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濵
田
：
そ
れ
で
は
開
始
時
間
の
一
四
時
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
熊
本
大
学

大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
法
学
系
主
催
、
法
学
部
共
催
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
災
害
時
の
民
事
法
上
の
課
題
に
つ
い
て
︱
被
災
者
支
援
の
在
り
方

を
中
心
に
︱
」
を
開
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
曇
り
空
の
中
、
お

忙
し
い
と
こ
ろ
皆
様
お
集
ま
り
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
司
会
を
務
め
ま
す
濵
田
と
申
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
始
め
に
、
開
会
の
ご
挨
拶

と
し
て
、
法
学
部
長
の
大
日
方
よ
り
皆
様
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

大
日
方
：
熊
本
大
学
法
学
部
学
部
長
の
大
日
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、

お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
熊
本
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
（
法
学
系
）

主
催
、
熊
本
大
学
法
学
部
共
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
災
害
時
の
民
事
法
上

の
課
題
に
つ
い
て
︱
被
災
者
支
援
の
在
り
方
を
中
心
に
︱
」
に
ご
参
加
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
研
究
部
お
よ
び
法
学
部
を
代
表
い
た

し
ま
し
て
、
一
言
、
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

　

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
四
月
一
四
日
と
一
六
日
、
熊
本
は
震
度
七

の
地
震
に
お
そ
わ
れ
ま
し
た
。
後
に
「
平
成
二
八
年
熊
本
地
震
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
地
震
か
ら
一
年
経
と
う
と
し
て
い
た
二
〇
一
七
年

一
月
二
一
日
、
熊
本
大
学
法
学
部
は
震
災
被
害
か
ら
生
ず
る
法
学
・
公
共

政
策
学
的
課
題
に
つ
い
て
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
熊
本
地
震
が
提
起
す
る
法
的
・

政
策
的
課
題
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
「
熊
本
地
震
と

法
律
学
の
役
割
」
と
題
す
る
連
載
を
日
本
評
論
社
様
が
発
行
す
る
法
学
雑

誌
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
誌
上
で
、
二
〇
一
七
年
六
月
号
か
ら
同
年
の
一
二

月
号
ま
で
半
年
に
わ
た
り
実
施
す
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の

検
討
を
深
め
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、そ
れ
ら
の
研
究
成
果
の
内
容
を
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
す
る
と
同
時
に
、
震
災
以
降
継
続
的
に
研
究
し
て
き
た
研
究
成

果
と
し
て
論
文
集
『
熊
本
地
震
と
法
・
政
策
』
を
成
文
堂
様
の
ご
協
力
を

得
て
一
昨
年
に
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
熊
本
大
学
法
学
部
所
属

教
員
を
中
心
と
し
た
一
連
の
研
究
の
中
に
、
震
災
被
災
者
が
被
災
後
の
生

活
を
再
建
す
る
に
あ
た
り
、
た
と
え
ば
「
職
を
失
っ
た
」「
住
処
が
倒
壊
し

て
し
ま
っ
た
」「
再
建
の
た
め
に
金
銭
的
借
り
入
れ
が
必
要
に
な
る
」と
い
っ

た
民
事
上
の
課
題
を
扱
っ
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
熊
本
大
学
法
学
部
が
組
織
と
し
て
実
施
し
て
き
た
「
地
震
と
法
・
政

策
」研
究
の
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
深
掘
り
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、地
震
大
国
で
あ
る
わ
が
国
で
は
度
重
な
る
大
地
震
が
起
こ
っ

て
お
り
ま
す
。
記
憶
に
残
る
も
の
で
も
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震

災
、
こ
こ
で
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
割
」
が
大
き
く
注
目
さ
れ
た
か
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
、
こ
こ
で
は
今
日

と
り
上
げ
る
よ
う
な
災
害
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
法
制
度
の
不
備
が
指
摘

さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
法
整
備
が
実
施
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
熊
本
で
生
じ
た
二
〇
一
六
年
の
震
災
、
さ
ら

に
本
年
（
二
〇
二
四
年
）
一
月
一
日
に
は
、
い
ま
な
お
復
旧
の
さ
な
か
に

あ
る
能
登
半
島
地
震
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
一
連
の
被
災
状

況
の
中
で
、
と
り
わ
け
地
震
と
い
う
場
面
で
は
な
く
て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
意
義
、
そ
う
し
た
活
動
へ
の
取
り
組
み
と
い
う
も
の
は
随
分
と
身
近

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
実
際
に
被
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災
さ
れ
た
方
、
日
常
の
生
活
を
失
わ
れ
た
方
の
生
活
再
建
を
目
指
す
法
制

度
は
ど
の
よ
う
に
整
備
・
運
営
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
来

な
ら
安
心
を
届
け
る
た
め
の
法
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
法
律
に
関
す
る
こ

と
で
あ
る
と
い
う
点
も
あ
っ
て
、
と
も
す
る
と
一
般
の
市
民
に
は
届
き
づ

ら
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
状
況
の

中
で
、
八
年
前
の
被
災
地
に
あ
る
本
学
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
災
害
復
興

に
関
す
る
法
律
を
専
門
的
に
研
究
さ
れ
、
ま
た
実
務
に
携
わ
れ
て
き
た
方

を
お
呼
び
し
て
学
術
的
に
災
害
か
ら
の
復
興
支
援
に
関
す
る
法
制
度
に
つ

い
て
検
討
す
る
機
会
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
意
義
深
い
こ
と
だ
と

考
え
て
お
り
ま
す
。お
忙
し
い
な
か
ご
出
席
い
た
だ
い
た
パ
ネ
ラ
ー
の
方
々

に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
震
災
時
に
お
け
る
被
災
者
支
援
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
点
整
理
が
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
議
論
が
有
意
義
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
、
ま
た
、
そ

の
成
果
は
熊
本
大
学
法
学
部
・
大
学
院
で
の
教
育
に
生
か
す
こ
と
を
お
誓

い
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
あ
た
っ
て
主
催
者
を
代
表
し
て
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

濵
田
：
大
日
方
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
、
司

会
の
濵
田
よ
り
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

近
年
、
日
本
全
国
で
自
然
災
害
が
多
発
し
て
お
り
、
先
程
大
日
方
学
部

長
の
挨
拶
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
と
お
り
、
今
年
元
旦
に
発
生
し
た
能
登
半

島
地
震
も
皆
様
の
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。
生
じ
る
自
然

災
害
は
、
地
震
、
台
風
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
で
す
と
豪
雨
に
よ
る
水
害
も

懸
念
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
種
類
は
様
々
で
す
が
、
ひ
と
た
び
災
害
が
生
じ

た
な
ら
ば
、
被
災
者
支
援
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、今
日
は
学
生
の
皆
さ
ん
が
非
常
に
多
く
参
加
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の

専
門
家
が
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
気
象
学
、

地
質
学
、
地
理
学
、
地
震
学
と
い
っ
た
よ
う
な
災
害
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
関
す
る
専
門
家
で
あ
っ
た
り
、
建
物
の
耐
震
構
造
や
建
築
資
材
と
い
っ

た
工
学
的
な
視
点
か
ら
災
害
に
強
い
建
造
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
研

究
す
る
研
究
者
、
ま
た
被
災
者
に
直
接
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
支
援
を
行
う

医
学
・
看
護
学
で
あ
っ
た
り
、
避
難
所
運
営
な
ど
に
も
関
係
す
る
公
衆
衛

生
学
な
ど
の
先
生
方
を
想
像
さ
れ
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
法
律
学
と
自
然
災
害
の
関
わ
り
と
し
て
は
、
ま
ず

国
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
公
的
支
援
に
関
す
る
行
政
法
上
の
問
題
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、
被
災
者
の
生
活
再
建
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
を
い

た
し
ま
す
と
、
生
活
に
直
結
す
る
多
く
の
問
題
は
民
事
法
上
の
問
題
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問
題

で
あ
っ
た
り
、
被
災
後
の
生
活
再
建
を
め
ぐ
る
資
金
繰
り
の
問
題
、
現
在

生
活
し
て
い
る
建
物
が
土
砂
で
崩
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
の
救
済
措

