
「
毎
日
新
聞
」
掲
載
の
二
点

の
政
治
漫
画
（「
行
列
の
で
き
る
た
こ
焼
き
屋
」

（
11
・
12
・
23
）、「
恵
方
巻
を
行
列
し
て
大
阪

市
の
方
角
に
向
い
て
か
ぶ
り
つ
く
」（
12
・
2
・
3
））

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
橋
下
人
気
」
を
描

い
て
は
い
る
が
、
人
気
と
い
う
現
象
を
記
述
し
、

そ
れ
と
国
政
と
の
関
係
（
支
持
率
低
い
内
閣
や

支
持
政
党
な
し
が
多
数
を
占
め
る
現
実
）
に
言

及
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
人
気
の
原
因
に
つ

い
て
は
言
及
（
表
現
）
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

週
刊
誌
記
事
で
は
、
橋
下
市
長
の
「
子
供
っ
ぽ

（図1）
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さ
」
の
マ
イ
ナ
ス
面
（
幼
児
性
）
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
る
（「
橋
下
徹
氏
が
小
誌
〈
週
刊
文
春
〉
な
ど
を
名
指
し
て
「
バ
カ
」
連
発
」、

「
週
刊
文
春
」
12
／
3
、「
橋
下
徹
大
阪
市
長
の
品
格
を
問
う
」、「
週
刊
朝
日
」
5
／
25
）
な
ど
が
あ
る
が
、「
人
気
」
を
分
析
す
る
た
め
の

要
因
の
一
つ
と
し
て
み
な
す
と
い
う
視
点
は
見
出
し
に
は
出
て
こ
な
い
。

　

で
は
、
新
聞
の
「
論
説
」
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
、
社
説
や
コ
ラ
ム
で
は
な
く
、
投
書
欄
、
す
な
わ
ち
「
声
」「
か
た
え
く
ぼ
」（「
朝
日

新
聞
」）「
み
ん
な
の
広
場
」「
ふ
ん
す
い
塔
」（「
毎
日
新
聞
」）、「
気
流
」「
Ｕ
Ｓ
Ｏ
放
送
」（「
読
売
新
聞
」）
な
ど
や
、
各
紙
掲
載
の
川
柳
も

含
め
て
考
え
る
。
た
と
え
ば
、「
橋
下
徹
様
、
元
大
阪
住
民
よ
り
」（「
朝
日
新
聞
」「
声
」
西
部
版　

11
・
12
・
1
）
で
は
、
関
西
弁
を
使
い
、

子
供
に
諭
す
よ
う
に
し
て
、「
バ
カ
」
発
言
を
諫
め
、
知
事
時
代
の
公
約
無
視
、
弱
者
切
り
捨
て
を
批
判
し
て
い
る
。
人
気
そ
の
も
の
を
肯

定
し
て
は
い
な
い
が
、
橋
下
人
気
が
そ
の
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
発
言
で
は
あ
る
。
文
化
還
元
主
義
と
選
挙
結
果
分
析

に
「
橋
下
人
気
」
を
限
定
し
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
似
た
よ
う
な
と
ら
え
方
に
、「
読
売
新
聞
」
の
政
治
部
次
長
・
津
田
歩
氏
の
解
説

記
事
（「「
い
ち
び
り
」
か
「
市
振
り
」
か
」（
11
・
12
・
8
）：
東
京
）
が
あ
る
。「
い
ち
び
る
」
と
い
う
大
阪
こ
と
ば
は
、
子
供
が
調
子
に
乗
っ

て
騒
ぐ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
い
ち
び
り
」
は
ノ
リ
の
良
い
人
と
い
う
意
味
に
な
り
、
大
阪
の
有
権
者
の
閉
塞
感
と
相

俟
っ
て
橋
下
氏
の
市
長
当
選
の
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

上
記
か
ら
み
る
と
、
一
コ
マ
漫
画
の
内
容
に
お
い
て
、
そ
の
凝
集
性
な
ら
び
に
解
説
と
評
論
の
性
質
を
も
つ
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。

　
「
週
刊
朝
日
」（
12
・
1
・
20
）
が
描
い
た
橋
下
市
長
の
人
気
の
背
後
に
あ
る
子
供
っ
ぽ
さ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
「
独
裁
者
は
善
人
の
顔
を

し
て
や
っ
て
く
る
」
な
ら
ぬ
「
子
供
の
顔
を
し
て
や
っ
て
く
る
」
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
が
一
つ
の
芸
と
い
う
技
能
で
あ
る
（
岡
、

一
九
七
一
）
と
す
れ
ば
、
橋
下
市
長
の
こ
う
し
た
「
魅
力
」
も
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実

際
、「
維
新
の
会
」
に
集
ま
っ
て
く
る
人
々
に
は
様
々
な
思
惑
が
あ
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
（「
週
刊
文
春
」）。
橋
下
支
持
の
「
民
意
」

も
一
枚
岩
で
は
な
い
。「
政
策
の
内
容
は
と
も
か
く
」「
あ
の
人
な
ら
」
の
気
分
が
、
基
盤
と
な
っ
て
い
る
（
山
口
二
〇
一
〇
、
中
島　

宇
野
）。

し
た
が
っ
て
、
た
し
か
に
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
の
み
で
「
人
は
頼
っ
て
寄
っ
て
く
る
」
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
子
供
っ
ぽ
さ
」
が
「
親
し

み
や
す
さ
」
を
生
み
、
リ
ー
ダ
ー
の
資
質
の
構
成
要
素
に
な
る
と
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
が
こ
の
性
に
マ
ン
ガ
か
ら
示
唆
さ
れ
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よ
う
。

　

個
別
の
政
策
に
こ
の
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
が
投
影
さ
れ
る
と
、
容
易
に
「
独
裁
性
」「
専
制
性
」
に
転
化
す
る
。「
週
刊
ポ
ス
ト
」（
12
・

1
・
13
／
20
）
は
厳
密
に
は
橋
下
市
長
は
主
役
で
は
な
い
が
、
一
コ
マ
目
の
橋
下
市
長
の
描
写
が
彼
の
特
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
を
か
た
ど
っ
た
大
阪
市
の
市
章
付
き
の
帽
子
を
被
っ
た
橋
下
市
長
が
、「
大
阪
府
」
の
地
図
を
背
景
に
「
敬
礼
」（
ナ
チ
ス
式
で
は
な

い
が
）
を
し
て
い
る
。
ま
た
、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」（
12
・
4
・
1
）
で
は
、
二
コ
マ
目
に
校
長
役
で
、
校
長
役
で
登
場
し
て
、「
特
定
の
モ

デ
ル
は
い
ま
す
」
と
い
う
説
明
語
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
卒
業
式
に
お
け
る
教
員
の
君
が
代
斉
唱
状
況
を
監
視
し
て
い
た
こ
と
を
さ
ら
に

進
め
て
、
そ
の
模
様
を
ビ
デ
オ
録
画
し
て
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
「
専
制
性
」
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
さ
ら
に
、「
サ
ン
デ
ー

毎
日
」（
12
・
4
・
22
）
で
は
、（
大
阪
市
）
職
員
に
対
し
て
「
ワ
ン
マ
ン
社
長
」
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

⒉
大
阪
維
新
の
会
と
関
連
し
た
橋
下
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
：「
船
中
八
冊
」（「
週
刊
朝
日
」
12
・
2
・
17
）

　

こ
の
一
コ
マ
漫
画
は
、
一
月
末
に
橋
下
市
長
・
維
新
の
会
代
表
が
示
唆
し
た
「
大
阪
維
新
の
会
」
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
「
船
中
八
策
」（
維

新
八
策
）
─
─
三
月
一
〇
日
原
案
公
表
、
七
月
五
日
最
終
案
提
示
─
─
に
ひ
っ
か
け
て
「
時
の
人
」
八
名
に
そ
れ
ぞ
れ
当
人
に
は
な
い
も
の

を
補
っ
て
も
ら
う
た
め
に
「
読
ま
せ
る
」
書
籍
を
あ
げ
て
い
る
。（
田
中
直
紀
防
衛
大
臣
─
─
当
時
─
─
に
は
、
五
木
博
之
『
下
山
の
思
想
』

（
幻
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
一
年
）、
小
沢
一
郎
氏
に
は
、
山
路
徹
『
口
説
き
の
技
術
』（
角
川
書
店　

二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
読
ま
せ
て
い
る
）。

橋
下
氏
に
は
桐
生
典
子
『
え
え
か
っ
こ
し
い　

評
伝　

石
津
謙
介
』（
朝
日
新
聞
出
版
社
、二
〇
一
二
年
）
を
「
勧
め
て
」
い
る
。「
え
え
か
っ

こ
し
い
」
を
単
な
る
見
栄
張
り
だ
け
で
な
く
、
Ｖ
Ａ
Ｎ
を
創
設
し
た
石
津
氏
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
も
含
め
る
こ
と
で
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資

質
を
求
め
て
い
る
。
求
め
て
い
る
の
は
あ
る
意
味
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
行
動
の
自
制
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
維
新
の
会
の
代
表
と
首
長
の
兼

任
や
の
問
題
提
起
を
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
聞
・
週
刊
誌
で
は
、「
大
阪
維
新
の
会
」
は
、
個
別
の
問
題
は
別
と
し
て
、
中

央
進
出
に
よ
る
主
要
政
党
へ
の
脅
威
、
そ
れ
に
伴
う
中
央
政
界
批
判
や
政
界
変
動
の
要
因
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
首
長

と
代
表
や
委
員
長
を
兼
ね
る
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、

こ
れ
は
主
要
な
論
点
と
し
て
は
、
新
聞
・
週
刊
誌
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
異
質
な
─
─
あ
ま
り
可
視
化
さ
れ
な
い
─
─
視
点
を
こ
の
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作
品
が
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⒊
中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
（「
週
刊
朝
日
」
12
・
3
・
2
）

　
「
新
聞
漫
画
」
や
週
刊
誌
記
事
で
は
、
橋
下
市
長
や
維
新
の
会
に
対
す
る
「
⑧　

中
央
政
府
・
政
党
の
対
応
」
に
お
け
る
政
治
家
は
、
個

別
政
治
家
ご
と
か
十
把
一
絡
げ
で
扱
わ
れ
る
場
合
と
、
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、
与
野
党
第
一
党
の
党
首
・
閣
僚
と
は
異
な
っ
て
「
石
原
新
党
」

「
亀
井
新
党
」「
平
沼
新
党
」
と
い
う
新
党
結
成
の
文
脈
に
お
い
て
「
維
新
の
会
」
に
向
け
て
恭
順
、
融
和
、
拒
否
な
ど
の
様
々
な
対
応
を
す

る
場
合
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
後
者
に
位
置
す
る
が
、
擬
人
化
に
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
橋
下
市
長
を
「
何
で
も
吸
い
込
む
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ
「
強

力
ク
リ
ー
ナ
ー
」
に
擬
し
て
、
か
つ
「
ハ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
そ
の
専
制
性
・
独
裁
性
と
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
掃
除
機

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
象
徴
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
「
ハ
シ
ズ
ム
・
ク
リ
ー
ナ
ー
」
に
吸
引
さ
れ
る
客
体
は
、
石
原
慎
太
郎
都
知
事
、
亀
井
静
香
・
前
国
民
新
党
代
表
、
平
沼
赳
夫
・
た

ち
あ
が
れ
日
本
代
表
、
渡
辺
喜
美
・
み
ん
な
の
党
代
表
の
四
名
で
あ
る
。
彼
ら
を
語
る
の
に
「
頑
固
な
も
の
、
厄
介
な
も
の
、
骨
っ
ぽ
い
も

の
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
彼
ら
は
、
新
党
結
成
に
関
心
の
あ
る
人
た
ち
で
あ
り
、
民
主
・
自
民
に
比
し
て
「
第
三
極
」
を
構
成
せ

ん
と
す
る
橋
下
氏
の
勢
い
に
様
々
な
形
で
─
─
独
自
性
を
主
張
し
つ
つ
─
─
関
与
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
独
自
性
の
表
現
が
上
記
の
「
頑
固

…
、
厄
介
…
、
骨
っ
ぽ
い
…
」
で
あ
る
。
橋
下
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
、
石
原
氏
以
外
は
新
聞
・
週
刊
誌
記
事
で
は
あ
く
ま
で
客
体
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
つ
い
て
は
見
出
し
で
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
こ
の
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
で
は

─
─
モ
ノ
か
つ
塵
芥
と
し
て
で
は
あ
る
が
─
─
描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。

第
五
章
　
結
論
と
課
題

　

１　

結
論

　
「
橋
下
市
政
」
報
道
に
つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
ご
と
の
言
説
の
布
置
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
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提
示
し
た
仮
説
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
た
。

　

仮
説
①
「
雑
誌
・
新
聞
の
「
橋
下
市
政
」
報
道
に
は
差
異
が
あ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
記
事
に
お
い
て
は
、
新
聞
と
雑
誌
で
は
「
橋
下

市
政
」
報
道
の
下
位
項
目
に
つ
い
て
差
が
み
ら
れ
、
新
聞
は
「
地
元
志
向
」、
雑
誌
は
「
中
央
志
向
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
検
証
さ
れ

た
が
、
論
説
に
つ
い
て
は
、
新
聞
・
雑
誌
の
件
数
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
の
項
目
と
し
て
差
は
見
ら
れ
ず
、
検
証
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
新
聞
ご
と
、
雑
誌
ご
と
の
違
い
も
、
記
事
に
お
い
て
細
部
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
は
差
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
仮
説
①
は
記
事
に
の
み
検
証
さ
れ
た
。

　

仮
説
②
「
橋
下
市
政
」
を
描
く
漫
画
は
、
新
聞
・
雑
誌
と
異
な
る
視
点
を
持
つ
」
に
つ
い
て
は
、
新
聞
漫
画
は
、
人
気
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
「
橋
下
」
個
人
の
存
在
と
し
て
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
雑
誌
漫
画
は
、
上
記
の
人
気
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し

て
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
こ
の
二
点
は
新
聞
、
雑
誌
の
記
事
・
論
説
で
は
、
若
干
の
類
似
例
は
あ
る
も
の
の
、

見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
新
聞
・
雑
誌
漫
画
間
の
独
立
性
は
抽
出
で
き
ず
、
む
し
ろ
記
事
や
論
説
と
異
な
っ
た
視
点
は

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
仮
説
②
は
、
新
聞
・
雑
誌
と
の
比
較
の
み
検
証
で
き
た
。

　

２　

課
題

　

本
稿
は
、「
橋
下
市
政
」
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
さ
れ
る
性
質
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
程
度
関
与

す
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
い
く
つ
か
課
題
が
残
っ
た
。

　

第
一
に
、
全
体
像
の
把
握
に
焦
点
を
当
て
た
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
特
質
が
十
分
見
え
な
か
っ
た
。
個
々
の
事
例
に
お
け
る
言
説
の

構
築
過
程
を
よ
り
精
査
に
行
う
こ
と
と
、
政
策
過
程
分
析
で
用
い
る
様
な
枠
組
み
と
の
組
み
合
わ
せ
が
、
比
較
的
ミ
ク
ロ
な
分
析
を
志
向
す

る
言
説
分
析
や
内
容
分
析
と
マ
ク
ロ
な
政
策
の
分
析
を
つ
な
ぐ
手
立
て
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
漫
画
と
ほ
か
の
画
像
と
の
比
較
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
週
刊
誌
写
真
の
見
出
し
は
画
像
と
切
り
離
さ
れ
た
表
現
を
す
る
場
合
が

あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
文
や
記
事
見
出
し
と
の
親
和
性
が
高
い
。
ま
た
、
投
稿
川
柳
や
コ
ン
ト
、
投
書
が
も
つ
新
聞
記
事
・
論
説
と
の
整
合
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性
の
他
に
、
記
事
と
の
逸
脱
性
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漫
画
表
現
と
の
類
似
性
を
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
民
意
」
の
問
題
を
、
メ
デ
ィ
ア
が
描
く
「
民
意
」
の
実
態
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が
大
き
く
な
ろ
う
。

註⑴　
「
朝
日
新
聞
」
に
よ
れ
ば
、
橋
下
氏
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
関
連
さ
せ
た
記
事
が
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
二
六
件
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
も
す
で
に
、
二
〇
一
一
年
三
月
八
日
「（
二
〇
一
一
統
一
地
方
選
）
争
点
は
、
議
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
で
橋
下
＝
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
と
位
置
付
け
て
い
る
。「
読
売
新
聞
」
で
は
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
に
「
大
阪
都
構
想　

識
者
に
聞
く
」
の
中
で
村
上
弘
・
立
命
館
大
教
授
に
よ

る
言
及
が
あ
る
。

⑵　

こ
の
点
は
山
口
（
二
〇
一
〇
、一
七
七
─
一
七
九
）
も
指
摘
し
て
い
る
。　

　
「
政
治
的
判
断
」（
一
九
五
八
年
）
に
お
い
て
、
丸
山
は
政
治
に
失
望
す
る
の
は
政
治
に
過
度
の
期
待
を
か
け
る
か
ら
で
あ
り
、
政
治
は
「
悪
さ
加
減
」

の
選
択
で
あ
る
か
ら
、
地
道
に
粘
り
強
く
訴
え
か
け
て
い
く
こ
と
、
い
わ
ば
漸
進
主
義
的
な
政
治
的
思
考
と
行
動
を
求
め
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
を

求
め
る
、
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
度
の
期
待
を
か
け
る
こ
と
に
等
し
い
。
さ
ら
に
、「
政
治
的
判
断
」
と
は
、「
方
向
性

の
認
識
」
が
あ
っ
て
初
め
て
「
現
実
的
な
判
断
」
が
で
き
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
求
め
る
こ
と

は
、
そ
の
場
合
、
人
々
の
意
識
は
「
民
意
」
で
は
な
く
、「
大
衆
の
気
分
」
に
堕
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑶　

週
刊
誌
に
お
い
て
は
、
発
行
日
と
発
売
日
が
お
よ
そ
二
週
間
ほ
ど
す
れ
る
。
そ
の
た
め
、
掲
載
記
事
が
半
月
遅
れ
の
可
能
性
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、

Ｊ
Ｍ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
二
〇
一
二
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
印
刷
部
数
公
表
（
算
定
期
間
中
に
発
売
さ
れ
た
一
号
あ
た
り
の
平
均
印
刷
部
数
）
は
、「
週

刊
文
春
」（698,834

部
）、「
週
刊
新
潮
」（577,718

部
）、「
週
刊
現
代
」（551,012

部
）、「
週
刊
ポ
ス
ト
」（457,667

部
）、「
週
刊
朝
日
」（215,350

部
）、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」（125,459

部
）
で
あ
る
。

⑷　

こ
の
あ
た
り
は
、
週
刊
誌
が
役
割
を
肩
代
わ
り
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
橋
下
・
松
井
の
個
人
へ
の
醜
聞
、
維
新
の
会
の
名
簿
流
出
（「
週

刊
ポ
ス
ト
」
８
／
10
）
な
ど
が
、
バ
ッ
シ
ン
グ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
調
査
期
間
の
制
約
上
本
稿
で
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
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⑸　

た
だ
し
五
月
発
行
日
の
週
刊
誌
に
限
定
し
た
た
め
、
調
査
期
間
中
の
週
刊
誌
に
は
、
五
月
末
の
近
畿
圏
の
首
長
の
「
態
度
変
容
」
に
つ
い
て
の
記
述

は
み
ら
れ
な
い
。

⑹　

本
稿
で
引
用
す
る
表
記
に
つ
い
て
は
、
週
刊
誌
は
「
誌
名
（
本
文
中
に
あ
る
と
き
は
省
略
）、
月
／
日
（
発
行
日
）」、
新
聞
は
「
紙
名
（
本
文
中
に