置
な
ど
が
視
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
市
民
生
活
に
関
す
る

37 （熊本法学162号 ’24）

シンポジウム「災害時の民事法上の課題について―被災者支援の在り方を中心に―」



ル
ー
ル
で
あ
る
民
法
と
い
う
の
は
、
平
常
時
を
想
定
し
た
法
律
で
あ
っ
て
、

自
然
災
害
の
発
生
と
い
っ
た
非
常
時
に
対
応
す
る
特
別
の
規
定
は
ほ
ぼ
置

か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
災
害
時
に
生
じ
る
民
事
法
上
の
法
律

問
題
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
十
分
な
解
決
策
が
提
示
で
き
な
い
、
ま
た

は
提
示
で
き
た
と
し
て
も
そ
の
解
決
の
実
行
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
し

ま
う
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
点
が
多
く
存
在
し
ま
す
。
そ
こ
で
本
日
は
、

災
害
時
に
生
じ
る
民
事
法
上
の
課
題
に
つ
い
て
三
名
の
先
生
方
に
ご
報
告

を
い
た
だ
き
、
今
後
の
被
災
者
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
報
告
は
、
岡
本
正
先
生
に
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
岡
本

先
生
は
、
弁
護
士
と
し
て
ご
活
躍
の
傍
ら
、
災
害
復
興
法
学
と
い
う
災
害

時
の
被
災
者
の
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
、
法
学
と
公
共
政
策
学

の
新
た
な
研
究
分
野
を
提
唱
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
本
日
は
、
第
一

報
告
と
し
て
「
大
規
模
災
害
と
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
」
と
題
し
て
、
災
害

時
に
実
際
に
寄
せ
ら
れ
た
法
律
相
談
の
内
容
か
ら
、
法
政
策
の
実
現
に
つ

な
げ
る
災
害
復
興
法
学
の
ご
紹
介
な
ど
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

続
け
て
第
二
報
告
は
、
渡
辺
裕
介
先
生
か
ら
「
二
重
ロ
ー
ン
問
題
と
自

然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
の
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
こ

れ
ま
で
の
ロ
ー
ン
を
返
済
し
て
い
る
途
中
で
被
災
し
た
こ
と
か
ら
、
生
活

再
建
の
た
め
に
新
た
な
融
資
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
二
重
ロ
ー
ン

問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
渡

辺
先
生
は
二
〇
一
六
年
の
熊
本
地
震
に
お
い
て
、
弁
護
士
と
し
て
こ
の
問

題
に
深
く
関
わ
っ
て
被
災
者
支
援
に
尽
力
さ
れ
た
ご
経
験
を
お
持
ち
で

す
。
そ
こ
で
本
日
は
実
例
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
ご
紹
介

い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
第
三
報
告
と
し
て
、
今
田
健
太
郎
先
生
よ
り
「
土
砂
災
害
と

工
作
物
責
任
・
相
隣
関
係
」
と
題
す
る
ご
報
告
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
〇
一
八
年
夏
に
広
島
、岡
山
、愛
媛
を
襲
っ
た
西
日
本
豪
雨
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
生
じ
た
被
害
と
の
関
係
で
寄
せ
ら
れ
た
法
律

相
談
の
種
類
の
多
さ
に
違
い
が
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
今
田
先
生
が
弁
護

士
活
動
を
さ
れ
て
い
る
広
島
に
お
い
て
は
、
土
砂
災
害
の
問
題
が
非
常
に

多
く
発
生
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
田
先
生
か
ら
は
、
災
害
時
に
お
け
る
法

律
問
題
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
土
砂
災
害
に
関
す
る
実
際
の
紛
争
に
つ
い
て

ご
報
告
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
す
。

　

少
し
前
半
が
長
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
じ
っ
く
り

お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
第
一
報
告
に
入
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
岡
本
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

岡
本
：
み
な
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
弁
護
士
の

岡
本
正
と
申
し
ま
す
。
私
の
方
で
は
大
き
な
災
害
時
で
弁
護
士
が
い
っ
た

い
何
で
登
場
す
る
の
か
、
三
〇
分
ほ
ど
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

自
己
紹
介
は
私
が
配
っ
て
い
る
レ
ジ
ュ
メ
や
チ
ラ
シ
の
と
こ
ろ
に
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
見
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
私
は

弁
護
士
で
す
が
、
一
三
年
前
の
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
「
災
害
復

興
法
学
」
と
い
う
学
術
分
野
を
つ
く
ろ
う
と
決
意
し
て
、
研
究
者
と
し
て

も
い
ろ
い
ろ
な
大
学
で
教
鞭
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
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ん
と
ご
一
緒
で
き
た
の
も
、
研
究
教
育
活
動
の
な
か
で
熊
本
大
学
と
ご
縁

を
い
た
だ
き
た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
は
大
規
模
災
害
時
で
の
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
の
話
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
被
災
っ
て
何
で
し
ょ
う
？

　

被
災
時
に
活
躍
す
る
の
は
工
学
の
先
生
、
気
象
の
先
生
、
消
防
、
自
衛

隊
、
医
師
、
看
護
師
な
ど
が
す
ぐ
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で

は
、そ
れ
だ
け
な
の
か
、被
災
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
皆
さ
ん
、

災
害
が
起
き
た
ら
ど
ん
な
被
災
が
あ
る
か
。
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
災

害
が
起
き
た
時
に
ど
ん
な
被
害
が
あ
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ス
ク
リ
ー
ン
の
写
真
は
、
熊
本
地
震
で
被
災
し
た
益
城
町
の
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
地
震
で
崩
れ
た
町
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
な

に
に
困
っ
て
い
ま
す
か
？
「
災
害
で
家
が
壊
れ
て
住
め
な
い
」
で
す
ね
。

こ
れ
を
言
語
化
で
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
言
語
化
し
よ
う
と
す
る
と
意

外
に
難
し
い
の
で
す
。「
困
っ
た
」
と
い
う
だ
け
だ
と
、
な
か
な
か
分
か
ら

な
い
。
何
が
「
困
っ
た
」
な
の
か
、
家
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
ん
だ
。
食

事
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
ん
だ
。ち
ゃ
ん
と
言
葉
に
し
て
言
語
化
し
て
ニ
ー

ズ
を
言
わ
な
い
と
支
援
か
ら
漏
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
の
写
真
の
よ
う
に
、
家
自
体
は
被
害
が
な
さ
そ
う
に
見
え
て
も
、
地

盤
が
崩
れ
て
し
ま
え
ば
も
う
住
め
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
次
の
写
真
は
、
建
物

の
下
階
の
方
が
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
阪
神
大
震
災
で
は
多
く
み
ら

れ
た
現
象
で
、
熊
本
地
震
で
も
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。

　

阿
蘇
の
大
規
模
な
土
砂
災
害
の
写
真
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
こ
う
い
う
凄

惨
な
光
景
を
見
る
と
、
皆
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
「
被
災
」
に
よ
る
困
難
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

被
災
に
よ
る
困
難
っ
て
な
ん
で
し
ょ
う
。「
建
物
が
な
く
な
る
。」「
自

宅
に
住
め
な
い
。」「
お
腹
が
減
る
。」「
飲
み
水
が
な
く
な
る
。」「
非
常
食

が
足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
。」
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
を
想
像
し
て
み
ま

し
ょ
う
。あ
る
い
は「
ト
イ
レ
」と
い
う
問
題
に
気
づ
い
た
方
も
い
る
で
し
ょ

う
か
。

　

他
に
も
子
供
や
、
赤
ち
ゃ
ん
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
お
年
寄
り
の
食
事

は
ど
う
す
る
か
。
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
は
ど
う
か
。
常
備
薬
を
ど
う
し
て
も

必
要
と
す
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。
あ
る
い
は	

「
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候

群
」
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
ほ
か
に
も
、
喘
息
と
か
肺

炎
と
か
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
症
の
問
題
も
出
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

皆
さ
ん
こ
れ
か
ら
活
躍
の
場
を
広
げ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
に
就
職
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
行
こ
う
と
し
て
も
、
家
か
ら
出

ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
道
路
が
寸
断
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

助
け
る
ス
キ
ル
を
持
っ
て
い
る
の
に
現
場
に
行
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

逆
に
子
供
た
ち
が
待
っ
て
い
る
の
に
家
に
帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
家

族
と
連
絡
が
と
れ
な
い
。
あ
る
い
は
従
業
員
の
安
否
が
分
か
ら
な
い
。
マ

ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
の
方
で
す
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
と
建
物
が
丈
夫
だ
か
ら

避
難
所
に
は
行
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
る
い
は
家
の
工
事
、
修
理
と
い
う
こ
と
で
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
ど
う
や
っ
て
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
が
被
災
し
た
家
に
か
か
っ
て
い
る
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の
か
。
具
体
的
に
説
明
で
き
る
人
い
ま
す
か
。
わ
か
ら
な
い
と
、
災
害
直

後
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
不
安
で
す
よ
ね
。
屋
根
に
穴
が
空
い
た
ら
ど
う

し
た
ら
い
い
か
、
こ
れ
だ
け
で
人
生
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う

感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

あ
る
い
は
原
発
の
情
報
、
土
砂
崩
れ
な
ど
の
二
次
災
害
、
電
気
・
ガ
ス
・

水
道
の
被
害
、
孤
立
、
子
供
を
狙
っ
た
犯
罪
、
女
性
を
狙
っ
た
犯
罪
、
そ

し
て
難
病
者
や
障
害
者
の
方
が
、
そ
も
そ
も
避
難
所
に
行
け
る
の
か
、
取

り
残
さ
れ
て
ど
こ
か
で
声
も
出
せ
な
い
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
う
い

う
困
難
が
、
さ
っ
き
の
写
真
か
ら
、
皆
さ
ん
容
易
に
想
像
が
で
き
る
は
ず

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
時
に
は
、
内
閣
府
に
出
向
中
の
国
家
公
務
員
で
し
た
。

そ
の
時
、
自
分
が
医
師
や
自
衛
隊
だ
っ
た
ら
い
か
に
よ
か
っ
た
か
、
と
思

い
ま
し
た
。
な
ん
で
自
分
は
弁
護
士
な
ん
か
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
。

弁
護
士
で
は
被
災
者
の
命
を
救
え
な
い
と
い
う
無
力
感
も
あ
り
ま
し
た
。

国
の
全
部
の
省
庁
が
一
斉
に
動
き
出
し
て
い
た
の
に
、
い
っ
ぽ
う
で
自
分

は
弁
護
士
で
し
か
な
い
の
で
役
に
立
た
な
い
。
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
被
災
地
の
沿
岸
部
に
い
た
弁
護
士
た
ち
を
は
じ
め
、
過
去

の
巨
大
災
害
の
経
験
を
活
か
し
て
支
援
活
動
を
し
て
い
た
弁
護
士
た
ち
が

い
た
の
で
す
。
弁
護
士
た
ち
も
何
か
で
き
な
い
か
と
、実
は
避
難
所
に
行
っ

て
動
き
出
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
災
害
の
直
後
か
ら
で
す
。
そ

こ
で
、
次
の
よ
う
な
声
を
弁
護
士
た
ち
は
聞
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　

例
え
ば
、
所
有
し
て
い
た
自
宅
と
仕
事
場
が
土
砂
崩
れ
と
激
し
い
地
震

に
よ
っ
て
壊
滅
。
夫
婦
共
同
で
お
店
を
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
全
部
流

れ
て
仕
事
が
で
き
な
い
、
収
入
が
な
い
、
建
物
倒
壊
に
巻
き
込
ま
れ
て
夫

が
亡
く
な
っ
た
。
残
さ
れ
た
妻
と
子
供
た
ち
は
無
事
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

来
年
子
ど
も
た
ち
は
私
学
に
行
く
予
定
だ
っ
た
。
お
金
が
か
か
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
個
人
事
業
の
ロ
ー
ン
を
借
り
て
い
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
も
沢
山

残
っ
て
い
る
。
貯
金
は
数
百
万
円
し
か
な
い
。
子
供
た
ち
も
こ
れ
か
ら
学

校
に
行
か
せ
新
し
い
生
活
を
し
、
ま
た
家
を
建
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、

ま
た
お
店
も
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
資
金
が
全
然
足
り
な
い
。

そ
う
い
う
方
々
が
避
難
所
に
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
明
日
を
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
絶
望
の
状
態
に
あ
る
人
た

ち
の
声
を
弁
護
士
た
ち
は
聞
い
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
は
、
何

が
で
き
る
の
か
と
い
う
話
で
す
ね
。
そ
れ
は
、「
お
金
と
く
ら
し
」
の
再
生

に
向
け
た
希
望
の
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
情
報
を
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
す
べ
て
を
解
決
し
て
救
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
、
被
災
さ
れ
た
方
が
前
を
向
く
努
力
を
支
え
る
た
め
、
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
そ
れ
が
「
法
律
」
だ
っ
た
の
で
す
。
法
律
に
根
差
し
た
情
報
を
、

被
災
者
の
方
に
、
こ
う
い
う
制
度
が
あ
る
か
ら
、
今
は
ま
だ
窓
口
が
な
い

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
り
、
チ
ラ
シ
が

来
た
り
す
る
か
ら
、
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
絶
望
し
な
い
で
明
日
を
向

こ
う
。
テ
レ
ビ
を
見
た
り
。
ラ
ジ
オ
を
聴
い
た
り
。
単
語
だ
け
で
も
頭
に

入
れ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
弁
護
士
の
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役
割
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
「
災
害
復
興
法
学
」
と
い
う
分
野
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
災
害
時

に
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
弁
護
士
が
法
律
に
基
づ
い
た
情
報
を
た
く
さ
ん
伝
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
何
を
伝
え
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
学

問
体
系
や
防
災
教
育
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。「
災
害
復
興
法
学
」

と
い
う
体
系
や
分
野
を
作
っ
て
お
け
れ
ば
、
新
し
い
法
律
を
作
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
な
ど
を
記
録
し
て
お
け
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
ど
う
や
っ
て
作
る
の
か
。
災
害
分
野
に
は
、
民
法
の
よ
う
な
根

幹
と
な
る
法
律
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
っ
た
ら
逆
算
で
作
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
被
災
者
の
声
を
弁
護
士
が
聞
い
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
作

る
の
で
す
。
住
宅
ロ
ー
ン
の
話
と
か
、
人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
話
と
か
、
そ
う
い
う
テ
ゴ
リ
ー
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に

応
じ
て
分
野
を
作
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
相
談
と
か
被
災
者

の
声
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
集
約
し
て
傾
向
を
分
析
し
よ
う
。
そ
う
し
た
ら

そ
こ
か
ら
新
し
い
既
存
の
法
律
の
課
題
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
被

災
者
の
声
を
視
覚
化
し
よ
う
。
グ
ラ
フ
化
し
よ
う
。
数
値
化
し
よ
う
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
課
題
が
残
る
法
律
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
実
際
変

え
て
や
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
政
策
提
言
を
し
、
弁
護
士
会
や
日
弁
連
か

ら
政
策
提
言
を
し
て
い
く
。
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
や
研
究
者
ら
と
政
策
提

言
を
し
て
、
国
会
を
動
か
し
、
法
律
を
変
え
て
い
く
。
そ
う
い
う
動
き
を

し
よ
う
と
思
い
ま
い
た
。
も
ち
ろ
ん
成
功
し
た
り
、
し
な
か
っ
た
り
し
ま

す
。
た
だ
、そ
の
活
動
を
記
録
し
て
お
け
ば
、い
つ
か
光
が
あ
た
っ
た
時
に
、

法
制
度
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

何
も
し
な
け
れ
ば
ず
っ
と
光
は
あ
た
ら
な
い
け
ど
、
や
っ
て
お
け
ば
ど

こ
か
で
光
が
来
た
時
に
、
急
に
法
律
が
改
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
信
じ
て
「
災
害
復
興
法
学
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

絶
望
的
な
声
を
出
し
て
い
た
人
た
ち
に
、
最
低
限
、
法
律
に
基
づ
い
て

こ
う
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
こ
れ
を
災
害
時
に
な
っ
て
か

ら
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
。
避
難
所
で
今
を
生
き
る
の
が
大
変
だ
と

い
う
人
た
ち
に
、
法
律
の
解
説
を
弁
護
士
が
一
人
一
人
や
っ
て
い
こ
う
と

思
う
と
ど
う
し
て
も
漏
れ
が
出
て
き
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
弁
護
士
の
話
な

ん
か
聞
こ
う
な
ん
て
発
想
は
な
い
こ
と
が
通
常
で
す
。
だ
か
ら
、
平
常
時

か
ら
皆
さ
ん
に
あ
る
程
度
知
識
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご

紹
介
し
て
い
る
『
被
災
し
た
あ
な
た
を
助
け
る
お
金
と
く
ら
し
の
話
（
増

補
版
）』
と
い
う
本
は
、
皆
さ
ん
に
事
前
に
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
い
て
ほ