あ
る
と
き
は
省
略
）、
西
暦
下
２
桁
・
月
・
日
」
と
す
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
（Tea Party M

ovem
ent

）
に
は
、そ
の
名
が
一
七
七
三
年
の
ボ
ス
ト
ン
茶
会
事
件
（Boston 

Tea Party

）
に
由
来
す
る
と
と
も
に
、
税
金
は
も
う
た
く
さ
ん
だ 

（Taxed Enough Already

）
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動

は
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
景
気
低
迷
・
経
済
停
滞
に
対
応
す
る
経
済
の
立
て
直
し
や
、
破
綻
寸
前
の
企
業
・
個
人

救
済
の
た
め
の
大
規
模
な
財
政
支
出
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
政
府
に
よ
る
市
場
介
入
と
政
府
規
模
の
拡
大
、
さ
ら
に
保
険
購
入
義
務
化
を
掲

げ
る
医
療
保
険
制
度
改
革
法
へ
の
反
動
と
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
⑴

。
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
支
持
者
は
、
彼
ら
の
理
念
を

主
張
す
る
に
当
た
り
憲
法
に
強
く
依
拠
す
る
と
同
時
に
、
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
憲
法
を
持
ち
歩
い
て
憲
法
条
文
を
復
唱
・
暗
記
す
る
な
ど
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
憲
法
条
文
を
解
釈
・
理
解
す
る
に
際
し
て
、
原
意
主
義
（originalism

）
の
解
釈
方
法
を
採
用
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
⑵

。

例
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ォ
ー
リ
ー
（Elizabeth Price Foley

）
は
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
原
理
の
一
つ
が
原
意
主
義
に
も
と

づ
く
解
釈
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
し
⑶

、
レ
ベ
ッ
カ
・
ジ
ー
ト
ロ
ウ
（Rebecca E. Zietlow

）
は
、「
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
指
導

者
た
ち
は
原
意
主
義
を
擁
護
し
て
き
た
し
、
中
核
的
な
原
則
の
一
つ
と
し
て
憲
法
へ
の
原
意
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
き
た
」
⑷

と

述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
に
鑑
み
て
、
本
稿
で
は
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
と
原
意
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
と
原
意
主
義

団　

上　

智　

也

─
両
者
の
共
通
項
と
乖
離
点
─
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る
。
も
し
、
原
意
主
義
が
何
ら
か
の
形
で
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
運
動

が
他
の
市
民
運
動
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
憲
法
論
的
な
基
礎
付
け
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
お
よ

び
そ
れ
を
支
え
る
憲
法
理
論
と
し
て
の
原
意
主
義
の
将
来
が
開
か
れ
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
⑸

。

　

ま
ず
、
原
意
主
義
と
い
う
憲
法
解
釈
方
法
論
の
意
味
内
容
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

二
、
原
意
主
義
の
意
義

　

原
意
主
義
と
は
、
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
官
が
と
る
べ
き
憲
法
解
釈
の
方
法
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
解
釈
に
お
い

て
裁
判
官
は
、
憲
法
の
制
定
時
に
憲
法
制
定
者
が
意
図
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
理
解
し
て
い
た
憲
法
の
意
味
を
探
求
し
、
そ
の
意
味
に
基
づ

い
て
の
み
眼
前
の
事
件
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
憲
法
解
釈
方
法
論
の
こ
と
で
あ
る
⑹

。こ
の
理
論
は
、ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト（W

arren 

Court

）
や
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
（Burger Court

）
に
お
い
て
修
正
第
一
四
条
や
修
正
第
九
条
が
広
義
に
解
釈
さ
れ
た
結
果
、
あ
ま
り
に

リ
ベ
ラ
ル
過
ぎ
た
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
提
唱
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
初
期
の
原
意
主
義
論
者
で

あ
る
と
共
に
裁
判
官
で
も
あ
っ
た
ラ
オ
ウ
ル
・
バ
ー
ガ
ー
（Raoul Berger

）
は
、
そ
の
著
『
司
法
に
よ
る
政
治
』 （Governm

ent By 

Judiciary

）（
一
九
七
七
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
三
九
合
衆
国
議
会
に
お
け
る
議
論
と
関
連
す
る
歴
史
資
料
を
精
査

し
た
結
果
、
修
正
第
一
四
条
の
本
来
の
目
的
は
、
そ
の
当
時
基
本
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
権
利
（
契
約
の
締
結
、
財
産
の
保
持
、
法
の
平
等

な
利
益
を
享
受
す
る
権
利
等
）
を
黒
人
に
も
保
障
し
よ
う
と
し
た
一
八
六
六
年
の
公
民
権
法
（Civil Rights Act of 1866

）
に
憲
法
的
な

基
礎
付
け
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
⑺

。
つ
ま
り
、
平
等
保
護
条
項
（equal protection clause

）
は
黒
人
に
対
す
る

差
別
的
な
立
法
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
（due process clause

）
は
司
法
手
続
き
に
お
け
る
差

別
を
禁
ず
る
純
粋
に
手
続
き
的
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
見
ら
れ
た
よ
う
な

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
違
憲
判
決
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
本
来
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
権
限
を
超
え
た
も
の

で
あ
り
、
裁
判
官
の
政
策
的
判
断
を
組
み
込
ん
だ
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
の
改
変
は
、
司
法
部
に
よ
る
権
力
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の
簒
奪
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
違
憲
で
あ
る
。
制
限
さ
れ
た
政
府
と
い
う
憲
法
の
基
本
原
則
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
権
力
の
制
限
が
肝
要

な
の
で
あ
り
、
裁
判
所
と
い
え
ど
も
こ
の
原
則
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
憲
法
の
内
容
を
変
更
す
る
と
い
う
権
限
は
裁
判
所
に
は

与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
憲
法
に
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
修
正
手
続
き
に
則
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
⑻

。
バ
ー
ガ
ー
に

よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
者
の
意
図
が
明
白
で
憲
法
の
文
言
の
意
味
が
特
定
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
意
図

が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
文
言
自
体
が
漠
然
と
し
て
意
味
が
不
明
瞭
な
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
個
人
的
な
選
好
が
判
決
に
紛
れ
込
む
こ
と
を

防
ぐ
べ
く
解
釈
を
回
避
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ガ
ー
の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
司
法
部
の
自
制
を
担
保
す
る
た
め
に

憲
法
制
定
者
の
意
図
に
よ
っ
て
裁
判
官
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
点
が
、
原
意
主
義
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
に
も
、
ア
ー
ル
・
モ
ル
ツ

（Earl M
altz

）
は
「
裁
判
官
は
、関
連
す
る
憲
法
規
定
に
関
し
て
、憲
法
制
定
者
の
意
図
に
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
⑼

と
述
べ
、ロ
バ
ー
ト
・

ボ
ー
ク
（Robert H

. Bork

）
裁
判
官
も
「
憲
法
制
定
者
の
意
図
こ
そ
が
憲
法
判
断
の
唯
一
の
正
当
な
基
盤
で
あ
る
」
⑽

と
主
張
し
て
い
る
。

　

で
は
何
故
、
裁
判
官
の
自
制
を
求
め
る
の
に
憲
法
制
定
者
の
意
図
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ミ
ー
ス
（Edw

in M
eese 

III

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
三
点
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
第
一
点
は
、
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
順
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
争
い
か

ら
憲
法
を
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
言
う
に
は
、「
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
偏
向
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
原
則
を
憲
法
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。」
⑾

す
な
わ
ち
、
憲
法
そ
の
も
の
へ
の
忠
誠
を

保
つ
解
釈
方
法
と
し
て
、
原
意
主
義
は
現
在
係
争
中
の
政
治
問
題
か
ら
裁
判
所
を
中
立
の
立
場
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
⑿

。

第
二
に
、
民
主
政
の
擁
護
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
理
解
さ
れ
て
い
た
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
憲
法
条
文
を
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
条
文
を
制
定
・
批
准
し
た
民
主
的
多
数
派
の
永
続
的
で
普
遍
的
な
意
思
を
裁
判
官
は
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
⒀

。

第
三
点
と
し
て
、
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
重
視
す
る
原
意
主
義
に
よ
り
、「
不
変
か
つ
法
的
に
拘
束
力
を
持
つ
意
味
を
有
す
る
文
書
」
と
し

て
憲
法
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ー
ス
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
憲
法
の
主
要
な
目
的
は
、
一
時
的
な
熱
狂
や
熱
情
が
基
本

的
な
価
値
や
原
理
に
置
き
換
わ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
が
、
制
憲
者
の
意
図
か
ら
離
れ
た
憲
法
解
釈
は
憲
法
の
永
続
性
を
損
な
う
恐
れ

が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
言
う
に
は
、「
憲
法
制
定
者
の
意
図
に
よ
る
制
約
を
裁
判
所
が
感
じ
な
い
時
に
問
題
が
生
じ
る
。
そ
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の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
は
憲
法
に
（
内
容
を
）
付
け
加
え
た
り
、
ま
た
は
（
憲
法
条
文
を
）
無
視
し
た
り
す
る
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
は
し
ば
し
ば
、
自
ら
が
行
っ
て
き
た
こ
と
を
正
当
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
彼
ら

が
憲
法
以
外
に
も
（
解
釈
基
準
と
な
る
）
伝
統
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
統
と
は
、
原
理
や

意
味
が
成
文
の
文
書
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
司
法
部
の
判
断
で
た
や
す
く
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。」
⒁

要
す
る
に
、
原

意
主
義
は
、
一
過
性
に
過
ぎ
な
い
裁
判
官
の
政
治
的
見
解
を
解
釈
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
や
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
価
値

や
原
理
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
⒂

。

　

と
こ
ろ
で
、
か
ね
て
よ
り
原
意
主
義
は
保
守
的
な
憲
法
解
釈
方
法
論
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
理
論
が
ウ
ォ
ー
レ
ン
・

コ
ー
ト
や
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
の
リ
ベ
ラ
ル
な
判
決
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
が
理
由
で
は
な
い
。
保
守
を
強
く
標
榜
し
て
い
た
共
和

党
レ
ー
ガ
ン
政
権
（Reagan Adm

inistration

）
下
に
お
い
て
、
政
権
の
正
当
な
憲
法
解
釈
方
法
と
し
て
唱
道
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
要

素
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
五
年
七
月
九
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
（Am

erican Bar Association

）

の
会
合
に
お
い
て
、
当
時
の
司
法
長
官
で
あ
っ
た
ミ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
憲
法
制
定
者
の
意
図
と
い
う
法
学
を
要
求
す

る
こ
と
が
当
政
権
の
政
策
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
提
起
し
参
加
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
司

法
判
断
の
唯
一
信
頼
で
き
る
指
針
と
し
て
、
憲
法
条
文
の
本
来
の
意
味
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
よ
う
努
力
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。」
⒃

そ
し
て

彼
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
を
回
想
し
た
論
文
に
お
い
て
も
原
意
主
義
に
言
及
し
て
い
る
。「
お
そ
ら
く
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
も
っ
と
も
重
要
な

業
績
は
、
憲
法
制
定
者
に
よ
る
理
解
と
い
う
法
学
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
レ
ー
ガ
ン
の
指
導
の
下
、
憲
法
制
定
者
に
よ
る
意
図

と
い
う
法
学
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
私
の
責
務
で
あ
っ
た
。」
⒄

ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
、
原
意
主
義
が
保
守
的
な
理
論
と
看
做
さ
れ

る
別
の
要
素
と
し
て
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
レ
ー
ン
ク
イ
ス
ト
（W

illiam
 H

. Rehnquist

）、
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ス
カ
ー
リ
ア
（Antonin 

Scalia

）、
ク
ラ
レ
ン
ス
・
ト
ー
マ
ス
（Clarence Thom

as

）
と
い
っ
た
原
意
主
義
者
と
目
さ
れ
て
い
る
裁
判
官
が
、
保
守
的
な
政
治
的
心

情
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
⒅

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
保
守
的
な
憲
法
解
釈
論
と
し
て
登
場
し
て
き
た
原
意
主
義
と
、
同
じ
よ
う
に
保
守
的
な
主
張
を
行
う
テ
ィ
ー
パ
ー
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テ
ィ
ー
運
動
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
理
念
と
原
意
主
義

の
共
通
項
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
と
思
う
。

三
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
理
念
と
原
意
主
義
の
共
通
項

　

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
理
念
の
中
核
は
、
個
人
の
自
由
、
自
由
市
場
経
済
、
減
税
、
制
限
さ
れ
た
政
府
⒆

、
お
よ
び
州
権
の
尊
重
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
主
張
す
る
に
際
し
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
活
動
家
た
ち
は
、
憲
法
を
そ
の
政
治
哲
学
の
基
盤
と
し
て
引
用
す
る
⒇

。
な

ぜ
な
ら
ば
、
市
場
経
済
に
介
入
し
、
企
業
・
個
人
を
救
済
す
る
た
め
の
資
金
源
と
し
て
増
税
す
る
政
府
は
、
制
限
さ
れ
た
政
府
と
い
う
原
則

に
背
く
う
え
、
州
権
を
侵
害
し
、
個
人
の
自
由
を
も
脅
か
す
存
在
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
憲
法
お
よ
び
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
価
値
や
原
理
に

反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
の
破
壊
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
道
に
踏
み
込
ん
だ
合
衆
国
を
回
復
す
る
た

め
に
は
、憲
法
制
定
者
が
考
案
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
憲
法
に
立
ち
戻
り
憲
法
の
精
神
を
よ
み
が
え
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、テ
ィ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
の
活
動
家
た
ち
は
考
え
る
の
で
あ
る
�

。
一
例
と
し
て
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た

サ
ラ
・
ペ
イ
リ
ン（Sarah Palin

）は
、「
我
々
は
、
建
国
者
や
建
国
の
文
書
（
憲
法
）
が
意
味
し
て
い
た
も
の
に
立
ち
返
る
べ
き
で
あ
る
」�

と
主
張
し
て
い
る
。
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
支
持
者
に
と
っ
て
、
連
邦
政
府
の
規
模
と
機
能
の
拡
大
方
向
へ
の
変
化
は
望
ま
し
か
ら
ぬ

も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
基
本
的
原
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
は
、
ア
メ
リ
カ
の
性
格
を

形
成
す
る
基
本
原
理
を
憲
法
の
中
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
の
原
理
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
を
破
滅
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き

る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
�

。
こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
多
く
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
団
体
の
主
張
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、

フ
リ
ー
ダ
ム
ワ
ー
ク
ス
（Freedom

 W
orks

）
代
表
の
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ー
ミ
ー
（D

ick Arm
ey

）
と
マ
ッ
ト
・
キ
ブ
（M

att Kibbe

）
の

共
著
『
我
ら
に
自
由
を
：
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
の
約
束
』 （Give U

s Liberty: A Tea Party M
anifesto

）
の
中
の
第
四
章
「
我
ら
が
表
わ
す

も
の
」("W

hat W
e Stand For")

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
①
．
憲
法
は
良
い
政
府
の
青
写
真
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
何
よ
り
も
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
は
政
府
に
お
け
る
憲
法
上
の
原
則
を
回
復
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
我
々
の
国
家
は
自
由
を
確

信
し
て
お
り
、
集
団
や
特
殊
利
益
団
体
の
権
利
で
は
な
く
、
個
人
の
生
命
・
自
由
及
び
幸
福
追
求
と
い
う
不
可
譲
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
に
専
念
し
て

き
た
。
憲
法
の
奇
跡
は
、
制
限
さ
れ
た
政
府
と
個
人
的
自
由
の
保
護
へ
の
専
念
と
い
う
単
純
な
特
質
に
あ
る
。

　

我
々
の
建
国
の
父
た
ち
は
、
高
圧
的
な
連
邦
政
府
か
ら
個
人
を
守
る
た
め
、
私
有
財
産
と
法
の
支
配
に
基
づ
く
憲
法
体
制
を
考
案
し
た
の
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
人
の
自
由
は
、
創
造
主
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
個
人
的
権
利
に
基
づ
い
て
お
り
、
憲
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
と
り
わ
け
、
我
々

に
家
族
を
養
わ
せ
、
自
身
の
幸
福
を
追
求
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
経
済
的
自
由
で
あ
る
。
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
市
民
は
、
夢
を
追
い
家

族
を
養
育
す
る
の
に
個
人
的
及
び
経
済
的
自
由
を
活
用
し
て
き
た
。
そ
の
道
に
沿
っ
て
、
我
々
は
、
繁
栄
す
る
国
家
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

富
は
偶
然
な
ど
で
は
な
く
、
自
由
の
直
接
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　

大
き
な
政
府
を
唱
道
す
る
者
は
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
…
二
〇
一
〇
年
に
成
立
し
た
医
療
保
険
法
の
下
で
、
政
府
は
、
望
も
う
と
望
ま
な

い
と
に
関
わ
ら
ず
全
て
の
個
人
に
政
府
承
認
の
保
険
を
購
入
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
政
府
は
、
私
の
体
で
は
な
く
、
私
の
自
由
を
守
る
こ
と
に
専
念

す
べ
き
で
あ
る
。

　

建
国
者
た
ち
は
、
正
し
く
必
要
な
こ
と
の
み
を
行
う
政
府
を
案
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
残
余
は
州
と
個
人
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
…

　

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
は
、
単
に
放
っ
て
お
い
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
我
々
人
民
が
憲
法
を
通
じ
て
委
任
し
た
権
限

の
み
を
行
使
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

②
．
自
由
な
社
会
で
は
、
行
動
が
結
果
を
も
た
ら
す
。

　

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
第
二
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
個
人
的
責
任
の
喚
起
で
あ
る
。
建
国
の
文
書
は
、
個
人
が
自
身
の
夢
を
追
い
、
自
身
の
成
功
と

失
敗
に
責
任
を
抱
か
せ
る
よ
う
制
度
設
計
し
て
い
る
。
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
結
果
の
平
等
で
は
な
く
、
機
会
の
平
等
を
重
視
す
る
。
我
々
に
と
っ
て
、

集
団
以
上
に
個
人
の
権
利
が
全
て
な
の
で
あ
る
。
…

　

③
．
連
邦
政
府
は
支
出
中
毒
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

事
実
上
す
べ
て
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
集
会
で
見
ら
れ
る
第
三
の
テ
ー
マ
は
、
政
府
が
あ
ま
り
に
多
く
を
支
出
す
る
一
方
で
、
不
公
平
に
も
我
々
の

子
供
や
孫
に
そ
の
ツ
ケ
を
払
わ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
活
動
家
た
ち
は
、
市
場
の
見
え
ざ
る
手
の
反
対
が
政
府
の
見
え
ざ
る
足
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
政
府
に
よ
り
支
出

さ
れ
た
全
て
の
ド
ル
は
、
民
間
部
門
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
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今
日
の
支
出
は
明
日
の
税
金
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
が
支
出
に
抗
議
す
る
時
は
い
つ
で
も
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
お
り
、
将
来
の
課
税
に
反
対

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
税
金
が
高
く
な
る
に
つ
れ
我
々
の
生
活
水
準
は
低
下
し
、
市
民
に
残
さ
れ
る
選
択
肢
と
夢
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

④
．
我
々
の
肥
大
化
し
た
官
僚
機
構
は
巨
大
す
ぎ
て
維
持
で
き
な
い
。

　

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
活
動
家
に
共
通
し
て
い
る
第
四
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
政
府
が
あ
ま
り
に
大
き
く
か
つ
侵
略
的
に
成
長
し
て
き
た
と
い
う
理
解
で

あ
る
。
…

　

民
間
部
門
と
政
府
の
関
係
は
、
馬
と
騎
手
の
関
係
に
似
て
い
る
。
勝
利
を
も
た
ら
す
組
み
合
わ
せ
は
、
敏
捷
か
つ
軽
量
な
騎
手
と
強
力
で
駿
足
の
馬
で