し
い
と
い
う
法
制
度
を
ま
と
め
た
お
話
で
す
。

　

グ
ラ
フ
【
ス
ラ
イ
ド
五
】
は
、
あ
る
時
期
に
東
日
本
大
震
災
の
宮
城
県

の
沿
岸
部
で
行
っ
た
一
千
件
の
法
律
相
談
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

「
住
宅
ロ
ー
ン
が
払
え
な
い
」
と
い
う
声
が
非
常
に
目
立
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
宮
城
県
の
沿
岸
部
の
相
談
を
分
析
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の

相
談
が
住
宅
ロ
ー
ン
に
困
っ
て
い
る
人
た
ち
の
相
談
だ
っ
た
の
で
す
。
多

く
の
方
が
破
産
状
態
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
破
産
手
続
を

行
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
の
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
思
う
よ
う
な
再
建

が
で
き
な
か
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
被
災
者
を
救
う

た
め
に
は
、
何
と
か
新
し
い
制
度
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
も
と
に
政
策
提
言
を
す
る
と
、
国
会
も
動
く
こ
と
が
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あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
住
宅
ロ
ー
ン
等
が
払

え
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
「
被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度
」、
正
式
に
は
「
個
人

債
務
者
の
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
出
来
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
が
出
来
上
が
る
ま
で
の
動
き
を
記
録
し
よ
う
と
考

え
「
災
害
復
興
法
学
」
を
作
り
ま
し
た
。
ゼ
ロ
か
ら
積
み
上
げ
て
新
し
い

分
野
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
真
正
面
か
ら
挑
戦
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
な
り
ま
す
。

　

熊
本
地
震
で
ど
ん
な
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
か
を
ま
と
め
て

お
き
ま
し
た
【
ス
ラ
イ
ド
八
】。
熊
本
県
全
体
で
、
一
年
間
で
行
っ
た
約

一
万
二
千
件
の
相
談
を
、
相
談
の
割
合
に
応
じ
て
グ
ラ
フ
化
し
ま
し
た
。

損
害
賠
償
紛
争
、
不
動
産
賃
貸
借
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
払
え
な
い
と
い
う
相

談
等
が
と
て
も
多
い
の
が
分
か
り
ま
す
。
い
わ
ば
民
事
紛
争
の
分
野
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、無
視
で
き
な
い
の
が
行
政
に
よ
る
法
的
支
援
。

行
政
が
こ
う
い
う
支
援
を
行
っ
て
い
る
の
で
使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
分
野

が
と
て
も
多
い
で
す
。
東
日
本
大
震
災
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。
ど
の
災

害
で
も
事
前
に
備
え
る
こ
と
で
皆
さ
ん
の
初
動
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
す
。

　

熊
本
市
の
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
る
と
、
傾
向
が

少
し
変
わ
り
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
九
】。
よ
り
賃
貸
借
の
相
談
に
特
化
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
大
都
市
圏
は
、
よ
り
民
事
紛
争
が
起
き
や
す
い
の
で
す
。

　

益
城
町
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
支
払
え
な
い
と
い
う
問
題
が
目
立
ち
ま

し
た
【
ス
ラ
イ
ド
一
〇
】。
熊
本
地
震
に
お
け
る
益
城
町
に
お
け
る
全
半
壊

率
の
高
さ
に
よ
り
ま
す
。
資
産
を
失
っ
た
方
た
ち
が
公
的
支
援
を
求
め
る

声
や
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
払
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
声
が
多
く
な
っ
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
特
性
も
出
て
き
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
も
熊
本
地
震
も
、
地
域
特
性
が
あ
っ
て
も
、
実
は
リ
ー

ガ
ル・ニ
ー
ズ
は
共
通
し
て
い
る
。紛
争
が
起
き
て
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、

ど
ん
な
公
的
支
援
が
あ
る
の
か
、
こ
う
い
う
声
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
の
が

災
害
で
す
。

　

被
災
さ
れ
た
方
は
、
生
き
延
び
た
そ
の
日
か
ら
、「
お
金
と
く
ら
し
」
に

困
っ
て
い
る
。
な
の
で
、
災
害
初
日
か
ら
弁
護
士
が
必
要
で
す
。
弁
護
士

と
い
う
よ
り
、
弁
護
士
が
伝
え
ら
れ
る
法
律
の
知
識
を
皆
さ
ん
も
知
っ
て

い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
災
害
直
後
か
ら
、
実
は
法
律
や
政
策
の

問
題
が
起
き
て
お
り
、
情
報
の
支
援
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の

担
い
手
は
今
日
こ
こ
に
い
る
全
員
が
で
き
ま
す
。
正
し
い
知
識
を
持
つ
だ

け
で
良
い
の
で
す
。

　
「
災
害
復
興
法
学
」
の
本
で
記
録
し
て
い
る
中
か
ら
熊
本
地
震
で
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
お
話
し
し
ま
す
。

　
「
半
壊
の
涙
」
と
い
う
話
で
す
。
二
〇
一
七
年
に
熊
本
市
で
行
わ
れ
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
登
壇
し
た
時
に
も
話
題
に
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
熊
本
で

 

「
半
壊
」や
そ
れ
に
至
ら
な
い
住
宅
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。「
一
部
損
壊
」

や
「
半
壊
」
と
い
う
こ
と
で
、
自
宅
を
修
理
し
て
使
っ
て
く
だ
さ
い
よ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、「
半
壊
」の
場
合
、支
援
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、「
被

災
者
生
活
再
建
支
援
金
」
と
い
う
支
援
制
度
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
災
害

で
家
が
全
壊
す
る
と
基
礎
支
援
金
を
一
〇
〇
万
円
も
ら
え
ま
す
。
次
に
家

を
建
て
直
す
と
き
に
、
加
算
支
援
金
が
二
〇
〇
万
円
も
ら
え
、
合
計
で
最
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大
三
〇
〇
万
円
支
援
金
が
も
ら
え
る
制
度
で
す
。
し
か
し
、
半
壊
し
た
と

い
う
だ
け
の
被
災
世
帯
は
「
ゼ
ロ
」
で
す
。
だ
か
ら
「
半
壊
の
涙
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
半
壊
ゆ
え
に
支
援
が
公
的
に
は
な
い
。
義
援
金
が
配
分
さ

れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
決
め
ら
れ
た
法
的
支
援
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、
法
改
正
に
よ
っ
て
、「
半
壊
」
の
区
分
を
見
直
し
て
「
中
規
模

半
壊
」
と
い
う
半
壊
の
中
の
ち
ょ
っ
と
上
の
半
壊
の
ラ
ン
ク
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
援
が
一
部
広
が
り
ま

し
た
。
弁
護
士
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
皆
さ
ん
や
支
援
者
の
皆
さ
ん
の
声
が
届
い
て
、

ち
ょ
っ
と
ず
つ
法
律
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
法
律
が

変
わ
っ
て
き
た
実
績
を
記
録
し
て
記
憶
し
て
お
く
。
次
に
災
害
が
あ
っ
た

と
き
に
ま
た
記
憶
し
て
記
録
し
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
の
が
「
災
害
復
興
法
学
」
と
い
う
分
野
で
す
。

　

備
え
て
い
た
だ
け
で
は
役
に
立
た
な
い
。
逆
に
備
え
て
い
た
こ
と
し
か

で
き
な
い
。
こ
れ
は
法
律
も
同
じ
。
今
備
え
て
い
る
法
律
で
し
か
支
援
で

き
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
を
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も

後
手
に
回
り
ま
す
。
今
の
う
ち
か
ら
良
い
制
度
を
、
い
っ
ぱ
い
メ
ニ
ュ
ー

を
つ
く
っ
て
お
こ
う
。
単
に
お
金
を
ば
ら
ま
く
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

よ
り
効
率
的
な
制
度
を
つ
く
っ
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
法
律
は
東
日
本
大
震
災
以
降
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
実

績
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
を
「
リ
ー
ガ
ル
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
と
表

現
し
て
い
ま
す
。
社
会
が
「
強
靭
さ
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
法
律
が
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
は
Ｓ
Ｄ

Ｇ
Ｓ
で
も
登
場
し
ま
す
。
社
会
制
度
や
法
律
を
よ
く
す
る
こ
と
も
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
知
見
は
世
界
的
に
み

て
も
我
が
国
が
も
つ
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
で
す
。
地
震
の
多
い
ア
ジ
ア
周
辺

諸
国
に
対
し
て
は
、
我
々
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
れ
る
は
ず
で
す
。

　

臨
時
法
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
後
に
恒
久
的
な
法
律
が
で
き
上
が
っ
た
と

い
う
実
績
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
相
続
放
棄
の
期
間
が
短
す
ぎ
る
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
三
カ
月
し
か
猶
予
期
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

大
災
害
時
に
三
カ
月
だ
と
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
猶
予
期
間
を
延

長
す
る
法
律
を
つ
く
り
ま
し
た
。当
時
臨
時
で
つ
く
っ
た
法
律
が
、今
は「
特

定
非
常
災
害
特
別
措
置
法
」
の
改
正
に
繋
が
っ
て
、
国
の
判
断
で
延
長
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度
、
個
人
債
務
者
の
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
後
で
御
説
明
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
最
初

は
臨
時
の
仕
組
み
で
し
た
が
、
今
は
恒
久
の
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

義
援
金
に
つ
い
て
は
、
恒
久
的
に
全
て
の
自
然
災
害
の
義
援
金
は
差
し

押
さ
え
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
法
律
を
、
東
日
本
大
震
災
以
降
提

言
し
続
け
て
、
一
〇
年
か
け
て
立
法
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。
途
中
で
義
援

金
差
押
禁
止
の
臨
時
法
が
で
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
で
き
な
か
っ

た
災
害
も
あ
り
ま
す
。
き
ょ
う
登
壇
し
て
い
る
弁
護
士
た
ち
と
一
緒
に
頑

張
っ
て
提
言
し
て
き
た
成
果
で
す
。

　

原
子
力
損
害
賠
償
の
時
効
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
三
年
だ
っ
た
の
を

一
〇
年
に
伸
ば
し
ま
し
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
恒
久
的
な
も
の

に
は
な
ら
ず
、東
日
本
大
震
災
だ
け
の
特
例
で
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
う
や
っ

て
失
敗
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
臨
時
の
ま
ま
終
了
し
た
法
律
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も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
や
っ
て
災
害
時
に
臨
時
対
応
し
た
も
の
が
、
将
来
に
向
け
て
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
、
恒
常
的
な
も
の
へ
と
進
化
し
て
い
く
。
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
『
災
害
復
興
法
学
』
と
は
、
そ
う
い
う
公
共
政
策
の
軌
跡
の

お
品
書
き
の
本
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

　
「
災
害
復
興
法
学
」
に
法
改
正
の
動
き
を
記
録
し
て
い
く
う
ち
に
、
今

知
っ
て
ほ
し
い
知
識
も
で
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、「
被
災
し
た

あ
な
た
を
助
け
る
お
金
と
く
ら
し
の
話
」
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
災
害
救
助
法
を
知
っ
て
お
こ
う
と
い
う
話
だ
っ
た
り
、

災
害
時
の
個
人
情
報
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
こ
う
と
い
う
話
だ
っ
た

り
、
企
業
向
け
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
経
営
者
に
向
け
て

何
の
話
を
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
今
つ
く
っ
て
、
こ

れ
は
外
向
け
に
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　
『
被
災
し
た
あ
な
た
を
助
け
る
お
金
と
く
ら
し
の
話
（
増
補
版
）』
の
目

次
を
配
っ
て
い
ま
す
。「
罹
災
証
明
書
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
ぜ

ひ
丸
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
」
を
知
ら
な
か
っ
た
人
は
丸
つ
け
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

　
「
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」、「
被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度
」
を

知
ら
な
か
っ
た
人
は
丸
を
つ
け
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
で
十
分
で
す
。
ぜ
ひ
こ
の
三
つ
の
知
識
を
持
っ
て
帰
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　

生
き
抜
く
知
恵
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
知
識
の
備
え
を
し
ま
し
ょ
う
。
お

金
と
防
災
と
い
う
の
を
ぜ
ひ
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
て
ほ
し
い
。
皆
さ

ん
に
と
っ
て
そ
の
根
幹
の
技
術
は
「
法
律
」
で
す
。
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て

ほ
し
い
。『
被
災
し
た
あ
な
た
を
助
け
る
お
金
と
く
ら
し
の
話
（
増
補
版
）』

を
一
冊
持
っ
て
い
れ
ば
、
何
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
抜
け
出
す
役
に
は

立
つ
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

備
え
て
い
た
こ
と
し
か
役
に
は
立
た
な
い
。
備
え
て
い
た
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
い
。

　

こ
の
話
に
は
ま
だ
続
き
が
あ
り
ま
す
。
過
去
の
教
訓
に
精
通
し
た
り
、

こ
れ
を
超
越
し
、
自
在
に
応
用
し
て
い
こ
う
と
続
き
ま
す
。「
備
え
、
し
か

る
後
、
こ
れ
を
超
越
し
て
ほ
し
い
」
と
続
き
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
当
時
、

国
は
こ
の
教
訓
を
残
し
ま
し
た
。「
今
を
知
り
、
過
去
に
も
ち
ゃ
ん
と
精
通

し
、
今
を
変
え
る
こ
と
で
将
来
超
越
で
き
る
。」
災
害
が
起
き
た
ら
何
で
も

Ｏ
Ｋ
だ
か
ら
や
っ
て
し
ま
え
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。し
っ

か
り
と
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
だ
め
だ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん

に
は
そ
こ
が
「
法
律
」
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

濵
田
：
岡
本
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て

第
二
報
告
と
し
て
、
渡
辺
裕
介
先
生
よ
り
「
二
重
ロ
ー
ン
問
題
と
自
然
災

害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
渡

辺
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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渡
辺
：
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
渡
辺
で
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
の
自
然

災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
ち
ょ
う
ど
熊
本
地
震
が
あ
っ
た
頃
に

ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
に
な
り
ま
す
。
熊
本
県
弁
護
士
会
で
携
わ
っ
た
件
数

と
し
て
、
三
七
九
件
ほ
ど
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
債
務
整
理
が
成

立
し
ま
し
た
。
地
震
当
時
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
つ
く
り
ま
し
て
、

事
務
局
長
を
務
め
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で
、
御
報
告
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
弁
護
士
が
説
明
す
る
と
、
な
か
な
か
の
堅
苦

し
い
話
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
最
初
に
イ
メ
ー
ジ
だ
け
平
た
く
言
っ
て
お

き
ま
す
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
ど
ん
な
制
度
か
と
い
う
こ
と
を
私
が
初
め

て
知
っ
た
の
が
、
こ
の
熊
本
地
震
が
起
き
る
少
し
前
の
と
き
だ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
す
ご
い
制

度
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
法
律
の
強
制
力
が
な
く
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
拘
束
力
が
な
い
の
に
、
債
権
者
が
自
分
か
ら
被
災
者

を
救
済
す
る
と
い
う
制
度
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は
も
う
本
当
に
驚
き
も
驚

き
で
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
で
も
と
ら
な
い
の
か
な
と
い
う
く
ら
い
び
っ
く

り
し
た
こ
と
は
覚
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
そ
の
制
度
を
弁
護
士
が
実
務
家
、

登
録
支
援
専
門
家
と
し
て
運
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
熊
本
で
地
震
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
非
常
に
背
筋

が
伸
び
る
と
い
う
か
、
緊
張
し
た
記
憶
も
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
全
壊
、
半
壊
と
い
う
話
が
岡
本
弁
護
士
の
話
で
あ
っ
た
と
思
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
ざ
っ
ぱ
な
数
字
で
言
う
と
、
熊
本
で
は
四
万
件
ぐ

ら
い
あ
り
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
が
大
体
一
〇
倍
で
四
〇
万
件
ぐ
ら
い

あ
り
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
が
二
五
万
件
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

熊
本
地
震
で
は
、
中
心
地
で
あ
る
熊
本
市
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
と
い

う
こ
と
で
、
熊
本
県
弁
護
士
会
も
一
丸
と
な
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

中
身
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
学
生
さ

ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
、
質
問
形
式
で
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
地
震
で
家
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
払
い
続

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
と
し
た
ら
Ｙ
Ｅ
Ｓ
で
す
ね
。

災
害
に
よ
っ
て
自
宅
が
被
災
し
た
人
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
住

ん
で
い
こ
う
か
、
仮
設
に
住
も
う
か
と
か
、
親
戚
の
家
に
身
を
任
せ
よ
う

か
と
か
、
ど
う
再
建
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
直
面
す
る
わ
け
で
す
が
、