あ
る
。
騎
手
が
あ
ま
り
に
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
上
に
馬
が
飢
え
て
い
る
場
合
、
遂
に
は
、
騎
手
の
重
み
で
馬
は
潰
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

肥
大
化
し
た
公
的
部
門
は
、
極
め
て
必
要
な
資
本
投
資
を
民
間
部
門
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
。
資
本
は
肥
料
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
が

民
間
部
門
に
広
が
れ
ば
経
済
は
成
長
す
る
が
、
政
府
に
齎
さ
れ
る
と
よ
り
多
く
の
政
府
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
…
」
�

　

他
に
も
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
・
パ
ト
リ
オ
ッ
ツ
（Tea Party Patriots

）
は
「
我
ら
の
使
命
」
と
し
て
「
財
政
責
任
、
憲
法
上
制
限
さ

れ
た
政
府
、
及
び
自
由
市
場
と
い
う
ア
メ
リ
カ
建
国
の
理
念
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
」
�

と
宣
言
し
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
・
エ
ク
ス
プ

レ
ス
（Tea Party Express

）
は
、「
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
の
価
値
観
を
擁
護
す
る
と
共
に
、ア
メ
リ
カ
を
『
丘
の
上
の
輝
け
る
都
市
』（"shining 

city on a hill"

）
に
し
た
憲
法
の
理
念
に
こ
の
国
を
回
帰
さ
せ
る
、
保
守
派
の
候
補
者
お
よ
び
大
義
を
特
定
し
、
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
し
て
、「
財
政
的
救
済
措
置
の
中
止
、
政
府
規
模
の
縮
減
と
政
府
介
入
の
抑
制
、
増
税
阻
止
、
オ
バ
マ
ケ
ア
廃
止
、
放
埓
な
政
府

支
出
の
停
止
、ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
へ
の
回
帰
」と
い
う
六
つ
の
理
念
を
表
明
し
て
い
る
�

。
さ
ら
に
、テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
・
ネ
ー
シ
ョ
ン（Tea 

Party N
ation

）
は
、「
建
国
の
父
た
ち
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
神
授
の
個
人
的
自
由
を
望
む
同
志
か
ら
な
る
参
加
者
主
体
の
団
体
で
あ
り
、

我
々
は
、
制
限
さ
れ
た
政
府
、
表
現
の
自
由
、
修
正
第
二
条
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
隊
、
国
境
と
国
家
の
安
全
の
重
要
性
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
」�

と
主
張
し
、
一
七
七
六
年
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
（1776 Tea Party

）
は
、「
憲
法
を
本
質
的
に
保
守
的
な
も
の
と
し
て
擁
護
す
る
。
我
々
は
、

道
に
迷
っ
た
人
々
に
と
っ
て
の
灯
台
、
す
な
わ
ち
建
国
の
父
た
ち
の
元
々
の
意
図(original intentions)

へ
の
道
程
を
照
ら
し
出
す
光
と

し
て
奉
仕
す
る
」
と
宣
言
し
、
そ
の
中
核
的
理
念
と
し
て
政
府
の
規
模
縮
小
、
国
家
予
算
の
均
衡
、
赤
字
支
出
の
廃
止
、
財
政
的
救
済
と
景
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気
刺
激
策
の
撤
回
、
減
税
、
お
よ
び
政
府
拡
大
の
阻
止
等
を
謳
っ
て
い
る
�

。

　

以
上
、
代
表
的
な
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
団
体
の
主
張
を
概
観
し
た
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
お
よ
び
憲
法
制
定
者

へ
の
言
及
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
一
七
七
六
年
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、「
建
国
の
父
た
ち
の
元
々
の
意
図
」
と
は
っ

き
り
憲
法
制
定
者
の
意
図
に
依
拠
す
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
憲
法
へ
の
回
帰
を
標
榜
す
る
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
理

念
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
や
憲
法
制
定
者
に
言
及
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
憲
法
と
憲
法
制
定
者
の
双
方
を
重
視
す
る
と

い
う
点
で
、
心
情
的
に
原
意
主
義
と
共
通
す
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
情
的
親
和
性
は
、

両
者
に
よ
る
変
化
へ
の
抵
抗
と
い
う
点
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
原
意
主
義
は
憲
法
の
永
続
性
・
連
続
性
を
担
保
し
よ
う

と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
そ
れ
は
換
言
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
の
意
味
が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
�

。
他
方
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
国
家
の
原
点
回
帰
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、「
社
会
変
化
を
求

め
る
理
念
の
創
造
者
で
は
な
い
」
�

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
変
化
し
つ
つ
あ
る
米
国
社
会
に
異
を
唱
え
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
両
者
の

性
格
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
強
い
共
通
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
共
通
項
が
本
当
に
実
質
を
伴
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
支
持
者
が
憲
法
解
釈
方
法

論
と
し
て
の
原
意
主
義
を
理
解
し
た
う
え
で
、
憲
法
や
憲
法
制
定
者
に
言
及
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
分
析
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
実
際
の
行
動
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

四
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
憲
法
解
釈
に
み
ら
れ
る
問
題
点
─
原
意
主
義
と
の
乖
離

　

先
述
し
て
き
た
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
理
念
が
最
大
の
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
三
日
に
成
立
し
た
医
療
保
険

制
度
改
革
法
（The Patient Protection and Affordable Act

、
以
下
、
オ
バ
マ
ケ
ア
と
呼
ぶ
）
の
廃
止
・
撤
廃
で
あ
る
。
オ
バ
マ
ケ
ア

と
は
、
国
民
皆
保
険
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
個
人
に
私
的
健
康
保
険
の
購
入
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
政

府
承
認
の
健
康
保
険
を
購
入
し
な
い
場
合
に
は
、
年
収
の
二
・
五
％
を
上
限
と
す
る
罰
金
が
科
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
オ
バ
マ
政
権
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（O
bam

a Adm
inistration

）
に
よ
れ
ば
、
個
人
に
保
険
購
入
を
義
務
付
け
る
の
は
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
八
節
第
三
項
の
通
商
条
項

（com
m

erce clause

）
に
根
拠
が
あ
り
、
罰
金
の
賦
課
も
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
八
節
第
一
項
の
課
税
権
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
支
持
者
は
、
保
険
購
入
の
義
務
化
は
通
商
条
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
連
邦
議
会
の
権
限
に
は

含
ま
れ
ず
権
限
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
罰
金
の
徴
収
も
税
金
で
は
な
い
の
だ
か
ら
課
税
権
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
す

る
。
こ
の
オ
バ
マ
ケ
ア
の
合
憲
性
を
巡
っ
て
二
六
の
州
が
訴
訟
を
起
こ
し
、
下
級
審
で
は
合
憲
、
違
憲
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
が
出
さ
れ
た
た
め
、

連
邦
最
高
裁
判
所
に
訴
訟
が
持
ち
込
ま
れ
、
今
年
の
三
月
二
六
日
か
ら
二
八
日
ま
で
の
三
日
間
、
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
六
月

二
八
日
に
最
高
裁
に
お
い
て
判
決
が
下
さ
れ
、
オ
バ
マ
ケ
ア
は
五
対
四
と
い
う
僅
差
で
合
憲
と
さ
れ
た
。
ロ
バ
ー
ツ
最
高
裁
長
官
（Chief 

Justice John Roberts

）
は
、
医
療
保
険
を
購
入
し
て
い
な
い
国
民
に
対
し
て
罰
金
を
課
す
こ
と
は
税
金
と
し
て
合
理
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
憲
法
は
こ
の
よ
う
な
税
金
を
認
め
て
い
る
た
め
、
保
険
購
入
義
務
付
け
は
合
憲
と
判
示
し
た
の
で
あ
っ
た
�

。
こ
こ

で
は
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
主
張
と
原
意
主
義
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
ご
く
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
最
初
に
、

通
商
条
項
の
内
容
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

（
１
）
内
容
面
：
通
商
条
項
解
釈
の
問
題

　

合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
八
節
第
三
項
で
は
、「
連
邦
議
会
は
、
諸
外
国
と
の
通
商
、
州
際
通
商
お
よ
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
と
の
通
商
を

規
制
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
保
険
購
入
の
義
務
化
が
通
商

条
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
連
邦
議
会
の
権
限
に
は
含
ま
れ
ず
、
そ
の
権
限
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
条
項
を
狭
義

に
解
釈
す
る
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
通
商
条
項
の
目
的
は
、
市
民
が
あ
る
州
か
ら
他
の
州
へ
商
品
を
交
換
し
た
り
通
商
し

た
り
す
る
方
法
を
規
制
し
た
り
、
州
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
国
内
通
商
へ
の
障
壁
を
除
去
し
た
り
、
国
内
経
済
や
外
国
貿
易
の
増
進
目
的
で

外
国
と
の
商
品
の
や
り
取
り
を
規
制
す
る
規
則
を
制
定
す
る
権
限
を
議
会
に
与
え
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
�

。

し
か
し
な
が
ら
、
通
商
条
項
に
関
す
る
解
釈
に
関
し
て
は
、
建
国
期
に
お
い
て
は
、
緩
や
か
な
広
義
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
つ
の
参
考
事
例
と
し
て
、
一
七
九
一
年
の
合
衆
国
銀
行
設
立
に
関
す
る
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
（Thom

as Jefferson

）
と
ア
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レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
（Alexander H

am
ilton

）
の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
憲
法
は
、

憲
法
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
委
ね
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
権
限
の
全
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
お
よ
び
人
民
に
留
保

さ
れ
る
と
い
う
原
則
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
合
衆
国
銀
行
を
設
立
す
る
権
限
は
連
邦
議
会
に
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の

も
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
権
限
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
権
限
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
合
衆
国
銀
行
の
設
立
は
、
課
税
で
も

な
く
、
金
銭
の
貸
借
で
も
な
く
、
通
商
規
制
に
あ
た
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
権
限
は
、
課
税
権
に
も
第

一
条
第
八
節
第
一
八
項
（
包
括
的
立
法
権
）
の
「
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
、
必
要
に
し
て
適
切
な
す
べ
て
の
法
律

を
制
定
す
る
権
限
」
に
も
含
ま
れ
な
い
。
も
し
、「
必
要
に
し
て
適
切
な
」
と
い
う
文
言
に
幅
広
い
自
由
な
解
釈
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
議

会
は
そ
の
権
限
の
境
界
線
を
越
え
る
こ
と
に
な
り
、無
制
限
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、し
た
が
っ

て
、
通
商
条
項
を
通
じ
て
立
法
権
を
拡
張
す
る
よ
う
な
解
釈
は
容
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
張
に
対
し
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
列
挙
さ
れ
た
権
限
に
含
ま
れ
な
い
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
全
て
の
政
府
が
権
限
の
委
譲
か
ら
な
る
と
い

う
共
和
主
義
の
原
則
の
帰
結
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
主
張
を
原
則
的
に
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
場
合
に
ど
こ
ま
で
の
権
限
が
移

譲
さ
れ
て
い
る
か
は
、
政
策
に
関
す
る
一
般
原
理
と
政
府
の
一
般
目
的
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
の
個
々
の
規
定
に
適
切
な
推
論
と
解

釈
を
加
え
る
必
要
性
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
際
、
権
限
に
は
、
含
意
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
と
明
記
さ
れ
た
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
の

両
者
と
も
移
譲
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
合
衆
国
銀
行
を
設
立
す
る
権
限
は
含
意
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
明
記
さ
れ
た
権
限
と
同
様
に
連
邦
議
会
は
そ
の
執
行
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

結
果
的
に
、
通
商
条
項
に
つ
い
て
の
広
義
か
つ
柔
軟
な
解
釈
を
前
提
と
す
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
見
解
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領

（President George W
ashington

）
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
合
衆
国
銀
行
の
設
立
が
決
定
さ
れ
た
�

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
合

衆
国
銀
行
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
一
八
一
九
年
の
マ
ッ
カ
ロ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
事
件（M

cCulloch v. M
aryland

）�
に
お
い
て
も
ジ
ョ

ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（John M

arshall

）
最
高
裁
長
官
の
意
見
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
建
国
期
に
お
い
て
通
商
条
項
が
広
義

に
解
釈
さ
れ
て
い
た
事
例
と
し
て
、
一
八
二
四
年
の
ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件
（Gibbons v. O

gden

）
�

も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
事
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件
の
判
決
に
お
い
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
最
高
裁
長
官
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。「
通
商
と
は
、
売
買
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
運
輸

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
商
取
引
を
も
包
含
す
る
。
そ
し
て
、
通
商
が
諸
外
国
な
い
し
諸
州
に
及
ん
で
い
る
場
合
に
は
、

連
邦
議
会
の
通
商
規
制
権
が
当
該
通
商
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
通
商
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
は
、
本
来
の
通
商
規
制
権

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
議
会
の
通
商
規
制
権
は
絶
対
的
で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
が
最
大
限
に
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
通
商
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
特
に
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
無
制

限
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
で
あ
る
。」
�

こ
の
よ
う
に
述
べ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
権
限
を
広
義

に
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
先
述
し
た
原
意
主
義
の
立
場
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
憲
法
制
定
者
の
意
図
及
び
憲
法
文
言
の
意
味
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
い
ず
れ
も
建
国
期
に
合
衆
国
憲
法
制
定
・
批
准
に
大
き
く
貢
献

し
た
人
物
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
の
見
解
が
ま
さ
し
く
憲
法
制
定
者
の
意
図
の
代
表
的
な
事
例
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

も
し
原
意
主
義
の
立
場
に
立
脚
す
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
の
た
び
争
わ
れ
て
い
る
通
商
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
も
広
義
の
解
釈

を
認
め
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
が
望
む
狭
義
の
解
釈
と
は
反
対

の
方
向
に
向
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
は
、
通
商
条
項
を
巡
る
最
高
裁
の
判
決
は
、
一
九
九
五
年
以
降
狭
義
の
解
釈
を
行
う
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
�

、
判
決
前
に
は
狭
義
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
判
決
に

お
い
て
は
、
個
人
の
保
険
購
入
義
務
化
は
連
邦
議
会
の
権
限
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
、
五
対
四
で
通
商
条
項
の
狭
義
解
釈
が
示
さ
れ
た
が
、

最
終
的
に
は
、
課
税
権
の
広
義
解
釈
に
よ
っ
て
オ
バ
マ
ケ
ア
を
合
憲
と
す
る
判
断
が
下
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
判
決
の
是
非
は
さ
て
お
き
、

あ
く
ま
で
純
理
論
的
に
考
え
た
場
合
、
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
重
視
す
る
原
意
主
義
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
今
回
の
判
決
と
同
様
の
結
果
が

論
理
的
な
帰
結
で
あ
り
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
唱
え
る
方
向
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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（
２
）
制
度
面
：
司
法
部
の
政
治
化

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
オ
バ
マ
ケ
ア
を
巡
る
訴
訟
に
お
い
て
、
原
意
主
義
の
観
点
か
ら
す
る
と
矛
盾
と
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
点
が
も
う
一
つ

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
司
法
部
の
政
治
化
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
が
政
治
闘
争
の
渦
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
と
い
う
恐
れ
で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
原
意
主
義
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
裁
判
所
が
政
治
の
問
題
と
は
切
り
離
さ
れ
て
中
立
性
を
担
保

で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
裁
判
官
を
憲
法
制
定
者
の
意
図
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
で
裁
判
官
の
個
人
的
選
好
が
判
決
に

紛
れ
込
む
こ
と
が
防
止
で
き
る
と
同
時
に
、
民
主
制
が
担
保
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
オ
バ
マ
ケ
ア
を
巡

る
訴
訟
は
、
政
治
的
に
極
め
て
重
大
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
民
皆
保
険
は
民
主
党
の
悲
願
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
オ
バ
マ
ケ
ア
は
オ
バ
マ
の
肝
煎
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
年
一
一
月
に
行
わ
れ
る
大
統
領
選
挙
に
も
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
裁
判
所
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
重
大
な
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ー

ス
が
期
待
し
た
よ
う
な
裁
判
所
の
政
治
化
の
回
避
と
は
異
な
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

五
、
結
び
に
代
え
て

　

ア
レ
ク
シ
ス
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（Alexis de Tocqueville
）
は
、
そ
の
著
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
』（D

em
ocracy in Am

erica

）
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
政
治
問
題
が
早
晩
裁
判
所
の
前
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
記
し
た
が
、
実
際
に
裁
判
所
は
そ
の
時
々
の
政
治
状
況

に
よ
り
毀
誉
褒
貶
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
形
式
法
学
や
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
な
ど
法
学
理
論
も
発
展
し
て
き
た
し
、
そ
の

他
に
も
司
法
積
極
主
義
や
司
法
消
極
主
義
と
い
っ
た
裁
判
所
の
在
り
方
を
巡
る
議
論
や
、
解
釈
主
義
と
非
解
釈
主
義
ま
た
は
原
意
主
義
と
生

け
る
憲
法
論
と
い
っ
た
憲
法
解
釈
方
法
論
も
喧
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。こ
の
よ
う
な
伝
統
の
中
で
、保
守
的
な
理
念
を
唱
え
る
テ
ィ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
運
動
の
登
場
は
、
今
後
原
意
主
義
に
何
ら
か
の
理
論
的
発
展
の
契
機
を
与
え
る
も
の
に
な
り
う
る
の
か
否
か
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、そ
の
逆
に
、原
意
主
義
が
憲
法
解
釈
方
法
論
か
ら
変
化
し
て
新
た
な
憲
法
理
論
と
し
て
再
提
示
さ
れ
、そ
れ
が
テ
ィ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
運
動
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
ど
う
か
も
注
視
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
立
場
は
表
面
上
は
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
も
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
連
邦
憲
法 (Bundes-Verfassungsgesetz; B-VG) 

上
の
財
政
規
律
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

現
在
の
諸
外
国
の
憲
法
改
正
の
動
向
の
一
つ
と
し
て
、「
憲
法
に
よ
る
財
政
規
律
の
強
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
過
去
十
年
間
のO

ECD

諸

国
を
例
に
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、 

ス
ペ
イ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
タ
リ
ア
が
憲
法
改
正
に
よ
る
財
政
規
律
の
強

化
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
背
景
に
は
、EU
に
よ
る
財
政
の
健
全
化
義
務
と
い
う
規
範
的
要
因
に
加
え
、
二
〇
〇
八
年
に
生
じ

た
金
融
危
機
の
問
題
も
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
本
稿
は
、
前
述
の
諸
外
国
の
例
の
中
か
ら
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
対
象
と
す

る
。
具
体
的
に
は
、「
連
邦
憲
法
及
び
連
邦
予
算
法
律
を
改
正
す
る
連
邦
憲
法
法
律 (Bundesverfassungsgesetz: Änderung des 

Bundes-Verfassungsgesetzes und des Bundeshaushaltsgesetzes)
」（BGBl. I N

r. 1/2008

）
の
公
布
に
よ
り
発
行
し
た
「
オ
ー
ス

ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
」
に
よ
り
生
じ
た
憲
法
上
の
財
政
規
律
を
対
象
と
し
て
、
以
下
、
論
考
を
展
開
す
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
、
研
究
対
象
と
な
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
第
二
節
で

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
三
節
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正

の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
最
後
に
、
第
四
節
で
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
生
じ
た
財
政
規
律
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
意
義
と
限
界

北　

村　
　
　

貴
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一
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
概
要

　

本
節
で
は
、
以
降
の
論
考
の
前
提
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
⑴

。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
憲
法
は
多
様
な
法
源
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
我
々
が
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
」
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
前
述
の
「
連
邦
憲
法
」
で
あ
る
。
こ
の
連
邦
憲
法
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
連
邦
憲
法
と
同
等

の
効
力
を
有
す
る
法
律
で
あ
る
「
憲
法
法
律 (Verfassungsgesetz)

」、
同
じ
く
連
邦
憲
法
と
同
等
の
効
力
を
有
す
る
条
約
で
あ
る
「
憲
法

の
地
位
に
あ
る
条
約 (Staatsvertrag m

it Verfassung)

」、
更
に
一
般
の
法
律
及
び
条
約
の
中
の
規
定
で
、
連
邦
憲
法
と
同
等
の
効
力
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
「
憲
法
規
定 (Verfassungsbestim
m

ung)

」
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
は
連
邦
制
国
家
で
あ
る
た
め
、
連
邦
を
構
成
す
る
九
つ
の
州
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
州
憲
法 (Landes-Verfassung) 

が
存
在
し
て

い
る
⑵

。
本
稿
が
対
象
と
す
る
憲
法
上
の
財
政
規
律
は
、
い
ず
れ
も
連
邦
憲
法
上
の
憲
法
規
範
で
あ
る
。

　

こ
の
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
多
く
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
四
日
の
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
憲
法
改
正
手
続
は
、
そ
の
改
正
内
容
に
よ
っ
て
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
に
、
一
般
的
な
部
分
改
正
で
あ
り
、
一
般
的
な
部
分

改
正
は
、
下
院
で
あ
る
国
民
議
会 (N

ationalrat) 

の
総
議
員
の
半
数
以
上
の
出
席
の
下
で
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
成
立
す
る
。

第
二
に
、
州
の
立
法
権
及
び
執
行
権
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
部
分
改
正
で
あ
り
、
こ
う
し
た
部
分
改
正
に
は
、
一
般
的
な
部
分
改
正
の
た

め
に
必
要
な
国
民
議
会
の
賛
成
に
加
え
て
、
州
代
表
で
構
成
さ
れ
る
上
院
で
あ
る
連
邦
参
議
院 (Bundesrat) 

の
半
数
以
上
の
出
席
の
下
で

の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
な
る
。
第
三
に
、
全
面
改
正 (Gesam

tänderung) 

で
あ
り
⑶

、
全
面
改
正
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
分
改
正
の
要
件
に
加
え
て
、
国
民
投
票
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
有
効
投
票
の
絶
対
多
数
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
す
る
⑷

。
本
稿
が

対
象
と
す
る
第
九
十
九
回
改
正
は
、
国
民
議
会
及
び
連
邦
参
議
院
の
半
数
以
上
の
出
席
の
下
で
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
成
立
し
た

改
正
で
あ
り
、
一
九
八
六
年
の
第
五
十
七
回
改
正
以
来
の
大
規
模
な
財
政
に
関
す
る
憲
法
改
正
で
あ
る
⑸

。
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二
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
背
景

　

本
節
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
一
項
で
は
、
政
治
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
の
財

政
民
主
主
義
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
項
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
財
政
問
題
及
び
連
邦
憲
法
の
第
九
十
九
回
改
正
の
際

に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
参
考
に
し
た
諸
外
国
の
先
行
事
例
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
一
）
政
治
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
の
財
政
民
主
主
義
の
限
界

　

一
般
的
な
財
政
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
、「
国
民
が
選
出
し
た
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
議
会
に
よ
る
財
政
活
動
の
統
制
」
と
端
的
に

表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
議
会
に
よ
る
財
政
統
制
の
憲
法
的
淵
源
は
、
英
国
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
現
代
に

お
い
て
議
会
制
民
主
主
義
国
家
と
呼
ば
れ
る
国
家
の
財
政
活
動
は
財
政
民
主
主
義
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

こ
の
財
政
民
主
主
義
に
関
し
て
、「
議
会
に
よ
る
統
制
」
と
い
う
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
財
政
民
主
主
義
は
そ
の
結
果
と
し
て
、
赤

字
財
政
を
も
容
認
す
る
と
い
う
問
題
点
が
生
じ
る
。
こ
の
点
、
必
ず
し
も
財
政
赤
字
の
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
均
衡
財
政
が
望
ま
し
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
短
期
的
な
財
政
収
支
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
最
優
先
さ
せ
た
結
果
、
マ
ク
ロ
経
済
の
安
定
性
や
ミ
ク
ロ
の
超

過
負
担
か
ら
み
た
効
率
性
を
損
な
う
と
す
る
学
説
が
存
在
す
る
⑹

。「
マ
ク
ロ
経
済
の
成
長
力
」、「
民
間
の
人
々
の
貯
蓄
・
借
金
の
行
動
」、「
政

府
の
効
率
性
」
の
中
長
期
的
観
点
か
ら
は
「
良
い
財
政
赤
字
」
も
存
在
し
得
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑺

。

　

し
か
し
、
短
期
的
な
財
政
赤
字
の
容
認
が
積
み
重
な
っ
た
結
果
、
長
期
的
な
財
政
規
律
ま
で
も
が
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
可
能
性

も
存
在
す
る
。「
合
理
的
な
賢
人
に
財
政
運
営
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、長
期
的
な
政
策
運
営
に
よ
り
財
政
赤
字
の
問
題
は
解
消
で
き
る
」

と
す
る
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
ロ
ー
ド
の
前
提 (H

arvey Road presum
ption) 

に
対
し
て
、
現
実
に
は
財
政
統
制
は
、
賢
人
で
は
な
く
国
会
議
員
が

担
当
す
る
。
国
民
の
代
表
者
で
あ
る
議
員
は
有
権
者
の
支
持
を
得
て
再
選
を
望
む
た
め
、
減
税
や
政
府
支
出
拡
大
と
い
っ
た
政
策
を
選
択
す

る
こ
と
を
好
む
。
そ
の
結
果
、
長
期
的
な
視
野
で
の
財
政
均
衡
も
望
め
な
く
な
る
と
い
う
問
題
点
が
生
じ
る
の
で
あ
る
⑻

。

　

こ
う
し
た
問
題
点
は
、
財
政
統
制
を
担
当
す
る
の
が
民
主
主
義
に
基
づ
き
選
挙
さ
れ
た
議
員
が
担
当
す
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
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財
政
民
主
主
義
の
弊
害
又
は
限
界
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
財
政
問
題

　

多
く
の
先
進
国
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
慢
性
的
な
財
政
赤
字
が
生
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
財
政

赤
字
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
、「
予
算
執
行
機
関
に
お
け
る
効
率
性
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
欠
如
」、「
拘
束
力
の
な
い

中
期
的
な
予
算
計
画
」、「
予
算
配
分
と
比
較
し
て
不
足
す
る
予
算
執
行
及
び
そ
の
成
果
に
対
す
る
意
識
」、「
単
式
簿
記
の
原
則
に
起
因
す
る

包
括
的
な
連
邦
財
政
の
状
況
の
わ
か
り
に
く
さ
」
と
い
う
問
題
点
を
認
識
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
問
題
点
に
対
し
て
、「
柔
軟
化
条
項
」
を

導
入
し
た
⑼

。

　

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
な
く
諸
外
国
に
お
い
て
も
、「
財
政
規
律
の
厳
格
化
」、「
中
期
的
支
出
政
策
の
策
定
」、「
結
果
指
向
の
財

政
の
編
成
」、「
複
式
簿
記
の
要
素
の
導
入
」、「
財
政
の
透
明
性
の
確
保
」
な
ど
を
掲
げ
た
財
政
改
革
が
行
わ
れ
て
い
た
⑽

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

政
府
は
、
そ
う
し
た
諸
外
国
に
お
け
る
近
年
の
財
政
改
革
を
先
行
事
例
と
し
て
参
照
し
た
上
で
、
連
邦
憲
法
の
改
正
案
を
政
府
提
出
法
案
と

し
て
国
民
議
会
に
提
出
し
、
前
節
で
記
し
た
憲
法
改
正
手
続
の
う
ち
の
第
二
の
手
続
に
よ
り
、
第
九
十
九
回
連
邦
憲
法
改
正
が
成
立
し
た
の

で
あ
る
。三

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
概
要

　

本
節
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
点
、
第
九
十
九
回
の
連
邦
憲
法
改
正
は
、

二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
と
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
も
の
と
の
二
段
階
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

第
一
項
で
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
、
特
に
財
政
規
律
と
財
政
計
画
の
強
化
と
い
う
観
点
を
中
心
に
説

明
す
る
。
第
二
項
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
⑾

。

（
一
）
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正

　

二
段
階
改
正
の
う
ち
の
第
一
段
階
で
あ
る
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
施
行
の
改
正
の
主
た
る
内
容
は
、「
国
家
目
標
規
定
の
追
加
」
と
「
連
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邦
財
政
枠
組
法
律(Bundesfinanzrahm

engesetz) 

の
制
定
」
に
大
別
さ
れ
る
⑿

。

　

第
一
に
、「
国
家
目
標
規
定
の
追
加
」
に
関
し
て
、
第
九
十
九
回
改
正
以
前
は
、「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保 (die Sicherstellung des 

gesam
tw

irtschaftlichen Gleichgew
ichtes) 

」
を
目
標
と
す
る
旨
の
規
定
が
第
十
三
条
第
二
項
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
従
前
の
国
家

目
標
規
定
に
対
し
て
、「
持
続
可
能
性
を
考
慮
し
た
予
算 (nachhaltig geordnete H

aushalte) 

」
と
「
実
質
的
な
男
女
同
権 (die 

tatsächliche Gleichstellung von Frauen und M
ännern) 

」
と
い
う
国
家
目
標
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。
特
に
後
者
の
「
実
質
的
な
男
女

同
権
」
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
前
節
で
論
じ
た
「
結
果
指
向
の
財
政
の
編
成
」
と
も
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
形
式
的
な
男
女

同
権
を
掲
げ
る
の
で
は
な
く
、「
予
算
執
行
及
び
そ
の
成
果
」
と
い
う
観
点
か
ら
男
女
同
権
を
結
果
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
旨

を
掲
げ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
二
に
、「
連
邦
財
政
枠
組
法
律
の
制
定
」
に
関
し
て
、
財
政
に
関
す
る
国
民
議
会
の
権
能
と
し
て
、
従
来
は
「
連
邦
財
政
法
律 

(Bundesfinanzgesetz) 

」
の
制
定
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
連
邦
財
政
法
律
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
予
算
」
で
あ
り
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
で
は
予
算
の
法
的
性
格
は
明
確
に
法
律
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
連
邦
財
政
法
律
の
制
定
に
加
え
、
二
〇
〇
九
年
以
降

は
「
連
邦
財
政
枠
組
法
律
」
の
制
定
も
国
民
議
会
の
権
能
と
な
っ
た
⒀

。
連
邦
財
政
枠
組
法
律
は
、
中
期
的
な
財
政
計
画
を
定
め
る
も
の
で

あ
り
、
制
定
年
度
の
翌
年
度
か
ら
四
年
間
の
「
項
目
ご
と
の
歳
出
の
上
限
」
と
「
人
員
計
画
の
概
要
」
が
そ
の
主
た
る
内
容
と
し
て
規
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
連
邦
財
政
枠
組
法
律
に
よ
る
中
期
的
な
財
政
計
画
の
範
囲
内

で
国
民
議
会
が
予
算
で
あ
る
連
邦
財
政
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
例
外
的
に
連
邦
財
政
枠

組
法
律
の
上
限
を
超
過
す
る
場
合
の
条
件
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
第
五
十
一
条
第
六
項
は
、例
外
的
に
上
限
を
超
過
で
き
る
場
合
の
条
件
を「
防

衛
事
態 (Verteidigungsfall) 

及
び
緊
急
事
態 (Gefahr im

 Verzug)

で
あ
り
、
か
つ
、
支
出
補
填
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
」
と
明
確
に

定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
そ
の
他
の
改
正
と
し
て
、
第
五
十
一
条
第
三
項
の
改
正
に
よ
り
複
数
年
度
予
算
可
能
と
な
り
、
第
五
十
一
条
第
四
項
の
改
正
に
よ

り
暫
定
予
算
が
簡
易
化
し
、
更
に
第
五
十
一
b
条
第
五
項
に
よ
り
予
算
執
行
事
項
に
関
す
る
連
邦
財
務
大
臣
の
定
期
報
告
義
務
が
規
定
さ
れ
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た
。

（
二
）
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正

　

二
段
階
改
正
の
う
ち
の
第
二
段
階
で
あ
る
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
施
行
の
改
正
の
主
た
る
内
容
は
、「
財
政
運
営
の
原
則
の
刷
新
」
と
「
連

邦
予
算
法
律 (Bundeshaushaltsgesetz) 

へ
の
授
権
の
範
囲
の
明
確
化
」
に
大
別
さ
れ
る
⒁

。

　

第
一
に
、「
財
政
運
営
の
原
則
の
刷
新
」
に
関
し
て
、「
実
質
的
な
男
女
同
権
と
い
う
目
的
を
考
慮
し
た
結
果
指
向
」、「
透
明
性 

(Transparenz)

」、「
効
率
性 (Effi

zienz)

」
及
び
「
財
政
状
況
の
可
能
な
限
り
忠
実
な
表
現 (m

öglichst getreuen D
arstellung der 

finanziellen Lage)

」
と
い
う
財
政
目
標
を
規
定
す
る
第
五
十
一
条
第
八
項
が
追
加
さ
れ
る
。
第
十
三
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
国
家
目
標

に
加
え
、
更
に
財
政
に
関
し
て
個
別
か
つ
詳
細
な
目
標
規
定
が
追
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
財
政
規
律
全
体
の
方
向
性
を
示
す
「
財

政
運
営
統
一
の
原
則
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
⒂

。

　

第
二
に
、「
連
邦
予
算
法
律
へ
の
授
権
の
範
囲
の
明
確
化
」
に
関
し
て
、「
連
邦
財
政
枠
組
法
律
及
び
連
邦
財
政
法
律
の
制
定
並
び
に
他
の

連
邦
の
財
政
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
第
八
項
の
規
定
に
対
応
す
る
統
一
の
原
則
に
基
づ
き
連
邦
法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
第

五
十
一
条
第
九
項
が
追
加
さ
れ
る
。
こ
こ
に
規
定
さ
れ
る
「
連
邦
法
律
」
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
予
算
の
原
則
等
を
定
め
る
連
邦

予
算
法
律
で
あ
る
。
従
来
も
財
政
運
営
の
原
則
を
規
定
す
る
こ
と
が
連
邦
予
算
法
律
へ
授
権
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
三
年
発
効
の
改
正
に

よ
り
、
財
政
運
営
の
原
則
そ
の
も
の
が
刷
新
さ
れ
た
こ
と
で
、
連
邦
予
算
法
律
に
授
権
さ
れ
る
財
政
運
営
の
原
則
に
関
し
て
も
詳
細
化
が
図

ら
れ
る
。
第
五
十
一
条
第
九
項
に
お
い
て
は
、「
結
果
指
向
の
財
政
運
営
（
第
一
号
）」、「
透
明
性
の
確
保
（
第
二
号
）」、「
連
邦
予
算
の
編

成
（
第
四
号
）」、「
連
邦
財
政
法
律
及
び
連
邦
財
政
枠
組
法
律
の
拘
束
力
（
第
三
号
及
び
第
五
号
）」、「
正
負
の
会
計
積
立
金
（
第
七
号
）」、「
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
仕
組
み
（
第
十
一
号
）」、「
統
制 

（
第
十
二
号
）」
な
ど
の
授
権
の
範
囲
が
各
号
列
挙
の
形
式
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

特
に
第
十
二
号
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
統
制
」
に
関
し
て
、
二
〇
一
二
年
ま
で
は
連
邦
予
算
法
律
上
の
概
念
で
あ
る
が
、
二
〇
一
三

年
以
降
は
連
邦
憲
法
上
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
財
政
運
営
に
お
い
て
「
統
制
」
が
必
須
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
予
算
に
対
す
る
影

響
の
早
期
確
認
と
是
正
の
促
進
を
目
的
と
す
る
「
予
算
統
制 (Budgetcontrolling)

」、
連
邦
が
出
資
し
て
い
る
法
人
に
対
す
る
統
制
で
あ
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る
「
出
資
・
財
政
統
制 (Beteiligung- und Finanzcontrolling)

」、
国
家
目
標
と
し
て
規
定
さ
れ
る
結
果
指
向
の
予
算
が
実
現
さ
れ
て
い

る
か
否
か
を
確
認
す
る
「
結
果
統
制 (W

irkungscontrolling)

」、
人
員
計
画
に
関
す
る
統
制
で
あ
る
「
定
員
統
制 

(Personalkapazitätscontrolling)

」
の
四
種
類
の
統
制
が
連
邦
予
算
法
律
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
⒃

。

　

な
お
、
そ
の
他
の
改
正
と
し
て
、
第
五
十
一
b
条
第
二
項
の
改
正
に
よ
り
連
邦
財
務
大
臣
に
よ
る
支
出
の
留
保
の
た
め
の
要
件
が
緩
和
さ

れ
た
。
ま
た
、
第
五
十
一
c
条
第
三
項
の
追
加
に
よ
り
、
超
過
支
出
に
際
し
て
の
同
意
に
関
し
て
、
従
来
は
財
務
大
臣
の
同
意
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
三
以
降
は
管
轄
の
予
算
執
行
機
関
の
合
意
の
下
で
関
係
機
関
の
長
に
授
権
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

四
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
意
義
と
限
界

　

本
節
で
は
、
立
憲
政
治
経
済
学 (Constitutional Political Econom

y) 

に
お
け
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説 (Buchanan-W

agner 

H
ypothesis)

に
つ
い
て
概
説
し
た
上
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
九
十
九
回
改
正
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
論
考
を
展
開
す
る
。

（
一
）
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説

　

第
二
節
第
一
項
に
お
い
て
、
政
治
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
の
財
政
民
主
主
義
の
限
界
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
こ
の
点
、
こ
の
財
政
民
主
主

義
の
限
界
に
対
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説
は
一
つ
の
解
決
策
を
提
示
し
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説
に
よ
れ
ば
、

財
政
均
衡
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
憲
法
に
お
け
る
予
算
均
衡
の
原
則
の
明
記
」
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
⒄

。

　

前
述
し
た
財
政
民
主
主
義
の
限
界
の
問
題
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、「
政
治
家
に
よ
る
短
期
的
な
政
治
寿
命
強
化
の
た
め
の
予
算
操
作
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
短
期
的
な
政
治
寿
命
強
化
の
た
め
の
予
算
操
作
を
防
止
す
る
た
め
に
、「
立
憲
的
段
階
」
に
お
い
て
ル
ー
ル
を
制
定
し
、

「
議
会
的
段
階
」に
お
け
る
政
治
家
の
行
動
を
制
限
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
憲
政
治
経
済
学
に
お
い
て
は
、憲
法
は「
前
も
っ

て
合
意
さ
れ
た
一
組
の
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
そ
の
後
の
行
為
が
遂
行
さ
れ
る
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
⒅

。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・

ワ
グ
ナ
ー
仮
説
は
、
こ
う
し
た
立
憲
政
治
経
済
学
に
お
け
る
憲
法
観
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
憲
法
観
に
立
脚
し
た
上
で
、

議
会
的
段
階
の
選
択
行
動
を
分
析
し
た
結
果
、
赤
字
財
政
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
は
立
憲
的
段
階
が
必
要
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。

（
二
）
第
九
十
九
回
改
正
の
意
義

　

第
九
十
九
回
改
正
の
最
大
の
意
義
と
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説
に
お
い
て
均
衡
財
政
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
憲
法
に
お
け
る
予
算
均
衡
の
原
則
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
従
来
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
十
三
条
に
も
「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保
」
と
い
う
規
定
が
存
在
し
た
。
こ
の
規
定
も
一

種
の
財
政
規
律
の
規
定
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
従
来
の
「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保
」
と
い
う
規
定
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
経