住
宅
ロ
ー
ン
を
も
と
も
と
組
ん
で
い
た
人
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

債
務
の
せ
い
で
新
し
い
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
だ
ら
二
重
の
負
担
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
新
し
い
借
り
入
れ
が
で
き
な
い
、
そ
ん
な
負
債

を
抱
え
て
い
る
人
に
な
か
な
か
新
た
に
貸
し
て
く
れ
る
金
融
機
関
が
な
い

の
で
、
そ
う
い
っ
た
二
重
ロ
ー
ン
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

今
の
法
律
で
被
災
者
の
二
重
ロ
ー
ン
問
題
を
解
決
で
き
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
三
】。
家
を
取
得
す
る
た
め
に
は
何

千
万
と
い
う
お
金
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
災
害

と
い
う
不
可
抗
力
に
遭
っ
て
家
が
な
く
な
っ
て
も
住
宅
ロ
ー
ン
を
負
担
し

た
ま
ま
と
い
う
の
は
余
り
に
も
か
わ
い
そ
う
で
は
な
い
か
な
、
今
の
法
律

で
解
決
で
き
な
い
の
か
な
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
持
つ
方
も
た
く
さ
ん
い
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ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
で
家
を
買
う
場
合
に
ど
ん
な
契
約
を
す
る
か
を
お
さ
ら
い

し
ま
す
。
住
宅
メ
ー
カ
ー
な
ど
か
ら
不
動
産
の
売
買
契
約
を
結
ん
で
、
建

売
物
件
と
か
中
古
物
件
を
取
得
す
る
か
、
あ
る
い
は
建
築
請
負
契
約
で
、

注
文
住
宅
で
家
を
建
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
を
買
う
、
建
築
す
る
と

し
て
、
そ
の
対
価
を
当
然
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
お
金
が
た
く
さ

ん
か
か
り
ま
す
の
で
、
買
主
と
し
て
は
住
宅
ロ
ー
ン
を
金
融
機
関
か
ら
借

り
て
お
金
を
貸
し
て
も
ら
い
、
そ
の
支
払
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
般

的
に
な
り
ま
す
。
代
わ
り
に
金
融
機
関
に
は
、
家
に
抵
当
権
を
設
定
し
て

利
息
を
付
し
て
お
金
を
返
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
住

宅
メ
ー
カ
ー
に
お
金
を
返
し
た
後
と
い
う
の
は
、
法
律
関
係
と
し
て
は
金

融
機
関
と
家
の
買
主
の
二
者
間
の
契
約
が
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
利
用
者
の
多
く
は
、
こ
の
住
宅
ロ
ー
ン
が
残
っ
て
い
る
と
い

う
状
態
で
被
災
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

地
震
で
家
が
壊
れ
て
、
じ
ゃ
あ
住
宅
ロ
ー
ン
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
法
律
家
と
し
て
は
債
権
の
消

滅
原
因
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
六
】。
民
法
の

四
七
三
条
以
下
、
六
法
を
持
っ
て
い
る
人
は
見
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
で

す
が
、
こ
の
あ
た
り
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
弁
済
、
弁
済
供
託
、
代
物
弁
済
、

相
殺
、
更
改
、
免
除
、
混
同
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
地
震
が
こ
れ

ら
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

民
法
の
構
成
は
な
か
な
か
難
し
く
て
、
ほ
か
に
債
権
が
消
滅
す
る
も
の

と
し
て
、
消
滅
時
効
と
か
債
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
の
取
消
し
、
解

除
な
ど
が
ほ
か
の
条
文
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
ら
も
該
当
し
な

い
の
で
、
民
法
の
規
定
を
見
る
と
、
地
震
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当

然
に
住
宅
ロ
ー
ン
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ほ
か
に
思
い
つ
く
も
の
と
し
て
は
、
不
可
抗
力
に
関
す
る
規
定
と
し
て

は
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
学
部
生
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

民
法
五
三
六
条
の
危
険
負
担
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
被
災
者
と
不
動

産
の
売
主
等
と
の
関
係
を
定
め
て
い
ま
す
。
不
動
産
を
買
う
契
約
を
結
ん

だ
後
、
不
動
産
の
引
渡
し
の
前
に
地
震
で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、

家
の
買
主
は
反
対
給
付
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
後
に
つ
い
て
は
、
民
法
五
六
七
条
に

も
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
買
主
が
危
険
の
負
担
者
で
、
災
害
リ
ス
ク
を
負

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
の
不
可
抗
力
に
関
す
る
規
定

で
も
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
い
る
人
を
助
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

あ
と
は
被
災
者
と
金
融
機
関
と
の
関
係
で
す
ね
。
債
務
者
と
債
権
者
金

融
機
関
と
の
関
係
で
も
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
責
任
に
つ
い
て
は
不
可
抗

力
も
免
責
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
民
法
四
一
九
条
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

の
で
、
地
震
で
不
可
抗
力
で
払
え
な
い
の
で
、
遅
延
損
害
金
を
な
し
に
し

て
と
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
よ
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
な
り
ま
す
と
、
民
法
で
は
な
く
て
破
産
法
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

破
産
し
て
免
責
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
本
当
に
そ

れ
で
う
ま
く
い
く
で
し
ょ
う
か
。
破
産
に
も
な
か
な
か
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
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あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
弁
護
士
が
言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
専
門
家
の
費

用
が
か
か
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
に
、
基
本
的
に
は
不
動
産

も
手
放
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
地
震
に
あ
っ
て
建
物
は
壊
れ
た
に
し
て
も
、

土
地
は
先
祖
代
々
、
昔
か
ら
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
残
し
た
く
て
も
、
破

産
を
す
る
と
基
本
的
に
は
残
せ
ま
せ
ん
。
破
産
法
で
自
由
財
産
と
い
う
も

の
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
手
元
に
残
せ
る
財
産
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ

も
限
ら
れ
た
一
部
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
つ
目
と

し
て
、
破
産
で
信
用
情
報
に
傷
が
つ
く
の
で
、
今
後
ま
た
家
を
持
と
う
、

あ
る
い
は
事
業
を
再
興
し
よ
う
と
い
う
理
由
で
お
金
を
借
り
た
い
人
が
借

り
ら
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
四
つ
目
は
、
主
債
務
者
が

破
産
し
て
も
保
証
人
の
責
任
が
残
る
の
で
、
保
証
人
も
破
産
な
ど
の
手
続

を
し
な
き
ゃ
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
五
つ
目
に
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
な
と

思
う
の
は
、破
産
に
対
し
て
の
抵
抗
感
で
す
。地
方
都
市
だ
っ
た
り
す
る
と
、

親
戚
な
り
近
所
な
り
の
目
も
気
に
す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
債
務

整
理
の
法
律
相
談
を
受
け
た
と
き
に
、
弁
護
士
か
ら
見
れ
ば
破
産
が
い
い

で
す
よ
と
お
勧
め
す
る
件
で
も
、
破
産
は
印
象
が
悪
く
ど
う
し
て
も
嫌
で

す
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
お
伝
え
い
た
し
ま
す
と
、

今
申
し
上
げ
た
問
題
に
つ
い
て
ク
リ
ア
で
き
る
点
が
多
く
あ
り
ま
す
【
ス

ラ
イ
ド
九
】。
①
登
録
支
援
専
門
家
と
い
う
弁
護
士
で
あ
る
と
か
税
理
士
、

不
動
産
鑑
定
士
な
ど
、
被
災
者
を
助
け
る
専
門
家
が
つ
く
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
手
続
支
援
を
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
②
自
由
財
産

と
い
っ
て
手
元
に
残
せ
る
範
囲
も
広
い
運
用
が
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
③
個

人
信
用
情
報
に
登
録
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、
④
保
証

人
も
、
特
に
被
災
し
た
保
証
人
に
つ
い
て
な
ど
は
保
証
債
務
の
履
行
は
求

め
ら
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
し
、
⑤
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
破
産
で

は
な
い
た
め
、
手
続
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
躊
躇
す
る
必
要
が
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
ま
で
の
話
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
な
く
、
現
行
法
で
こ
の
二
重
ロ
ー

ン
問
題
に
つ
い
て
解
決
し
て
い
く
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
話
だ
な

と
感
じ
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
中
に
は
、
国
が
災
害
で
建
物
を
失
っ
た

被
災
者
全
員
に
個
人
補
償
を
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、
国
の
裁
量
と

し
て
そ
こ
ま
で
や
っ
ち
ゃ
え
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
過
去
の
災
害
で
も
、
自
然
災
害
に
よ
り
個
人
が
被
害

を
受
け
た
場
合
に
は
、
自
助
努
力
に
よ
る
回
復
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
も
う
昔
か
ら
そ
う
い
っ
た
姿
勢
で
国
は
動
い
て
い
ま
す
。
ど
う
し

て
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
災
害
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
大
規
模
災
害

も
あ
り
ま
す
の
で
、
全
部
が
全
部
、
国
が
責
任
が
負
え
な
い
と
い
う
の
も

あ
る
で
し
ょ
う
し
、
税
金
を
被
災
し
た
人
の
私
有
財
産
の
形
成
に
使
う
と

い
う
の
が
い
い
の
か
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
が
、
国
が
補
償
を
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る

と
、
こ
れ
ま
で
の
二
重
ロ
ー
ン
問
題
が
ど
う
解
決
さ
れ
て
き
た
か
を
見
る

と
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
は
な
く
、
返
し
続
け
る
か
、
そ
れ
こ
そ
破

産
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
し
た
。

　

平
成
二
三
年
の
東
日
本
大
震
災
の
時
に
、
大
き
な
災
害
を
受
け
て
、
よ

う
や
く
個
人
債
務
の
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
、
い
わ
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ゆ
る
個
人
版
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
二
重
ロ
ー
ン
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
と

触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
二
】。
自
然
災
害
に
よ
る
起

因
性
に
よ
り
、
支
払
い
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
近
い
将
来
支
払

い
が
で
き
な
い
状
態
の
個
人
債
務
者
の
住
宅
ロ
ー
ン
、
事
業
性
ロ
ー
ン
な

ど
旧
ロ
ー
ン
の
う
ち
一
部
ま
た
は
全
部
を
免
除
し
て
救
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
二
重
ロ
ー
ン
問
題
の
負
担
者
が
誰
に
な
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
国
が
担
う
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
国
は
、
先
ほ

ど
申
し
上
げ
た
そ
の
登
録
支
援
専
門
家
の
報
酬
な
ど
に
つ
い
て
は
負
担
し

ま
す
。
そ
し
て
、
免
除
す
る
分
は
、
金
融
機
関
が
負
担
し
て
被
災
者
を
救

済
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
初
め
て
適
用
開
始
に
な
っ
た
時

期
が
い
つ
か
と
い
う
と
、
平
成
二
八
年
四
月
一
日
で
、
そ
の
二
週
間
後
に

熊
本
地
震
が
起
き
ま
し
た
。
対
象
の
災
害
は
、
平
成
二
七
年
九
月
二
日
、

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
研
究
会
が
で
き
た
日
以
降
に
災
害
救
助
法
の
適
用

を
受
け
た
自
然
災
害
と
さ
れ
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災
以
外
に
も
一
定
規

模
の
大
き
な
災
害
に
つ
い
て
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
使
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

災
害
救
助
法
に
つ
い
て
は
市
町
村
単
位
で
出
ま
す
が
、
県
別
で
色
分
け

を
し
て
み
ま
し
た
【
ス
ラ
イ
ド
一
五
】。
平
成
二
七
年
九
月
以
降
で
五
〇
件

ほ
ど
災
害
救
助
法
の
適
用
が
あ
り
、
そ
の
中
で
一
番
多
い
の
は
、
こ
の
右

側
に
書
い
て
あ
る
台
風
、
大
雨
、
大
雪
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
水
害
で
す
。
五

件
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
濃
い
オ
レ
ン
ジ
色
に
し
て
あ
り
、
九
州
と
い
う

の
は
、
佐
賀
、
福
岡
、
大
分
が
こ
の
よ
う
な
災
害
が
多
い
県
の
よ
う
で
す
。

熊
本
大
学
の
学
生
さ
ん
や
熊
本
に
居
住
し
て
い
る
我
々
と
し
て
は
、	

災
害

と
い
う
の
は
身
近
な
も
の
と
い
え
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
地
震
に
つ
い
て
は
横
線
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
熊
本
の
ほ
か
、

石
川
の
能
登
半
島
地
震
、
鳥
取
、
福
島
や
宮
城
、
北
海
道
な
ど
、
七
件
あ

り
ま
し
た
。そ
の
他
に
は
、土
砂
崩
れ
や
停
電
な
ど
を
分
類
し
て
み
ま
し
た
。

こ
れ
だ
け
の
災
害
が
起
き
て
い
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
利
用

を
考
え
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
こ
こ
八
年
ぐ
ら
い
で
五
〇
件
で
す
か
ら
、

年
間
六
件
く
ら
い
、
全
国
で
見
れ
ば
二
ヶ
月
に
一
回
く
ら
い
こ
う
い
っ
た

災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。	

　

熊
本
地
震
で
ど
れ
ぐ
ら
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
利
用
さ
れ
た
か
と
い
う
こ

と
を
ご
説
明
し
ま
す
と
、	

令
和
六
年
三
月
末
時
点
の
熊
本
地
震
で
の
成
立

件
数
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
三
七
九
件
で
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
六
】。
こ
れ

は
熊
本
県
弁
護
士
会
で
担
当
し
た
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
県
外
に

避
難
さ
れ
た
方
の
県
を
含
め
る
と
、
お
よ
そ
四
〇
〇
件
ほ
ど
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
八
年
間
で
全
国
で
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
自
然
災

害
に
関
し
て
成
立
し
た
も
の
が
五
九
五
件
で
す
の
で
、
熊
本
地
震
に
お
い

て
成
立
し
た
割
合
と
い
う
の
が
い
ま
だ
多
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。	

　

熊
本
県
弁
護
士
会
へ
の
委
嘱
件
数
（
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
使
い
た
い

と
い
う
申
し
入
れ
）
が
あ
っ
た
も
の
が
七
五
九
件
だ
っ
た
の
で
、
三
七
九

件
の
成
立
件
数
は
約
五
割
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
件
数
が
多
い

の
か
少
な
い
の
か
と
い
う
の
は
非
常
に
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
熊
本
で
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約
四
万
件
の
全
壊
、
半
壊
件
数
が
あ
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
負
担
し
て
い
る

割
合
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
統
計
が
あ
る
が
、
一
～
二
割
ぐ
ら
い
あ
る

と
す
れ
ば
、	
本
当
に
こ
の
制
度
を
し
っ
か
り
運
用
で
き
て
い
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
の
は
、
実
務
家
と
し
て
悩
ま
し
く
思
う
時
が
あ
り
ま
す
。

　

規
模
感
の
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
全
国
や
熊
本
の
破
産
事
件
に
つ
い

て
、
破
産
事
件
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝

え
し
よ
う
と
思
い
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
七
】。
こ
の
表
は
平
成
二
七
年
か
ら

令
和
元
年
ま
で
の
全
国
の
件
数
、
破
産
の
新
受
件
数
、
年
間
ご
と
の
裁
判

所
に
新
し
く
申
し
立
て
が
あ
っ
た
件
数
を
表
し
た
も
の
で
す
。
全
国
の
総

数
と
全
国
の
法
人
以
外
の
自
然
人
の
件
数
と
、
熊
本
の
総
数
と
熊
本
の
自

然
人
の
件
数
で
す
。
大
体
全
国
で
七
～
八
万
件
破
産
事
件
が
あ
り
ま
す
。

ピ
ー
ク
の
平
成
一
五
年
頃
は
二
五
万
件
ぐ
ら
い
破
産
件
数
が
あ
り
ま
し
た
。

全
体
の
九
割
ぐ
ら
い
は
、
法
人
で
は
な
く
個
人
の
破
産
事
件
で
す
。	

熊
本

の
数
字
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
平
成
二
八
年
、
二
九
年
あ
た

り
は
八
〇
〇
件
に
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
平
成
二
七
年
、
令
和
元
年
の
一
千

件
く
ら
い
が
熊
本
の
通
常
時
の
破
産
の
件
数
の
よ
う
で
す
か
ら
、	
こ
の
災

害
を
受
け
て
件
数
と
し
て
は
八
割
弱
ぐ
ら
い
に
減
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。	

　

東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
仙
台
地
裁
な
ど
の
数
字
を
見
て
も
、
災
害
直

後
と
い
う
の
は
破
産
の
新
受
件
数
と
い
う
の
が
大
き
く
減
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
四
〇
〇
件
ぐ
ら
い
が
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