済
全
体
の
均
衡
の
確
保
の
た
め
な
ら
ば
、
財
政
均
衡
は
求
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
結
果
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦

憲
法
に
お
け
る
「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保
」
に
類
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一
〇
九
条
に
「
経
済
全
体
の
均
衡

の
要
請
」
と
い
う
規
定
が
存
在
す
る
が
、「
経
済
全
体
の
均
衡
の
攪
乱
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
公
債
に
よ
る
収
入
が
事
実
上
制
限
さ

れ
て
い
な
い
に
等
し
い
」
と
い
う
批
判
が
か
つ
て
シ
ュ
タ
イ
ン (E. Stein) 

な
さ
れ
た
⒆

。

　

こ
の
よ
う
に
や
や
問
題
が
あ
る
従
来
の
「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保
」
に
対
し
て
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
「
持
続
可
能
性
を
考
慮
し

た
予
算
」
と
い
う
国
家
目
標
が
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
債
発
行
の
乱
発
に
よ
る
収
入
は
決
し
て
持
続
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

従
来
の
「
経
済
全
体
の
均
衡
の
確
保
」
と
い
う
規
定
に
含
ま
れ
る
問
題
点
が
こ
の
「
持
続
可
能
性
を
考
慮
し
た
予
算
」
と
い
う
規
定
に
よ
り

解
決
さ
れ
た
こ
と
で
、
第
十
三
条
第
二
項
が
「
均
衡
財
政
条
項
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
法
律
へ
授
権
す
る
内
容
に
関
し
て
も
、
授
権
の
客
体
の
概
念
を
連
邦
憲
法
で
明
示
し
て
い
る
点
や
、
予
算
超
過
支
出
又
は
予
算
外

支
出
を
例
外
的
に
認
め
る
場
合
で
も
詳
細
な
要
件
を
規
定
し
、
均
衡
財
政
の
実
効
性
を
あ
る
程
度
担
保
し
て
い
る
点
も
第
九
十
九
回
改
正
に

よ
り
生
じ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
定
は
、
昨
今
の
世
界
的
な
財
政
問
題
に
対
す
る
各
国
の
憲
法
の
規
範
統
制
に
よ
る
財
政

規
律
の
試
み
の
中
で
も
評
価
で
き
る
点
で
あ
り
、
第
九
十
九
回
改
正
の
意
義
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
第
九
十
九
回
改
正
の
限
界
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前
項
で
示
し
た
第
九
十
九
回
改
正
の
意
義
に
対
し
て
、
限
界
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
存
在
す
る
。

　

前
節
に
お
い
て
、
中
期
的
な
財
政
計
画
を
定
め
る
た
め
の
連
邦
財
政
枠
組
法
律
の
制
定
が
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
国
民
議
会
の
権
能

と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
連
邦
財
政
枠
組
法
律
に
関
し
て
、
確
か
に
中
期
的
な
上
限
を
規
律
す
る
こ
と
は
均
衡
財
政
を
達
成
す
る
た

め
に
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
中
期
的
な
上
限
を
規
律
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
上
限
に
関
し
て
「
明
確
な
基
準
」
が
連
邦
憲
法
上

に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
第
十
三
条
第
二
項
は
あ
く
ま
で
も
目
標
規
定
で
あ
り
、
連
邦
財
政
枠
組
法
律
の
内
容
に
対
す
る
直
接
的
な
規
範
性
は

有
さ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
限
が
定
め
ら
れ
な
い
以
上
、
中
期
的
な
財
政
規
律
が
形
骸
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
限
界
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

（
四
）
ま
と
め
に
代
え
て
─
今
後
の
展
望
─

　

こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
生
じ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
た
め
の
規
定
は
、
他

国
と
比
べ
て
も
非
常
に
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
立
憲
政
治
経
済
学
に
お
け
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
仮
説
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
意
義
の
あ
る
も
の
と
評
価
で
き
る
一
方
で
、
中
期
的
な
財
政
規
律
の
上
限
が
連
邦
憲
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
限
界

も
あ
る
。

　

こ
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
財
政
規
律
に
関
す
る
連
邦
憲
法
改
正
の
準
備
が
二
〇
一
一
年
に
開
始
さ
れ
、

現
在
進
行
中
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
ド
イ
ツ
型
の
財
政
規
律"Schuldenbrem

se" 

の
導
入
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
債
額

対GD
P

比
の
上
限
を
数
値
化
し
、
歳
出
の
上
限
を
連
邦
憲
法
上
に
規
定
す
る
こ
と
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
改
正
が
成
立
す
れ
ば
、
第

九
十
九
回
改
正
の
限
界
も
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
は
よ
り
評
価
で
き
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

　

一
方
で
、
単
に
憲
法
を
改
正
し
、
憲
法
上
に
財
政
規
律
の
た
め
の
規
定
を
有
す
る
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。
憲
法
問
題
に
お
い

て
は
、
い
か
に
し
て
憲
法
の
規
定
を
現
実
の
も
の
と
し
て
実
現
す
る
か
、
す
な
わ
ち
憲
法
の
運
用
が
重
要
と
な
る
。
特
に
、
財
政
問
題
と
憲

法
と
の
関
係
は
他
の
憲
法
問
題
と
比
べ
て
も
非
常
に
政
治
的
・
経
済
的
要
素
が
強
い
問
題
で
あ
る
た
め
、
財
政
規
律
の
規
定
の
解
釈
・
運
用
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の
重
要
性
も
高
く
な
る
。
財
政
に
関
す
る
憲
法
問
題
の
背
景
に
あ
る
、
財
政
民
主
主
義
や
均
衡
財
政
と
い
う
憲
法
思
想
的
な
も
の
と
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
政
策
過
程
、
財
政
状
況
、
欧
州
連
合
と
の
関
係
な
ど
の
時
代
的
・
状
況
的
要
請
と
の
相
互
関
連
性
の
中
で
、
連
邦
憲
法

上
の
財
政
規
律
の
規
定
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
運
用
す
る
か
を
考
察
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
ろ
う
⒇

。

⑴　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
概
要
に
関
す
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、B
erka, W

. (2010), Verfassungsrecht, 3 A
ufl., Springer, ; Ö

hlinger, T. (2009), 

Verfassungsrecht, 8 A
ufl., facultas.w

uv. 

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
概
要
及
び2011

年
ま
で
の
改
正
を
反
映
さ
せ
た
連
邦
憲
法
の
全
訳
を
掲
載

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
渡
邊
亙 
（
二
〇
一
二
）、「
各
国
憲
法
集
（
３
） 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
」『
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局  

基
本
情

報
シ
リ
ー
ズ
』(http://dl.ndl.go.jp/view

/dow
nload/digidepo_3487776_po_201101c.pdf?contentN

o=1) 

が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑵　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
州
憲
法
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
州
憲
法
は
連
邦
法
律
よ
り
上
位
の
法
規
範
と
な
っ
て
い
る(Ö

hlinger, a. a. O
., S. 28)

。
つ
ま
り
、

州
憲
法
の
内
容
を
規
制
す
る
に
は
連
邦
の
憲
法
（
憲
法
法
律
や
憲
法
規
定
を
含
む
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
、
連
邦
法
が
州
憲
法
に

優
位
す
る
ド
イ
ツ （
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
三
十
一
条
参
照
） 

や
ス
イ
ス
（
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
第
五
十
一
条
第
二
項
）
と
異
な
っ
て
い
る
。

⑶　

こ
こ
に
あ
る
全
面
改
正
と
は
、
単
に
全
て
の
条
文
を
改
正
す
る
場
合
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
憲
法
の
民
主
制
、
共
和
制
、
連
邦
制
及
び
法
治
国

家
な
ど
の
基
本
原
理
を
改
正
す
る
場
合
も
、
こ
の
全
面
改
正
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る(B

erka, a. a. O
., S. 33ff.)

。
こ
れ
ま
で
に
全
面
改
正
の
手
続
で

成
立
し
た
改
正
は
一
九
九
四
年
に
行
わ
れ
た
欧
州
連
合
加
盟
の
た
め
の
第
六
十
五
回
改
正
の
み
で
あ
る
。

⑷　

部
分
改
正
の
場
合
で
も
、
国
民
議
会
又
は
連
邦
参
議
院
の
議
院
の
三
分
の
二
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
民
投
票
が
必
要
と
な
る
。

⑸　

連
邦
憲
法
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
末
ま
で
に
計
百
十
四
回
改
正
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

井
堀
利
宏
（
一
九
九
六
）、「
公
共
経
済
学
の
考
え
方
」、
有
斐
閣
、
一
八
五
頁
。

⑺　

井
堀
利
宏
（
二
〇
〇
〇
）、「
財
政
赤
字
の
正
し
い
考
え
方 

政
府
の
借
金
は
な
ぜ
問
題
な
の
か
」、
東
洋
経
済
新
報
社
、
三
六
頁
、
二
二
六
─
二
二
八
頁
。

⑻　

B
uchanan, J. M

. and R
. E. W

agner (2000), D
em

ocracy in D
eficit; the Political Legacy of Lord K

eynes (the C
ollected W

orks of Jam
es M

. 

Buchanan, vol. 8), Liberty Fund, pp.80-81, 164-166. 

な
お
、
中
村
慎
助
・
小
沢
太
郎
・
グ
レ
ー
ヴ
ァ
香
子 

編
（
二
〇
〇
三
）『
公
共
経
済
学
の
理

論
と
実
際
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
九
七
─
九
九
頁
。

⑼　

Steger, G
. und A

. Pichler (2008), D
as neue H

aushaltsrecht des B
undes, Verlag Ö

esterreich, S. 7-11; 

山
岡
規
雄
・
北
村
貴
（
二
〇
一
一
）「
財
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政
に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
法
律
の
改
正
」、『
外
国
の
立
法
』
第
二
五
〇
号
、
一
七
二
頁—

一
七
三
頁
。
な
お
、
柔
軟
化
条
項
と
は
、「
特

定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
限
り
、
予
算
超
過
支
出
を
許
容
す
る
一
方
で
、
予
算
執
行
の
際
に
節
約
し
た
金
額
を
部
分
的
に
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
担
当
す

る
部
署
の
会
計
積
立
金
の
還
元
し
、
そ
の
職
員
の
報
酬
に
反
映
さ
れ
る
条
項
」
を
指
す
。

⑽　

こ
れ
ら
諸
外
国
の
例
の
詳
細
は
、
山
岡
・
北
村
「
前
掲
」、
一
七
三
頁
を
参
照
。

⑾　

本
稿
の
目
的
は
、
第
九
十
九
回
改
正
に
よ
り
成
立
し
た
連
邦
憲
法
上
の
財
政
規
律
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

改
正
内
容
そ
の
も
の
に
関
す
る
詳
細
な
論
述
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
山
岡
・
北
村
「
前
掲
」
に
基
づ
く
必
要
最
低
限
の
も
の
に
留
め
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
明
記
し
て
お
く
。
な
お
、
条
文
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
三
輪
和
宏
・
山
岡
規
雄
・
鈴
木
尊
紘
・
北
村
貴 

（
二
〇
一
一
）、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

財
政
に
関
す
る
連
邦
憲
法
法
律
の
改
正
」『
外
国
の
立
法
』
第
二
五
〇
号
、
一
七
八
─
一
八
二
頁
及
び
渡
邊
「
前
掲
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑿　

Lödl, M
. C

., (2008), "D
ie R

eform
 des B

undeshaushaltsrechts", Journal für R
echtspolitik, 16(2), S. 105ff. 

に
基
づ
く
分
類
で
あ
る
。

⒀　

財
政
枠
組
法
律
は
、
連
邦
政
府
が
法
案
を
作
成
し
、
国
民
議
会
が
法
案
を
議
決
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
（
連
邦
参
議
院
は
連
邦
の
予
算
審
議
に

関
す
る
権
能
を
有
さ
な
い
）。
連
邦
政
府
が
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
国
民
議
会
の
議
員
の
決
議
に
よ
り
提
出
で
、
国
民
議
会
の
決
議
の

後
に
政
府
が
提
出
し
た
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
を
審
議
の
基
礎
に
置
く
か
を
国
民
議
会
が
決
定
す
る
。

⒁　

Lödl, a. a. O
., S. 108ff. 

に
基
づ
く
分
類
で
あ
る
。

⒂　

こ
れ
ら
の
財
政
運
営
統
一
の
原
則
に
関
す
る
規
定
の
裁
判
規
範
性
の
有
無
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

⒃　

統
制
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
山
岡
・
北
村
「
前
掲
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒄　

B
uchanan and W

agner, op.cit., pp.80-81, 164-166.

⒅　

B
uchanan, J. M

. and G
. Tullock (1974), The C

alculus of C
onsent: Logical Foundations of C

onstitutional D
em

ocracy, U
niversity of 

M
ichigan Press, p.vii.

⒆　

Stein, E. (2000), Staatsrecht, 17A
ufl, M

ohr Siebeck.

⒇　

本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金 （
若
手
研
究
B
課
題
番
号24730030
） 
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
主
に
契
約
の
一
方
当
事
者
が
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
信
義
則
上
の
説
明
義
務
に
違
反
し
て
契
約
の
締
結
に
関
す
る
判
断
に
影

響
を
及
ぼ
す
べ
き
情
報
を
相
手
に
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
の
法
的
責
任
に
つ
き
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
義
務
お
よ
び
説
明
義
務
に
つ
い
て
明
文
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
学
説
上
の

み
な
ら
ず
裁
判
上
の
争
点
と
し
て
、
そ
の
「
解
釈
」
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
今
回
考
察
す
る
最
高
裁
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日

判
決
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
改
正
案
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
が
、
そ
の
改
正
案
に
お
い
て
、
判
例
実
務
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
後
の
改
正
案
の
方
向
性
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
最
高
裁
判
決
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
般
に
、
こ
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
は
、「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
理
論
（cic

理
論
）
の
一
形
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
る
前
に
も
、
学
説
お
よ
び
裁
判
に
お
い
て
、
こ
の
理
論
に
つ
き
様
々
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
に
お

い
て
、
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
に
つ
き
、
判
例
お
よ
び
学
説
の
結
論
は
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
責
任
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
は
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
最
高
裁
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
判
決
は
、
契
約
準
備
段
階
の
説
明
義
務
違
反

に
お
け
る
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
と
い
う
射
程
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
あ
り
、
け
し
て
一
般
的
な
同
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
き
判
断
を
示

し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
た
画
期
的
な
も
の
と
評
価
が
で
き
、
実
務
上
、
学
説
上
及
び
今
後
の
民
法
改
正
に
お
い
て

契
約
締
結
前
に
お
け
る
一
方
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務

牧　

野　

高　

志

─
最
高
裁
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
判
決
を
素
材
に
し
て
─
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重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
最
高
裁
判
断
は
、
被
害
者
と
も
い
え
る
一
方
当
事
者
の
利
益
を
奪
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
法
規

や
特
別
法
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
消
費
者
保
護
」
を
図
る
現
代
の
流
れ
に
適
合
す
る
と
も
言
い
難
い
。
現
代
取
引
に
お
い
て
は
通
常
、

申
し
込
み
と
承
諾
の
合
致
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
を
単
に
形
式
的
に
把
握
す
る
も
の
で
は
な
く
、
段
階
的
な
準
備
交
渉
手
続

き
の
中
で
、
両
当
事
者
が
互
い
に
歩
み
寄
り
、
内
容
を
煮
詰
め
な
が
ら
最
終
的
な
合
意
に
達
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
の
が
い
わ
ば
取

引
の
常
態
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
準
備
交
渉
過
程
そ
れ
自
体
を
規
律
す
る
行
為
規
範
の
定
立
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
契

約
締
結
上
の
過
失
」
理
論
は
ま
さ
に
か
か
る
要
請
に
応
え
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
一
方
当
事
者
の
救
済
法
理
と

し
て
の
機
能
ま
で
期
待
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
私
は
、
被
害
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
当
該
最
高
裁
判
例
の
考
察
及
び
い
わ
ゆ
る
「
契
約
締
結
上
の
過
失
（culpa in 

contrahendo

）」
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
契
約
締
結
前
に
お
け
る
当
事
者
間
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
は
、
現
段
階
に
お
け
る
改
正
法
案
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

二
、
契
約
締
結
前
に
お
け
る
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務

　

契
約
当
事
者
間
に
情
報
を
収
集
す
る
能
力
や
専
門
的
知
識
に
お
い
て
著
し
い
格
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
他
方
当
事
者

に
対
し
て
情
報
を
提
供
す
べ
き
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
義
務
を
情
報
提
供
義
務
ま
た
は
説
明
義
務
と
い
う
⑴

。

　

本
来
、
契
約
法
の
領
域
で
は
、
契
約
締
結
の
た
め
の
情
報
の
収
集
や
そ
の
分
析
は
各
当
事
者
の
責
任
で
あ
り
、
仮
に
情
報
の
収
集
や
分
析

の
失
敗
に
よ
っ
て
不
利
益
が
生
じ
た
と
し
て
も
、そ
の
不
利
益
は
自
ら
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
る
（
自
己
責
任
の
原
則
）。

な
ぜ
な
ら
、
私
的
自
治
の
原
則
の
下
で
は
、
契
約
の
拘
束
力
は
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
合
意
は
、
各
当

事
者
が
自
ら
必
要
な
情
報
を
収
集
し
分
析
し
て
、
当
該
契
約
が
自
己
の
目
的
に
適
合
す
る
か
否
か
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
な
さ
れ
る
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
⑵

。
し
か
し
、
金
融
取
引
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
内
容
の
複
雑
化
・
専
門
化
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
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の
専
門
化
、
約
款
取
引
の
一
般
化
、
そ
こ
に
お
け
る
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
情
報
量
お
よ
び
そ
の
分
析
能
力
の
格
差
を
考
え
る
な
ら
ば
、

情
報
収
集
の
私
的
自
治
を
す
べ
て
に
お
い
て
適
用
す
る
と
、
事
業
者
に
対
す
る
消
費
者
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
情
報
力
に
お
い
て

劣
る
当
事
者
は
、
自
分
の
目
的
に
適
合
的
な
契
約
を
選
択
す
る
自
由
を
実
質
的
に
奪
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
不
本
意
な
契
約
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
う
る
⑶

。
そ
こ
で
、
当
事
者
の
一
方
つ
ま
り
は
事
業
者
側
に
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
両
当
事
者
の

情
報
力
の
格
差
が
解
消
さ
れ
、
い
わ
ば
取
引
社
会
に
お
け
る
「
当
事
者
間
の
実
質
的
平
等
」
が
実
現
さ
れ
る
。
契
約
締
結
過
程
に
お
い
て
、

十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
虚
偽
の
事
実
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
、
契
約
締
結
後
に
問
題
に
な
る
場
合
が
多
々
あ
る
現
代
取
引

社
会
に
お
い
て
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
は
非
常
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
事
業
者
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
顧

客
の
事
業
者
に
対
す
る
信
頼
確
保
、
ひ
い
て
は
取
引
社
会
全
体
の
安
全
化
・
活
性
化
に
も
繋
が
る
も
の
と
い
え
る
。

　

な
お
、
そ
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
範
囲
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
①
相
手
方
の
知
識
、
経
験
、
取
引
目
的
、
資

産
状
況
に
照
ら
し
不
適
合
な
取
引
お
よ
び
商
品
売
買
等
を
勧
誘
し
な
い
義
務
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
適
合
で
あ
り
、
リ
ス
ク
の
高
い
こ
と

を
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
適
合
を
欠
く
当
該
取
引
に
誘
引
す
る
こ
と
を
禁
止
・
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。
次
に
、
②
相

手
方
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
を
説
明
・
情
報
提
供
す
る
義
務
で
あ
る
。
相
手
方
が
意
思
決
定
を
す
る
上
で
の
要
素
の
伝
達
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

契
約
に
お
け
る
自
己
決
定
原
則
を
確
保
し
、
当
事
者
間
に
あ
る
情
報
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
自
己
決
定
に
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る

た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
実
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
な
い
義
務
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
実

を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
断
定
的
な
評
価
・
意
見
を
相
手
方
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
相
手
方
の
意
思
形
成
を
歪
曲
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止

す
る
も
の
で
あ
る
⑷

。

　

そ
れ
で
は
、
契
約
締
結
前
に
お
け
る
一
方
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
い
か
な
る
判
断
を

な
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
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三
、
判
例

（
１
）
事
実
の
概
要

　

本
件
は
，
信
用
協
同
組
合
で
あ
る
上
告
人
の
勧
誘
に
応
じ
て
上
告
人
に
各
五
〇
〇
万
円
を
出
資
し
た
が
、
上
告
人
の
経
営
が
破
綻
し
て
持

分
の
払
戻
し
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
被
上
告
人
ら
が
，
上
告
人
は
，
上
記
の
勧
誘
に
当
た
り
，
上
告
人
が
実
質
的
な
債
務
超
過
の
状
態
に

あ
り
経
営
が
破
綻
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
被
上
告
人
ら
に
説
明
す
べ
き
義
務
に
違
反
し
た
な
ど
と
主
張
し
て
，
上
告
人
に
対
し
，
主
位

的
に
，
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
出
資
契
約
の
詐
欺
取
消
し
若
し
く
は
錯
誤
無
効
を
理
由
と
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に

基
づ
き
，
予
備
的
に
，
出
資
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
，
各
五
〇
〇
万
円
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求

め
た
事
案
で
あ
る
。
か
か
る
訴
訟
で
は
、
予
備
的
請
求
で
あ
る
出
資
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
当
否
が
争
わ
れ
た
。

以
下
、
大
阪
地
方
裁
判
所
、
大
阪
高
等
裁
判
所
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
つ
き
紹
介
す
る
。

（
２
）
大
阪
地
方
裁
判
所
判
決
（
平
成
一
八
年
（
ワ
）
第
九
三
三
八
号
／
判
決
日
：
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
）
⑸

　

説
明
義
務
は
、
原
告
ら
と
被
告
と
の
間
で
本
件
各
出
資
契
約
が
締
結
さ
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

契
約
の
締
結
に
向
け
た
交
渉
段
階
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
信
義
則
上
相
手
方
に
対
し
て
一
定
の
注
意
義
務
を
負
う
場
合

が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
注
意
義
務
を
め
ぐ
る
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
は
、
当
該
契
約
に
付
随
し
て
生
ず
る
も
の

で
あ
っ
て
、
契
約
上
の
責
任
に
含
ま
れ
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
説
明
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
、
前
記

の
と
お
り
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
本
件
各
出
資
契
約
上
の
付
随
義
務
違
反
に
も
当
た
り
、
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
（
平
成
二
〇
年
（
ネ
）
第
六
三
一
号
、
平
成
二
〇
年
（
ネ
）
第
九
〇
七
号
／
判
決
日
付
：
平
成
二
〇
年
八
月
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二
八
日 

）
⑹

　

一
般
に
契
約
が
成
立
す
る
前
の
段
階
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
不
法
行
為
責
任
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
契
約
法
を
支
配
す
る
信
義
則
を
理
由
と
す
る
契
約
法
上
の
責
任
（
一
種
の
債
務
不
履
行
責
任
）
と
し
て
、
そ
の
挙
証

責
任
、
履
行
補
助
者
の
責
任
等
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
不
法
行
為
よ
り
重
い
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
と
ら
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
当
該
当
事
者
が
、
社
会
の
中
か
ら
特
定
の
者
を
選
ん
で
契
約
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
以
上
、
社
会
の
一
般
人
に
対
す
る
責
任
（
す

な
わ
ち
不
法
行
為
上
の
責
任
）
よ
り
も
一
層
強
度
の
責
任
を
課
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
事
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
該
当
事
者

が
結
果
と
し
て
契
約
を
締
結
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
一
般
の
不
法
行
為
責
任
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
が
（
不
法
行
為
責
任
と
契

約
法
上
の
責
任
と
は
法
条
競
合
の
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。）、
い
や
し
く
も
こ
れ
を
動
機
と
し
て
契
約
関
係
に
入
っ
た
以
上
、
契
約
上
の

信
義
則
は
、
そ
の
時
期
ま
で
遡
っ
て
支
配
す
る
に
至
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　 （
４
）
最
高
裁
判
所
（
平
成
二
〇
（
受
）
一
九
四
〇
号
／
判
決
日
付
：
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
）
⑺

　

契
約
の
一
方
当
事
者
が
，
当
該
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
，
信
義
則
上
の
説
明
義
務
に
違
反
し
て
，
当
該
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
す

る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
情
報
を
相
手
方
に
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
，
上
記
一
方
当
事
者
は
，
相
手
方
が
当
該
契
約
を
締
結
し
た

こ
と
に
よ
り
被
っ
た
損
害
に
つ
き
，
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
の
は
格
別
，
当
該
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
に
よ
る

賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
上
記
の
よ
う
に
，
一
方
当
事
者
が
信
義
則
上
の
説
明
義
務
に
違
反
し
た

た
め
に
，
相
手
方
が
本
来
で
あ
れ
ば
締
結
し
な
か
っ
た
は
ず
の
契
約
を
締
結
す
る
に
至
り
，
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
，
後
に
締
結
さ
れ
た

契
約
は
，
上
記
説
明
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
，
上
記
説
明
義
務
を
も
っ
て
上
記
契
約
に
基
づ

い
て
生
じ
た
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
，
そ
れ
を
契
約
上
の
本
来
的
な
債
務
と
い
う
か
付
随
義
務
と
い
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
，
一
種
の
背

理
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
締
結
の
準
備
段
階
に
お
い
て
も
，
信
義
則
が
当
事
者
間
の
法
律
関
係
を
規
律
し
，
信

義
則
上
の
義
務
が
発
生
す
る
か
ら
と
い
っ
て
，
そ
の
義
務
が
当
然
に
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
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ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

 （
５
）
考
察

　

本
件
情
報
は
当
事
者
が
契
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
の
意
思
決
定
す
る
に
つ
き
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

こ
の
点
、
地
裁
及
び
高
裁
判
決
で
は
、「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
と
い
う
明
示
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
説
明
義
務
は
契
約
締
結
前
に
お
い

て
生
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
信
義
則
上
相
手
方
に
対
し
て
負
う
付
随
義
務
と
し
て
契
約
責
任
の
一
環
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
認
め
、
か
か
る
説
明
義
務
違
反
に
違
反
し
た
場
合
に
は
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
か
か
る
判
断

に
つ
い
て
は
、（
結
果
的
に
こ
の
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
一
部
は
商
事
時
効
の
５
年
に
よ
り
消
滅
し
て
い
る
と
さ
れ
た
が
）
時
効

等
の
点
で
被
害
者
及
び
消
費
者
保
護
に
繋
が
る
判
断
だ
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
、
最
高
裁
に
お
け
る
判
断
は
、
結
論
と
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、

例
え
ば
、
最
高
裁
平
成
一
七
年
九
月
一
六
日
判
決
は
、
宅
建
業
者
が
契
約
の
一
方
当
事
者
か
ら
委
託
を
受
け
、
他
方
当
事
者
か
ら
委
託
を
受

け
て
い
な
い
場
合
に
、
委
託
を
受
け
て
い
な
い
当
事
者
に
対
し
て
負
う
説
明
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、「
不
法
行
為
に
よ
る
」
損
害
賠
償
責

任
を
課
し
て
い
る
こ
と
か
ら
⑻

、
整
合
性
は
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
最
高
裁
昭
和
五
九
年
九
月
一
八
日
判
決
で
は
、
直
接

的
な
債
務
不
履
行
構
成
に
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
契
約
類
似
の
信
頼
関
係
に
基
づ
く
信
義
則
上
の
責
任
」
と
し
た
原
審
を
支
持
し
て
、

一
種
の
契
約
責
任
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
に
疑
問
が
残
る
⑼

。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
破
棄

型
の
事
例
と
は
異
な
り
、
有
効
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
存
在
す
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
不
履
行
責
任
の
枠
内
で
の
処
理
が
可

能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
消
費
者
保
護
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
結
論
が
妥
当
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
判
決
が
採
用

し
た
古
典
的
な
契
約
観
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
成
否
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
重
要
な
情
報
を
事
業
者
が
自
発
的
に
提
供
し
な
い
場
合
に
は
、
す

べ
て
契
約
責
任
の
枠
外
で
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
固
執
し
た
考
え
方
で
は
消
費
者
保
護
の
た
め
に
柔
軟
な

解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
責
任
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
効
期
間
及
び
立
証
責
任
の
点
の
み
な
ら
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ず
、
何
よ
り
も
被
害
者
・
消
費
者
側
が
望
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
契
約
の
解
除
と
い
っ
た
契
約
を
白
紙
に
戻
す
手
段
が
完
全
に
封
じ
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
⑽

。

四
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
法
的
根
拠
・
法
的
性
質

 （
１
）「
契
約
締
結
上
の
過
失
（culpa in contrahendo

）」
理
論
に
つ
い
て

　

こ
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
契
約
締
結
上
の
過
失
（culpa in contrahendo

）」
理
論
と
の
一
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
当
事
者
が
締
結
し
た
契
約
の
内
容
が
そ
の
契
約
締
結
当
時
か
ら
客
観
的
に
履
行
不
能
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
契
約
は
原
始
的
不
能
に

よ
っ
て
無
効
と
な
る
。
か
か
る
理
論
は
、
有
効
な
契
約
の
締
結
を
信
頼
し
た
当
事
者
の
一
方
に
、
無
効
な
契
約
締
結
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て

責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
他
方
当
事
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
か
か
る
理
論
は
、
ド
イ
ツ
の
学
者
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ—

リ
ン
グ
（Rudolf von Jhering

）
が
、
契
約
が
無
効
な
の

に
こ
れ
を
有
効
だ
と
信
じ
た
た
め
に
損
害
を
被
っ
た
者
は
な
ん
ら
か
の
賠
償
を
も
請
求
し
得
な
い
の
は
不
当
だ
と
考
え
、
一
八
六
一
年
「
契

約
締
結
上
の
過
失
若
し
く
は
無
効
ま
た
は
完
成
に
至
ら
ざ
る
契
約
に
お
け
る
損
害
賠
償
」（Culpa in contrahendo oder 

Schadensersatz bei nichtigen oder nicht ruz Perfection gelangten Vertragen

） 

と
い
う
論
文
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
⑾

。

そ
し
て
、
そ
れ
は
単
に
学
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ド
イ
ツ
私
法
学
の
主
要
な
問
題
領
域
と
し
て
判
例
に
定
着
し
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代

化
法
に
お
い
て
、
か
か
る
理
論
は
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
我
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
責
任
の
法
的

根
拠
を
交
渉
当
事
者
の
信
頼
又
は
法
定
債
権
関
係
に
基
づ
く
信
義
則
上
の
義
務
に
求
め
、
こ
れ
に
伴
い
、
そ
の
適
用
範
囲
を
原
始
的
不
能
に

よ
る
契
約
の
不
成
立
・
無
効
の
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
契
約
が
有
効
に
成
立
し
た
場
合
、
契
約
が
準
備
交
渉
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
、
準

備
交
渉
に
お
い
て
相
手
方
の
身
体
・
財
産
を
害
し
た
場
合
へ
拡
張
し
て
き
て
い
る
⑿

。
た
だ
、
我
が
国
に
お
け
る
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」

の
議
論
は
、
漸
進
的
な
が
ら
肯
定
的
に
搾
取
さ
れ
つ
つ
あ
り
契
約
責
任
へ
の
親
近
性
も
う
か
が
え
る
が
、
問
題
の
体
系
的
位
置
・
意
義
・
範

囲
が
未
解
明
で
あ
っ
て
、
そ
の
総
合
的
な
検
討
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
⒀

。
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 （
２
）
契
約
締
結
前
に
お
け
る
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
法
的
根
拠
・
法
的
性
質

契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
の
法
的
性
質
に
関
し
、
判
例
及
び
学
説
上
、
大
き
く
分
け
て
、
不
法
行
為
責
任
構
成
、
契
約
責
任
構
成
（
債
務
不

履
行
構
成
）、
お
よ
び
中
間
的
責
任
構
成
が
存
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
私
は
、「
信
義
則
」
を
媒
介
と
し
て
、
契
約
責
任
で
あ
る
債
務
不
履

行
構
成
を
主
張
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、「
信
義
則
」
の
適
用
に
よ
り
原
則
論
を
拡
張
し
て
契
約
責
任
を
認
め
う
る
場
面
を
、
人
的
拡
張
、

物
的
拡
張
（
質
的
拡
張
）
お
よ
び
時
的
拡
張
と
い
う
場
面
ご
と
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ア　

人
的
拡
張
場
面
に
つ
い
て

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
履
行
補
助
者
の
故
意
・
過
失
」
の
議
論
が
あ
る
。
履
行
補
助
者
と
は
、
債
務
者
が
債
務
の
履
行
の
た
め
に

使
用
す
る
者
を
い
い
、
個
人
間
の
小
規
模
な
取
引
に
お
い
て
は
債
務
者
自
身
の
行
為
に
よ
る
履
行
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
大
規
模
か
つ
大
量

の
取
引
に
お
い
て
、
ま
た
は
債
務
内
容
が
債
務
者
一
人
で
は
実
現
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
補
助
者
の
使
用
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
と
に
、
企
業
（
法
人
）
に
お
い
て
は
、
履
行
行
為
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
他
人
（
補
助
者
）
の
行
為
を
通
し
て
な
さ
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
の
よ
う
な
履
行
補
助
者
の
作
為
・
不
作
為
に
よ
っ
て
債
務
の
不
履
行
が
生
じ
た
と
き
に
、
帰
責
事
由
の
存
否
は
何
人
に
つ
い
て
判

断
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
判
例
・
通
説
上
、
履
行
補
助
者
の
故
意
・
過
失
が
債
務
者
自
身
に
帰
責
さ
れ
る
と
い
う
結
論
で
は

一
致
し
て
い
る
⒁

。
そ
の
法
律
構
成
と
し
て
、「
債
務
者
の
故
意
・
過
失
と
信
義
則
上
同
視
す
べ
き
事
由
」
と
し
、
民
法
の
原
則
で
あ
る
個

人
主
義
的
過
失
責
任
主
義
概
念
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、「
信
義
則
」
を
根
拠
に
、
債
務
不
履
行
責
任
を
負

う
人
的
な
範
囲
を
拡
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
安
全
配
慮
義
務
」
も
こ
の
類
型
に
該
当
し
う
る
と
考
え
る
。
安
全
配
慮
義
務
と
は
、

「
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
ま
た
は
双
方
が
相
手
方
に
対
し
て
信
義
則
上
負
う
義
務
」
で
あ
る
⒂

。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
の
法
的
性
質
に
関
し
、
最
高
裁
で
は
昭

和
五
〇
年
判
決
に
お
い
て
安
全
配
慮
義
務
を
承
認
し
て
以
降
、
い
く
つ
か
の
判
決
を
重
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
の

性
質
を
貫
徹
す
る
一
方
で
、
不
法
行
為
責
任
と
し
て
の
性
質
を
排
除
し
て
い
て
い
っ
た
と
い
え
る
⒃

。
そ
し
て
、
信
義
則
上
、
特
別
な
社
会

的
接
触
関
係
に
入
っ
た
者
に
つ
い
て
広
く
安
全
配
慮
義
務
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
雇
用
契
約
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
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法
律
関
係
の
当
事
者
で
な
い
相
続
人
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
固
有
の
慰
謝
料
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ

の
点
、
東
京
地
裁
昭
和
五
三
年
八
月
二
二
日
（
陸
上
自
衛
隊
一
〇
二
建
設
大
隊
事
件
）
で
は
、「
債
務
不
履
行
の
場
合
と
い
え
ど
も
右
不
履

行
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
原
告
ら
遺
族
固
有
の
慰
謝
料
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
が
相
当
」
と
し
て
い
る
⒄

。
か
か
る
安
全

配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
公
務
員
・
労
働
者
「
側
」
の
保
護
を
徹
底
す
る
た
め
で
あ
る
と
広
く
考
え
る
な
ら
ば
、
解
釈
論
と
し
て
、

信
義
則
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
べ
き
人
的
範
囲
に
つ
き
拡
張
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

イ　

物
的
拡
張
（
質
的
拡
張
）
場
面
に
つ
い
て

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
債
権
侵
害
・
拡
大
損
害
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
給
付
に
際
し
て
、
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
た

め
に
、
そ
れ
に
起
因
し
て
相
手
方
の
生
命
・
身
体
・
財
産
的
利
益
と
い
っ
た
給
付
外
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
を
い
う
⒅

。
裁
判
で
は
、「
売

買
の
目
的
物
を
交
付
す
る
と
い
う
基
本
的
な
給
付
義
務
を
負
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
信
義
則
上
、
こ
れ
に
付
随
し
て
、
買
主
の
生
命
・
身

体
・
財
産
上
の
法
益
を
害
し
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
買
主
に
交
付
し
、
そ
の
瑕
疵
に
よ
っ

て
買
主
の
そ
の
よ
う
な
法
益
を
害
し
て
損
害
を
与
え
た
場
合
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
交
付
し
、
損
害
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
売
主
に
上

記
の
よ
う
な
注
意
義
務
違
反
が
な
か
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
、
積
極
的
債
権
侵
害
な
い
し
不
完
全
履
行
と
な
り
、
民
法
四
一
五
条

に
よ
り
買
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
売
主
の
契
約
責
任
は
、
単
に
買
主
だ
け
で
な
く
、
信
義
則
上
そ
の

目
的
物
の
使
用
・
消
費
が
合
理
的
に
予
想
さ
れ
る
買
主
の
家
族
や
同
居
者
に
対
し
て
も
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
の
判
断
が

な
さ
れ
た
⒆

。
こ
の
場
合
、
こ
の
給
付
目
的
物
以
外
に
損
害
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
信
義
則
を
根
拠
に
し
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
義
務
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
信
義
則
」
を
根
拠
に
、
債
務
不
履
行
責
任
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
物
的
・
質
的
な
拡
張
を
図
っ

た
も
の
と
い
え
る
。

　

ウ　

時
的
拡
張
場
面
に
つ
い
て

　

も
と
も
と
「
契
約
」
と
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
そ
の
合
意
通
り
の
債
権
・
債
務
関
係
の
発
生
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法

的
拘
束
力
の
根
拠
は
、
当
事
者
間
の
「
合
意
」
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
合
意
の
成
立
以
前
の
場
面
に
お
い
て
、
契
約
規
範
が
妥
当
し
な
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い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
な
い
し
説
明
義
務
の
根
拠
を
契
約
規
範
に
求
め
る
こ
と
は
、
そ

も
そ
も
根
本
的
な
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
る
⒇

。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
高
裁
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
判
決
は
、
合
意
の
成
立
以
前
に
契
約
規

範
が
存
在
す
る
の
は
「
背
理
」
で
あ
る
と
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
信
義
則
上
の
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
認
め
つ
つ
も
、
債
務
不
履
行
責
任
で
は
な
く
、
不
法
行
為
責
任

構
成
で
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
ご
と
く
、
被
害
者
・
消
費
者
保
護
が
万
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
信
義
則

に
よ
り
債
務
不
履
行
責
任
を
負
わ
せ
る
時
的
拡
張
を
認
め
、
広
く
被
害
者
・
消
費
者
の
保
護
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
点
、

契
約
終
了
後
に
お
い
て
は
、
契
約
的
拘
束
力
の
「
余
後
効
」
と
し
て
な
お
信
義
上
の
義
務
が
存
在
す
る
�

。
こ
れ
に
関
す
る
判
例
も
あ
る
�

。

さ
ら
に
は
、
時
的
拡
張
の
民
法
上
の
現
れ
と
し
て
、
委
任
契
約
終
了
後
の
受
任
者
の
応
急
処
置
義
務
を
規
定
し
た
六
五
四
条
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
受
任
者
が
委
任
契
約
終
了
後
直
ち
に
委
任
事
務
を
中
止
す
る
と
、
委
任
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
委
任
者

保
護
の
観
点
か
ら
、
受
任
者
側
に
応
急
措
置
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
背
後
に
は
信
義
則
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
契
約
上
の
義
務
は
給
付
義
務
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
契
約
か
ら
生
じ
る
付
随
義
務
が
、
契
約
の
終
了
後
に
も
信
義

則
を
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
、
一
種
の
契
約
責
任
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
�

。
そ
し
て
、
契
約
履
行
段
階
に
限

ら
ず
、
契
約
終
了
後
に
も
認
め
ら
れ
る
信
義
則
上
の
義
務
が
、
契
約
締
結
前
段
階
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
く
、

契
約
締
結
前
に
も
当
事
者
に
契
約
上
の
拘
束
力
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
学
説
上
、
例
え
ば
、
顧
客
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
銀

行
の
誤
っ
た
指
示
、
電
気
器
具
使
用
方
法
の
誤
っ
た
指
示
等
と
い
っ
た
原
因
に
よ
る
損
害
に
お
い
て
、
契
約
締
結
の
た
め
の
準
備
段
階
に
お

け
る
過
失
と
し
、
そ
う
し
た
指
示
が
債
務
内
容
と
な
ら
な
い
た
め
に
不
履
行
の
責
任
を
課
し
え
な
い
場
合
に
も
、
そ
れ
を
動
機
と
し
て
契
約

関
係
に
入
っ
た
以
上
、
契
約
上
の
信
義
則
は
そ
の
時
期
ま
で
遡
っ
て
支
配
す
る
と
考
え
る
説
が
あ
る
�

。
こ
の
説
は
、
今
日
の
契
約
理
論
の

下
で
は
、
契
約
上
の
義
務
に
信
義
則
上
の
諸
義
務
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
契
約
準
備
及
び
契
約
締
結
過
程
と
い
っ
た
契
約
成
立
過
程
に
お

い
て
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害
を
加
え
た
と
き
に
負
う
べ
き
賠
償
責
任
＝
契
約
締
結
の
過
失

責
任
も
、
信
義
則
上
の
付
随
義
務
、
そ
の
中
で
も
調
査
告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
一
種
の
契
約
責
任
と
解
す
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
る
�

。
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こ
れ
は
、契
約
締
結
の
た
め
の
商
議
を
開
始
す
る
瞬
間
か
ら
当
事
者
は
信
頼
関
係
に
立
つ
に
至
り
、契
約
締
結
と
い
う
共
同
の
目
的
に
向
か
っ

て
相
協
力
す
べ
き
、
一
般
市
民
よ
り
も
一
層
緊
密
な
結
合
関
係
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
、
相
手
方
の
人
格
や
財
貨
を
害
し
な
い
と
い
う
義
務

や
相
手
方
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
重
大
な
意
義
を
持
つ
事
実
の
解
明
義
務
な
ど
を
含
ん
だ
保
護
義
務
が
発
生
し
て
お
り
、
契
約
締
結
上
の
過

失
は
こ
の
保
護
義
務
違
反
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
�

。

　

こ
の
よ
う
に
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
法
的
性
質
を
債
務
不
履
行
構
成
と
解
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
何
か
。
確
か
に
、
時
効
期

間
や
立
証
責
任
の
負
担
と
い
う
点
で
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
契
約
解
除
」
と
い
っ
た
契
約
を
白
紙
に
戻
す
効
果
が
期
待
で

き
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
効
果
こ
そ
が
、
不
法
行
為
責
任
構
成
で
は
達
成
で
き
な
い
、
消
費
者
・
被
害
者
が
合
理
的
に
望
む
効
果

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
学
説
上
、
契
約
責
任
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
理
由
に
「
契
約
の
解
除
」
を
挙
げ
る
見
解
も
あ
る
�

。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
取
引
上
の
接
触
の
開
始
に
よ
り
、
債
務
関
係
に
重
大
な
義
務
が
生
じ
、
こ
の
よ
う
な
義
務
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
で
損

害
賠
償
が
生
じ
う
る
う
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
判
例
及
び
学
説
上
承
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
新
債
務
法
に
お
い
て
は
、cic

理
論
が
明
文
で
規
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、BGB

三
一
一
条

二
項
に
よ
れ
ば
、
①
契
約
交
渉
の
開
始
、
②
当
事
者
の
一
方
が
、
将
来
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
法
律
行
為
上
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
相
手
方

に
、
そ
の
権
利
、
法
益
及
び
利
益
へ
の
影
響
の
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
は
、
相
手
方
に
そ
れ
を
委
ね
る
契
約
交
渉
の
準
備
、
③
そ
の
他
の
類

似
の
取
引
上
の
接
触
と
い
っ
た
場
面
で
、BGB

二
四
一
条
二
項
に
よ
り
、
債
務
（Pflicht

）
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
売
主
等
が
情

報
提
供
義
務
な
い
し
説
明
義
務
に
違
反
す
れ
ば
、BGB

二
八
〇
条
一
項
に
よ
り
損
害
賠
償
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

の
損
害
賠
償
請
求
権
の
法
律
効
果
は
、BGB

二
四
九
条
二
項
に
よ
り
原
状
回
復
で
あ
り
、
相
手
方
は
、
契
約
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同

様
の
状
態
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
は
契
約
の
解
消
を
な
し
得
る
�

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
判
例
に
お
い
て
も
、
専
門
家
と
専
門

的
知
識
の
な
い
者
と
の
間
の
契
約
の
よ
う
に
、
契
約
目
的
物
の
性
能
に
つ
い
て
の
知
識
量
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
専
門
家
が
相

手
方
の
無
知
に
乗
じ
て
不
当
な
取
引
を
行
わ
せ
た
場
合
は
、
一
方
の
説
明
が
他
方
の
契
約
の
意
思
決
定
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て

cic

に
基
づ
く
契
約
の
解
除
を
認
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
、
①
契
約
交
渉
当
事
者
間
に
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専
門
的
知
識
や
情
報
量
の
差
が
あ
る
こ
と
、
②
有
効
な
契
約
成
立
の
障
害
と
な
る
事
実
が
一
方
の
み
知
り
得
て
、
他
方
は
知
ら
な
い
か
又
は

知
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
③
解
除
を
主
張
す
る
側
（
主
に
消
費
者
）
が
事
実
解
明
に
つ
い
て
相
手
方
に
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う

な
き
っ
か
け
を
作
り
出
し
て
い
た
こ
と
�

、
④
説
明
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
契
約
当
事
者
が
通
常
の
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
契
約
を
締
結

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
�

。
こ
れ
に
対
し
て
、
説
明
義
務
違
反
に
よ
る
契
約
締
結
を
理
由
と
す
る
契
約
の
解
除
を
肯
定
す

る
こ
と
は
、
表
意
者
の
過
失
を
要
件
と
す
る
契
約
成
立
上
の
瑕
疵
に
よ
り
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
意
思

形
成
過
程
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
不
実
説
明
に
故
意
と
違
法
性
が
な
け
れ
ば
契
約
解
消
と
い
う
救
済
手
段
が
発
生
し
な
い
と
い
う
、
伝
統
的
理

解
の
下
で
詐
欺
取
消
制
度
に
内
在
す
る
趣
旨
に
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
�

。
ま
た
、
契
約
上
の
債
権
・
債

務
の
発
生
根
拠
を
当
事
者
の
意
思
に
求
め
る
伝
統
的
な
契
約
法
理
論
か
ら
は
か
な
り
の
無
理
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
、
つ
ま
り
給
付
義
務
に

付
随
す
る
義
務
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
、
付
随
義
務
が
余
り
に
肥
大
化
し
て
し
ま
う
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
�

。
し
か
し
、
債
務
不
履
行

に
よ
り
解
除
原
因
が
生
ず
る
と
い
う
民
法
の
採
用
す
る
解
除
制
度
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
決
し
て
詐
欺
取
消
制
度
の
趣
旨
と
衝
突
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
ド
イ
ツ
民
法
及
び
ド
イ
ツ
判
例
が
掲
げ
た
基
準
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
の
肥
大
化
に
対
す
る
歯

止
め
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

五
、
民
法
改
正
案
の
検
討

　

契
約
締
結
前
に
お
け
る
当
事
者
の
果
た
す
べ
き
義
務
、
つ
ま
り
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
き
最
高
裁
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
判

決
に
お
け
る
補
足
意
見
は
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日

に
、
鎌
田
薫
博
士
を
中
心
と
し
た
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
」
を
発
表
し
た
。
さ
ら
に
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
五
日
に
、
加
藤
雅
信
博
士
を
中
心
と
し
た
民
法
改
正
研
究
会
が
「
民
法
改
正
国
民
・
法
曹
・
学
界
有
志
案
」
を
発
表

し
た
。
さ
ら
に
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
が
平
成
二
三
年
四
月
二
三
日
に
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的

な
論
点
整
理
」
を
決
定
し
、
同
年
五
月
二
五
日
に
、
か
か
る
決
定
事
項
に
つ
い
て
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
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点
整
理
の
補
足
説
明
」
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
鎌
田
委
員
会
案
）」
と
「
民
法
改
正
国
民
・
法
曹
・

学
界
有
志
案
（
加
藤
研
究
会
案
）」
の
立
法
提
案
を
比
較
・
検
討
し
、
法
制
審
議
会
の
決
定
事
項
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
今

後
の
改
正
に
お
い
て
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
が
「
消
費
者
取
引
法
試
案
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
み

た
い
と
思
う
。

　
（
１
）
基
本
方
針
（
鎌
田
委
員
会
案
）
�

【
３
．
１
．
１
．
１
０
】（
交
渉
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
）

〈
１
〉　

当
事
者
は
、
契
約
の
交
渉
に
際
し
て
、
当
該
契
約
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
し
相
手
方
の
判
断
に

影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
に
つ
き
、
契
約
の
性
質
、
各
当
事
者
の
地
位
、
当
該
交
渉
に
お
け
る
行
動
、
交
渉
過
程
で
な
さ
れ
た
当
事
者

間
の
取
り
決
め
の
存
在
お
よ
び
そ
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
っ
て
情
報
を
提
供
し
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

〈
２
〉 〈
１
〉
の
義
務
に
違
反
し
た
者
は
、相
手
方
が
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
被
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

　

現
行
民
法
に
お
い
て
、
前
述
の
ご
と
く
、
交
渉
当
事
者
の
情
報
提
供
義
お
よ
び
説
明
義
務
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
判
例
上
、
消
費
者

等
保
護
の
観
点
か
ら
、
信
義
則
を
根
拠
と
し
て
、
当
事
者
に
情
報
提
供
義
務
な
い
し
説
明
義
務
を
認
め
、
損
害
賠
償
を
認
め
る
に
至
っ
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
で
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
が
発
生
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
学

説
・
判
例
に
照
ら
し
て
も
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
に
関
わ
る
考
慮
要
要
素
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
改
正

法
案
は
、
契
約
交
渉
段
階
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
は
、
①
そ
の
契
約
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
②
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
し
相

手
方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
情
報
を
、
③
契
約
の
性
質
、
各
当
事
者
の
地
位
、
当
該
交
渉
に
お
け
る
行
動
、
交
渉
過
程
で
な
さ
れ
た
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当
事
者
間
の
取
り
決
め
の
存
在
お
よ
び
そ
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
、
情
報
を
提
供
し
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
関
す
る
従
来
の
裁
判
例
を
参
考
に
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
有
無
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ

き
要
素
と
し
て
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
考
慮
要
素
の
明
確
化
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
が
一
方
当
事
者
に

課
さ
れ
る
の
が
、
相
手
方
が
契
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
情
報
提
供

義
務
・
説
明
義
務
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
か
か
る
趣
旨
の
下
、「
当
該
契
約
に

関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
し
相
手
方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
全
体
の
指
針
と
な
る
べ
き
概
念
は
「
信
義
則
」
で
あ
る
。「
信
義
則
」
に
従
っ
て
、
具
体
的
か
つ
個
別
的
に
義
務
の
存
否
お
よ
び
そ

の
範
囲
が
決
ま
っ
て
く
も
の
で
あ
り
、
不
明
確
さ
は
残
る
も
の
の
、
柔
軟
性
が
確
保
で
き
る
と
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
契
約
締
結
上
の
過
失

に
お
け
る
主
要
な
法
的
効
果
は
損
害
賠
償
責
任
で
あ
る
が
、
本
改
正
案
は
、「
相
手
方
が
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
被
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
損
害
」
を
負
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、こ
の
責
任
の
性
質
が
債
務
不
履
行
責
任
か
不
法
行
為
責
任
か
は
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
�

。

そ
し
て
、
そ
の
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
、
本
案
に
つ
い
て
は
、「
相
手
方
が
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
被
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
損
害
」

と
し
、
具
体
的
に
は
、
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
通
常
、
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
信
頼
利
益
と
履
行

利
益
が
あ
る
が
、
本
改
正
案
に
お
い
て
は
、
信
頼
利
益
の
賠
償
の
み
が
認
め
ら
れ
、
義
務
違
反
が
な
け
れ
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
つ
ま

り
履
行
利
益
に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
契
約
の
取
消
等
、
契
約
を
白
紙
に
戻
す
効
果
が
本
案
に
お
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
場
合
、
詐
欺
（【
１
．
５
．
１
６
】）
に
お
い
て
、
不
実
表
示
ま
た
は
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
と
し
て
別
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
か

ら
、
か
か
る
規
定
に
委
ね
る
こ
と
と
な
る
。

【
１
．
５
．
１
６
】（
詐
欺
）

〈
１
〉 

詐
欺
に
よ
り
表
意
者
が
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

〈
２
〉 

信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
り
提
供
す
べ
き
で
あ
っ
た
情
報
を
提
供
し
な
い
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
情
報
に
つ
い
て
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
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り
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
説
明
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
故
意
に
表
意
者
を
錯
誤
に
陥
ら
せ
、
ま
た
は
表
意
者
の
錯
誤
を
故
意
に
利
用
し

て
、
表
意
者
に
意
思
表
示
さ
せ
た
と
き
も
、
前
項
の
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。

　

こ
の
②
の
提
案
要
旨
と
し
て
、
か
か
る
案
は
、
現
行
民
法
で
も
「
詐
欺
」
の
範
疇
に
含
め
て
い
た
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
に
関
す
る
一
般
的
な

考
え
方
を
リ
ス
テ
イ
ト
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
「
詐
欺
」
の
枠
内
で
規
律
す
る
た
め
、
詐
欺
の
要
件
と
し
て
一
般
的
に

認
め
ら
れ
て
い
る
故
意
要
件
が
か
か
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
表
意
者
の
側
で
、
相
手
方
に
故
意
が
あ
る
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
の
場
合
の
故
意
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
表
意

者
が
当
該
情
報
を
知
ら
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
認
識
し
て
い
い
た
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら
に
、
表
意
者
に
当
該
情
報
を
告
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
（
違
法
性
）
を
相
手
方
が
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
告
げ
な
か
っ
た
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
相
手
方
に
過
失
が
あ
る
と
し
て
も
、
詐
欺
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
消
費
者
紛
争
を
念
頭
に
置
い
て
、

救
済
に
限
界
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
消
費
者
契
約
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明

義
務
違
反
に
よ
る
取
消
し
一
般
に
関
し
、
故
意
要
件
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
で
は
、
な
お
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
故
、
詐
欺
の
範
疇
と
し
て
と
ら
え
ず
に
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
違
反
か
ら
直
接
的
に
契
約
の
取
消
し
、
も
し

く
は
、
当
該
義
務
違
反
を
根
拠
と
し
て
契
約
の
解
除
を
導
く
直
接
的
な
条
文
の
設
置
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

　 （
２
）
民
法
改
正
国
民
・
法
曹
・
学
界
有
志
案
（
加
藤
研
究
会
案
）
�

四
五
八
条
（
契
約
交
渉
に
お
け
る
説
明
義
務
と
秘
密
保
持
義
務
）

① 　

契
約
交
渉
を
行
う
当
事
者
は
、
交
渉
の
相
手
方
が
当
該
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
当
然
知
っ
て
お
く
べ
き
不
可
欠
な
前
提
事
情
を
知

ら
な
い
で
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
又
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
の
不
知
を
放
置
す
る
こ
と
が
そ
の
契
約
の
性



─ 252 ─

質
及
び
当
事
者
の
特
性
に
照
ら
し
、（
新
）
第
三
条
（
信
義
誠
実
の
原
則
と
権
利
濫
用
の
禁
止
）
第
一
項
に
反
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
情

を
相
手
方
に
説
明
す
る
義
務
を
負
う
。

② 　

当
事
者
は
、
契
約
の
交
渉
に
よ
っ
て
得
た
情
報
を
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
し
て
第
三
者
に
開
示
し
な
い
義
務
を
負
う
。

③ 　

前
２
項
の
義
務
に
反
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
相
手
方
に
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

　

こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
と
し
て
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
の
賠
償
を
定

め
て
い
る
。
こ
の
点
、
こ
の
案
も
、
責
任
の
法
的
性
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
鎌
田
委
員
会
案
と
は
異
な
り
、
損
害
の
賠

償
範
囲
が
固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
事
案
ご
と
の
柔
軟
な
対
応
が
可
能
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
定
の
方
向
性
は
示
し
つ
つ
も
、

鎌
田
委
員
会
案
の
よ
う
に
、
固
定
化
さ
れ
た
定
義
は
避
け
、
解
釈
の
余
地
を
残
す
こ
と
で
、
個
別
具
体
的
な
事
案
ご
と
の
解
決
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
契
約
の
取
消
等
の
効
果
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
新
５
６
条
「
不
実
表
示
及
び
情
報
の
不
提
供
」
に

委
ね
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
契
約
交
渉
段
階
で
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
は
企
業
機
密
等
の
利
益
と
の
調
整
が
問

題
と
な
る
が
、「
第
三
者
に
開
示
し
な
い
」
と
い
う
守
秘
義
務
を
課
す
こ
と
で
こ
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
の
は
評
価
に
値
す
る
�

。

五
六
条
（
不
実
表
示
及
び
情
報
の
不
提
供
）

① 　

相
手
方
が
提
供
し
た
事
実
と
異
な
る
情
報
に
基
づ
き
意
思
表
示
を
し
た
者
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
法
律
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
提
供
さ
れ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
が
、
通
常
で
あ
れ
ば
そ
の
種
の
法
律
行
為
を
す
る
者
の
意
思
決
定
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

② 　

故
意
に
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
し
て
提
供
す
べ
き
で
あ
る
情
報
を
提
供
せ
ず
、
又
は
な
す
べ
き
説
明
を
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
相
手

方
に
意
思
表
示
を
さ
せ
た
と
き
は
、
前
項
の
不
実
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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こ
の
案
に
お
い
て
は
、
鎌
田
委
員
会
案
と
同
様
、「
故
意
」
と
い
う
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
立
証
の
負
担
が
か
か
る
。
や
は
り
、
鎌
田
委

員
会
案
と
同
様
に
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
違
反
か
ら
直
接
導
か
れ
る
契
約
の
解
除
等
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

　 （
３
）
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
�

　

契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
意
見
と
し
て
、
一
方
当
事
者
が
信
義
誠
実
の
原
則
に
基
づ

い
て
説
明
義
務
等
を
負
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
自
体
は
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
適
切
な
形
で
明
文
化
で

き
れ
ば
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
と
の
意
見
や
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
説
明
義
務
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る

こ
と
は
民
事
ル
ー
ル
に
お
け
る
消
費
者
保
護
を
進
め
る
上
で
意
義
が
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
一
方
で
、
明
文
化
に
対
し
て
様
々
な
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。
説
明
義
務
等
の
存
否
や
内
容
は
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
様
々
で
あ
り
、
一
般
的
な
規
定
を
設
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
の

指
摘
、
濫
用
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
指
摘
、
特
定
の
場
面
に
つ
い
て
信
義
則
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
義
則
の
一
般
規
定
と
し
て

の
性
格
が
不
明
確
に
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
場
合
の
規
定
内
容
を
検
討
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
説
明
義
務
等
の
対
象
と
な
る
事
項
、
説
明
義
務
等
の
存
否
を
判
断
す
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
事
項
（
契
約
の
内
容
や
当

事
者
の
属
性
等
）
等
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
か
か
る
義
務
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
ほ
か
、
相
手
方
が
契
約

を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
問
題
に
な
り
得
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
と
の
関
係
な
ど
に
も
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

 （
４
）
消
費
者
取
引
法
試
案

　

情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
い
て
、
平
成
二
二
年
八
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た
平
成
二
二
年
度
近
畿
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
保
護
委
員

会
夏
期
研
修
会
「
統
一
消
費
者
法
典
の
実
現
を
目
指
し
て
〜
消
費
者
取
引
法
案
〜
」
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
消
費
者
法
法
典
試
案
を
紹
介
す

る
こ
と
と
す
る
�

。
こ
の
試
案
は
、
二
つ
の
民
法
改
正
案
に
比
べ
、
よ
り
消
費
者
保
護
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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１
‐
３
‐
１
‐
２
（
情
報
提
供
義
務
）

事
業
者
は
、
消
費
者
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
消
費
者
に
対
し
、
当
該
消
費
者
が
契
約
の
締
結
を
決

定
す
る
に
あ
た
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
消
費
者
が
理
解
で
き
る
方
法
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

現
行
消
費
者
契
約
法
で
は
形
式
的
に
は
「
努
力
義
務
規
定
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
試
案
に
お
い
て
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

法
定
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、「
当
該
消
費
者
が
契
約
の
締
結
を
決
定
す
る
に
あ

た
り
必
要
な
事
項
」
と
明
確
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
説
明
の
程
度
に
つ
い
て
も
、
消
費
者
保
護
を
全
う
す
べ
く
、「
当
該
消
費

者
が
理
解
で
き
る
方
法
」
と
い
う
消
費
者
側
基
準
、
そ
れ
も
、
一
般
的
消
費
者
で
は
な
く
、
個
別
・
具
体
的
に
と
ら
え
た
消
費
者
を
基
準
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
消
費
者
保
護
目
的
が
達
成
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
、
事
業
者
に
消
費
者
の
理

解
能
力
が
客
観
的
に
判
る
場
合
に
は
そ
の
能
力
に
合
わ
せ
た
説
明
を
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果
と

し
て
、
か
か
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
「
不
当
勧
誘
」
に
該
当
す
る
と
み
な
し
た
上
で
�

、
取
消
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

１
‐
３
‐
２
‐
５
（
申
込
み
等
の
意
思
表
示
の
取
消
）

　

１　

消
費
者
は
、
事
業
者
が
１
‐
３
‐
２
‐
１
（
不
当
勧
誘
の
禁
止
）
第
一
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
消
費
者
契
約
の
申
込

み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
違
反
す
る
行
為
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
当
該
消
費
者

が
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

現
行
消
費
者
契
約
法
で
は
第
４
条
２
項
本
文
に
よ
り
、「
取
消
権
」
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
不
当
な
勧
誘
行
為
と
意
思
表
示
と
の
間

の
因
果
関
係
の
立
証
責
任
を
消
費
者
側
に
負
担
さ
せ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、「
事
実
上
の
推
定
」
に
よ
り
立
証
の
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
る
）。

ま
た
、「
故
意
」
と
い
う
事
業
者
側
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
も
消
費
者
は
立
証
責
任
を
負
担
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
取
消
権
の
実
効
性
を
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図
り
、
も
っ
て
消
費
者
保
護
を
徹
底
す
べ
く
、
本
試
案
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
不
当
な
勧
誘
行
為
（
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
情
報
提

供
義
務
違
反
・
説
明
義
務
違
反
行
為
）
が
あ
れ
ば
取
消
し
を
可
能
と
し
、
例
外
的
に
、
た
だ
し
書
き
に
お
い
て
因
果
関
係
が
な
い
場
合
に
は

取
消
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
因
果
関
係
の
不
存
在
は
事
業
者
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
）。

　
１
‐
３
‐
２
‐
８
（
事
業
者
の
損
害
賠
償
）

１
‐
３
‐
２
‐
１
（
不
当
勧
誘
の
禁
止
）
各
号
に
規
定
す
る
行
為
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
そ
の
勧
誘
行
為
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
消
費
者
が

被
ら
な
か
っ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

 　

現
行
消
費
者
契
約
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
規
定
が
な
い
。
そ
れ
故
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
き
規
定
し

て
い
る
同
法
３
条
１
項
を
根
拠
に
損
害
賠
償
し
て
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
同
条
項
は
形
式
上
努
力
義
務
規
定
で
あ
り
、
解
釈
上
法
的
責
任
を

導
く
し
か
な
か
っ
た
（
た
だ
、
判
例
上
は
損
害
賠
償
を
認
め
る
も
の
も
あ
っ
た
�

）。
そ
し
て
、
明
文
上
、
消
費
者
側
の
救
済
手
段
と
し
て

は
取
消
権
、
そ
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
消
費
者
が
契
約
を
取
り
消
し
た
場
合
に
余
分
に

出
費
し
た
費
用
等
の
損
害
が
あ
る
場
合
に
は
取
消
だ
け
で
は
損
害
は
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
消
費
者
保
護
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
契
約
維
持
し
つ
つ
損
害
だ
け
を
賠
償
請
求
す
る
こ
と
を
望
む
消
費
者
の
救
済
が
図
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
試
案
で
は
、
損
害

賠
償
請
求
権
を
認
め
、
取
消
権
と
と
も
に
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
、
ま
た
は
契
約
の
効
力
を
維
持
し
つ
つ
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
を
認
め

た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。

六
、
終
わ
り
に

　

以
上
、
契
約
締
結
前
に
お
け
る
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
義
務
違
反
の
処
理
に
付
き
、
被

害
者
た
る
当
事
者
が
何
を
望
む
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、民
法
の
原
則
に
従
え
ば
、「
契
約
の
締
結
」
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が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
契
約
責
任
は
観
念
で
き
ず
、
不
法
行
為
責
任
し
か
問
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
代
に
至
る
ま
で
、

学
説
お
よ
び
判
例
は
、
結
論
の
妥
当
性
を
追
求
す
べ
く
民
法
の
原
則
論
と
衝
突
を
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現
代
取
引
社
会
に
お
い
て

契
約
締
結
前
の
時
点
か
ら
専
門
的
知
識
が
乏
し
い
一
方
当
事
者
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
裁

で
の
結
論
は
、
こ
の
期
待
に
応
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
民
法
改
正
案
も
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
つ
き
新
し
く
明
文
規

定
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
改
正
案
に
お
い
て
、
現
代
に
お
け
る
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
消
費
者
・
被
害
者
側
救
済
の
観
点
か
ら
の
立
法

と
い
う
も
の
が
重
要
視
さ
れ
よ
う
。
特
に
、
そ
の
救
済
を
徹
底
す
べ
く
、「
契
約
の
解
除
」
も
し
く
は
「
契
約
の
取
消
」
と
い
っ
た
手
段
を

情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
規
定
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
取
引
法
試
案
や
ド
イ
ツ
民
法

が
参
考
に
な
ろ
う
。
た
だ
一
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
明
確
に
明
文
化
す
る
の
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
抽
象
性
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
柔
軟

に
対
応
で
き
る
条
文
形
式
を
維
持
し
、
解
釈
上
の
問
題
点
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
判
例
や
学
説
で
そ
の
問
題
を
打
破
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。
例
え
ば
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
が
生
じ
る
基
準
、
程
度
、
お
よ
び
範
囲
等
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
し
た
形
で
の
民
法
改
正

に
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
が
明
文
化
さ
れ
た
場
合
に
、
民
法
領
域
以
外
の
他
領
域
、
例
え
ば
、
医

療
・
福
祉
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
が
出
る
の
か
、
そ
の
関
連
性
も
今
後
の
注
目
す
べ
き
検
討
課

題
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑴　

野
澤
正
充
『
契
約
締
結
上
の
過
失
・
情
報
提
供
義
務
』
法
セ
六
一
五
号
九
七
頁
。
な
お
、
我
が
国
で
は
、
情
報
提
供
義
務
と
説
明
義
務
は
ほ
ぼ
同
意

義
で
用
い
ら
れ
る
が
、
説
明
義
務
と
い
う
表
現
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
情
報
提
供
義
務
と
い
う
表
現
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
るdevoir d

’inform
ation 

の
訳
語
と
し
て
情

報
提
供
義
務
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
馬
場
圭
太
『
説
明
義
務
の
履
行
と
証
明
責
任
─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
判
例
の
分

析
を
中
心
に
─
』
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
五
五
四
頁
注
（
一
））。

⑵　

野
澤
・
前
掲
注
⑴　

九
六
─
九
七
頁
。
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⑶　

横
山
美
夏
『
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
』
ジ
ュ
リ
一
〇
九
四
号
一
二
九
頁
。

⑷　

今
川
嘉
文
『
意
思
決
定
の
不
当
干
渉
と
情
報
提
供
義
務
』
神
院
三
九
号
第
三
・
四
号
四
八
頁
─
四
九
頁
。

⑸　

金
判
一
三
七
二
号
四
四
頁
。

⑹　

民
集
六
五
巻
三
号
一
四
六
八
頁
。

⑺　

民
集
六
五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
。

⑻　

集
民
二
一
七
号
一
〇
〇
七
頁
。
裁
時
一
三
九
六
号
四
〇
一
頁
。
判
タ
一
一
九
二
号
二
五
六
頁
。
金
判
一
二
三
二
号
一
九
頁
。
判
時
一
九
一
二
号
八
頁
。

従
来
、
売
主
の
説
明
義
務
と
し
て
主
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
本
判
決
で

問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
契
約
の
目
的
が
円
滑
に
達
成
し
う
る
か
否
か
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
が
異
な
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
判
決
で

問
題
と
な
っ
た
説
明
義
務
は
、
買
主
の
生
命
に
係
わ
る
説
明
義
務
で
あ
る
点
も
異
な
る
（
尾
島
茂
樹
『
契
約
締
結
に
際
し
て
の
説
明
義
務
』
民
法
百
選

Ⅱ
〈
第
六
版
〉、
一
〇
─
一
一
頁
）。

⑼　

民
集
一
四
二
号
三
一
一
頁
。
判
時
一
一
三
七
号
五
一
頁
。

⑽　

こ
の
点
に
関
し
、
本
件
の
よ
う
な
重
要
な
情
報
も
契
約
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
方
も
あ
る
（
宮
下
修
一
『
契
約
の
勧
誘
に
お
け
る
情
報
提

供
』
法
時
一
〇
三
七
号
一
二
頁
）。
こ
の
考
え
方
は
、
当
事
者
の
合
理
的
意
思
を
柔
軟
に
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ

の
場
合
、
契
約
責
任
の
範 

疇
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

⑾　

山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
概
論
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、
第
三
版
）
九
六
頁
。
松
坂
佐
一
『
債
権
者
取
消
権
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）

一
七
六
頁
。

⑿　

高
木
多
喜
男
『
不
完
全
履
行
と
瑕
疵
担
保
責
任
』（
一
粒
社
、
一
九
八
〇
年
）
一
一
頁
。
本
田
純
一
「『
契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
』
に
つ
い
て
」
遠

藤
浩
・
林
良
平
・
水
本
浩
監
修
『
現
代
契
約
法
大
系　

第
一
巻　

現
代
契
約
の
法
理
（
一
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
一
九
三
頁
。
近
江
幸
治
『
民

法
講
義
Ⅴ　

契
約
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
、
第
三
版
）
三
〇
頁
。

⒀　

北
川
善
太
郎
『
契
約
責
任
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
一
九
四
頁
。

⒁　

大
審
院
昭
和
四
年
三
月
三
〇
日
民
集
八
巻
三
六
三
頁
。

⒂　

最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
、
最
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
民
集
三
七
巻
四
号
四
七
七
頁
。

⒃　

塩
見
佳
男
『
債
権
総
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
一
八
三
頁
。

⒄　

下
民
三
一
巻
一
─
四
号
二
三
一
頁
。
一
方
で
、
最
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
八
日
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
た
。
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⒅　

近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅳ
債
権
総
論
〔
第
三
版
補
正
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
九
二
頁
。

⒆　

岐
阜
地
裁
大
垣
支
部
昭
和
四
八
年
一
二
月
二
七
日
（
い
わ
ゆ
る
「
卵
豆
腐
事
件
」）
判
タ
三
〇
七
号
八
七
頁
。

⒇　

判
時
二
一
一
六
号
五
九
頁
。

�　

本
田
純
一
『
契
約
規
範
の
成
立
と
範
囲
』（
一
粒
社
、
一
九
九
九
年
）
二
五
五
頁
以
下
。
た
だ
、
本
田
博
士
は
、
こ
の
拡
張
に
つ
い
て
、「
積
極
的
債

権
（
契
約
）
侵
害
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
私
は
そ
れ
と
は
区
別
し
た
形
で
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

�　

大
阪
地
裁
平
成
五
年
四
月
二
一
日
判
時
一
四
九
二
号
一
一
八
頁
。
分
譲
住
宅
の
購
入
者
が
販
売
会
社
を
相
手
に
同
一
分
譲
地
の
物
件
に
つ
い
て
値
下

げ
何
倍
し
な
い
旨
の
合
意
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
右
物
件
を
一
定
価
格
以
下
の
代
金
で
販
売
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
仮
処
分
申
請
が
却
下
さ

れ
他
事
例
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
契
約
の
余
後
効
的
義
務
は
信
義
則
上
の
義
務
と
観
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
わ
が
民
法
に
お
い
て
承
認

す
る
と
し
て
も
…
」
と
一
般
的
な
契
約
終
了
後
の
義
務
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
余
後
効
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的
責
任
の
性
質
は
、

裁
判
例
の
中
に
は
こ
れ
を
不
法
行
為
と
し
て
構
成
す
る
も
の
も
あ
る
（
大
阪
地
裁
平
成
五
年
一
二
月
九
日
判
時
一
五
〇
七
号
一
五
一
頁
）。

�　

本
田
・
前
掲
注
�　

二
五
八
頁
。

�　

我
妻
榮
『
債
権
各
論　

上
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
三
八
頁
。

�　

北
川
善
太
郎
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」『
契
約
法
大
系
Ⅰ　

契
約
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
二
二
三
─
二
二
四
頁
。
な
お
、
北
川
博
士
は
、

そ
の
前
提
議
論
と
し
て
、「
契
約
の
前
中
後
に
お
け
る
当
事
者
の
一
定
の
法
的
態
度
に
対
し
て
も
、
そ
こ
に
契
約
的
保
護
に
値
す
る
契
約
債
権
関
係
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
契
約
責
任
を
考
え
る
余
地
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
・
二
三
一
頁
。）

�　

北
川
・
前
掲
注
�　

二
二
四
頁
以
下
。
松
坂
佐
一
『
民
法
提
要　

債
権
各
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
、
第
五
版
）
三
五
頁
以
下
。

�　

本
田
純
一
「『
契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
』
に
つ
い
て
」
遠
藤
浩
・
林
良
平
・
水
本
浩
監
修
『
現
代
契
約
法
大
系　

第
一
巻　

現
代
契
約
の
法
理
（
一
）』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
一
九
九
頁
─
二
〇
〇
頁
。

�　

半
田
吉
信
『
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
四
頁
以
下
。
川
端
敏
朗
『
消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
説
明
義
務
、

情
報
提
供
義
務
』
比
較
法
制
研
究
（
国
士
舘
大
学
）
第
二
九
号
一
六
五
頁
以
下
。
古
谷
貴
之
『
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締

結
上
の
過
失
の
交
錯
』
同
志
社
法
学
第
六
〇
巻
五
号
八
七
頁
以
下
。
出
口
雅
久
・
本
間
学
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
レ
ー
ビ
ッ
シ
ュ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
新

債
務
法
』
立
命
三
一
二
号
四
四
一
頁
以
下
。

�　

契
約
前
の
説
明
義
務
は
、
例
え
ば
、
相
手
方
の
利
用
目
的
等
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
田
・
前
掲
注
⑿

二
〇
〇
頁
。）
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�　

本
田
・
前
掲
注
⑿
一
九
九
─
二
〇
一
頁
。

�　

森
田
宏
樹
「『
合
意
の
瑕
疵
』
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
（
二
）」N

BL

四
八
三
号
六
一
頁
。
ま
た
、
商
品
先
物
取
引
に
お
け
る
解
除
に
つ
い
て
、
今

西
康
人
「
契
約
の
不
当
勧
誘
の
私
的
効
果
に
つ
い
て
─
国
内
公
設
商
品
先
物
取
引
被
害
を
中
心
と
し
て
─
」『
民
事
責
任
の
現
在
的
課
題
（
中
川
淳
先

生
還
暦
祝
賀
論
集
）』（
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
）
二
三
四
頁
以
下
。

�　

内
田
貴
『
民
法
Ⅲ　

第
三
版　

債
権
総
論
・
担
保
物
権
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
九
─
一
四
〇
頁
。

�　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
細
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
四
三
─
四
五
頁
。
佐
瀬
正
俊
・
良

永
和
隆
・
角
田
伸
一
編
『
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
要
点
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
─
三
一
頁
、
八
五
─
八
六
頁
。

�　

こ
の
改
正
法
の
中
で
、
時
効
期
間
に
関
し
、
共
通
の
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
原
則
三
年
の
消

滅
時
効
を
定
め
る
七
二
四
条
が
廃
止
さ
れ
、
債
権
全
体
が
統
一
し
て
「
原
則
一
〇
年
」
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
時
効
の
点

に
関
し
、
責
任
の
性
質
に
差
が
生
じ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。

�　

民
法
改
正
研
究
会
編
『
民
法
改
正
国
民
・
法
曹
・
学
界
有
志
案
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
九
頁
。

�　

こ
の
点
に
関
し
、
ト
ヨ
タ
法
務
会
議　

国
内
法
分
科
会
が
二
〇
〇
九
年
七
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ
、
同
様
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
（
平
林
美
紀

「
企
業
法
務
と
の
会
話
」
民
法
改
正
研
究
会
・
前
掲
注
�　

一
〇
八
頁
。

�　

法
務
省H

P

（http://w
w

w
.m

oj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.htm
l

）『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
』（
平

成
二
三
年
四
月
一
二
日
決
定
）
七
六
頁
。

�　

近
畿
弁
護
士
会
連
合
会　

消
費
者
保
護
委
員
会
編
『
消
費
者
取
引
法
試
案
─
統
一
消
費
者
法
典
の
実
現
を
め
ざ
し
て
─
』（
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
発

行
会
議
、
二
〇
一
〇
年
）
四
四
─
五
四
頁
。

�　

試
案
１
‐
３
‐
２
‐
２
第
一
項
四
号
に
お
い
て
、
情
報
提
供
を
怠
っ
た
場
合
に
不
当
勧
誘
と
み
な
す
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

�　

例
え
ば
、
東
京
地
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
九
日
が
あ
る
。
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