債
務
整
理
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
統
計
と
し
て
は
、
破
産
事
件

の
減
っ
た
分
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
地
震
が
な
け
れ
ば
、
破
産
す
る
必

要
が
な
か
っ
た
人
が
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
直
接
的
な
対

応
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
破
産
と
比
較
し
て
も
相
当
程
度

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
利
用
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。	

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
手
続
き
の
流
れ
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す

【
ス
ラ
イ
ド
一
八
】。
①
最
初
に
、
債
務
者
が
最
大
債
権
者
、
メ
イ
ン
バ
ン

ク
か
ら
同
意
書
を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
非
常
に
特
徴

的
で
す
。
と
い
う
の
も
、
最
大
債
権
者
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
は
債
権
を
免
除

す
る
か
も
し
れ
な
い
立
場
に
な
る
の
で
、
ま
さ
に
利
益
が
相
反
す
る
立
場

か
ら
同
意
書
を
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
一
般
の
方
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
の
が
通
常
で
、
具

体
的
な
制
度
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
中
で
最
大
債
権
者
に

連
絡
し
て
手
続
き
を
始
め
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
は
一
つ
ネ
ッ
ク
に

な
り
か
ね
な
い
で
す
。
そ
し
て
、
債
権
者
も
当
然
詳
し
い
方
は
い
ま
す
が
、

窓
口
の
誰
で
も
分
か
ら
な
い
と
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
を
う
ま

く
顧
客
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
、	

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
ト
ラ
ブ
ル
が
起

き
や
す
い
の
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。	

そ
の
後
、
債
務
者
は
弁
護

士
会
の
方
に
同
意
書
を
持
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
い
委
嘱
依
頼

を
す
る
と
、
弁
護
士
の
登
録
支
援
専
門
家
が
手
続
き
を
支
援
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。	

　

債
務
整
理
開
始
の
申
し
出
と
い
う
の
が
破
産
の
申
立
て
の
よ
う
な
も
の

で
、
債
務
者
の
状
況
、
生
活
状
況
で
あ
る
と
か
収
入
や
負
債
が
ど
れ
ぐ
ら

い
あ
る
の
か
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
提
出
す
る
と
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一
時
停
止
と
い
う
こ
と
で
金
融
機
関
へ
の
支
払
い
を
止
め
る
制
度
に
な
っ

て
い
ま
す
。	

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に
専
門
家
の
方
と
債
務
者
の
方
で
協
議
を
し
て
、
調

停
条
項
案
と
言
っ
て
、
そ
の
債
務
の
う
ち
の
い
く
ら
を
分
割
等
で
払
う
か
、

あ
る
い
は
い
く
ら
を
免
除
し
て
も
ら
う
か
と
い
っ
た
も
の
を
決
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、特
定
調
停
と
い
う
制
度
を
利
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

裁
判
所
を
使
う
制
度
で
、
通
常
、
簡
易
裁
判
所
で
申
し
立
て
、
特
定
調
停

の
期
日
を
経
て
、
こ
の
債
務
整
理
が
完
了
す
る
と
い
う
流
れ
を
取
り
ま
す
。

　

制
度
の
一
般
的
な
説
明
で
、
実
際
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
づ
ら
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
か
ら
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
、
説
明
を
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
九
】。	

　

私
が
六
、七
件
く
ら
い
担
当
し
た
中
の
一
つ
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

年
齢
が
五
〇
代
の
男
性
会
社
員
の
方
の
事
案
で
す
。
家
族
構
成
と
し
て
は
、

配
偶
者
と
子
供
一
人
と
い
う
こ
と
で
、
子
供
が
確
か
大
学
生
く
ら
い
で
、

こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
学
生
さ
ん
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
家
族

構
成
だ
と
思
い
ま
す
。
被
災
状
況
と
し
て
は
、自
宅
が
大
規
模
半
壊
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
建
物
を
取
り
壊
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
し
た
。

　

債
務
者
の
資
産
負
債
や
収
支
に
関
し
て
整
理
す
る
と
、	

債
権
者
が
二
社
、

住
宅
ロ
ー
ン
一
社
と
子
供
の
教
育
ロ
ー
ン
一
社
が
あ
り
、
債
務
額
が
合
計

で
一
四
〇
〇
万
円
ぐ
ら
い
あ
り
ま
し
た
。
住
居
に
つ
い
て
は
、
仮
設
に
入

居
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
将
来
そ
こ
か
ら
出
た
り
し
て
、
さ
ら
に
住
居
費

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
想
定
さ
れ
る
状
態
で
す
。
債
務
者
の

収
入
と
し
て
は
年
収
三
八
〇
万
円
ほ
ど
で
、
奥
様
は
パ
ー
ト
で
別
途
働
い

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
資
産
の
主
だ
っ
た
も
の
は
自
宅
の

土
地
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ど
う
い
っ
た
解
決
を
目
指
し
実
際
に
行
っ
た
か
を
説
明
し
ま
す
と
、
預

金
に
つ
い
て
は
約
八
〇
万
ほ
ど
あ
り
、
こ
れ
は
手
元
に
残
せ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
保
険
の
解
約
返
戻
金
相
当
額
も
約
八
〇
万
ほ
ど
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
手
元
に
残
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
車
両
が
国

産
中
古
自
動
車
で
登
録
年
数
が
五
年
を
超
え
て
長
く
乗
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
も
手
元
に
残
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
ケ
ー
ス
で
言

う
と
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
建
物
・
家
財
の
地
震
保
険
金
が
も
し
あ
れ
ば
、

こ
れ
も
一
定
額
は
手
元
に
残
せ
る
運
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生
活
再
建
支

援
金
な
ど
に
つ
い
て
は
、
差
押
禁
止
財
産
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は

手
元
に
残
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
土
地
の
不
動
産
に
つ
い
て
鑑
定
評
価
を
し

た
と
こ
ろ
四
〇
〇
万
く
ら
い
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
は
返
済
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
の
代
わ
り
、	

そ
の
土
地
に
つ
い
て
は
手
元
に

残
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
土
地
鑑
定
評
価
の
鑑
定
費
用

に
つ
い
て
も
債
務
者
が
負
担
す
る
必
要
は
な
く
、
非
常
に
使
い
勝
手
の
い

い
制
度
に
な
り
ま
す
。

　

解
決
し
た
結
果
を
整
理
す
る
と
、
自
宅
土
地
の
鑑
定
額
四
〇
〇
万
円
を

住
宅
ロ
ー
ン
債
権
者
に
分
割
返
済
は
し
ま
す
が
、
土
地
は
手
元
に
残
せ
ま

し
た
。
そ
し
て
教
育
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
は
全
額
免
除
し
て
も
ら
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
債
務
免
除
額
と
し
て
は
約
一
千
万
円
あ
り
ま
し
た
。
返
済

期
間
が
原
則
五
年
な
ん
で
す
が
、
支
払
う
べ
き
額
が
四
〇
〇
万
円
で
あ
る

こ
と
と
、
収
入
の
こ
と
な
ど
考
え
て
七
年
間
で
返
済
を
す
る
と
い
う
こ
と
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で
解
決
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
事
例
の
教
育
ロ
ー
ン
は
全
額
免
除
で
し

た
が
、
債
権
者
が
全
額
免
除
に
応
じ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
弁
護
士
の

中
で
も
心
配
の
声
が
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
特
に
問
題
な
く
全
額
免

除
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
た
債
務
整
理
が
成
立
し
ま
し
た
。	

　

解
決
方
法
で
約
一
千
万
円
免
除
さ
れ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
こ
れ
が

一
千
万
円
な
の
か
、
五
〇
〇
万
で
も
六
〇
〇
万
で
も
な
く
て
一
千
万
な
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
二
三
】。
こ

れ
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
だ
と
は
言
っ
て
も
、
法
律
家
の
活
躍
す
る
場
面
と
い

う
か
、
法
律
の
知
識
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
場
面
で
す
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
使
う
に
あ
た
っ
て
は
、
清
算
価
値
保
障
原
則
と
い
う
要
件
が
あ
り

ま
す
。	

破
産
法
な
ど
勉
強
す
る
と
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
債
務
整
理
を
行
っ
た
場
合
に
、
破
産
、
民
事
再
生
と

同
等
額
以
上
の
回
収
を
得
ら
れ
る
見
込
み
が
あ
る
な
ど
、
対
象
債
権
者
に

と
っ
て
も
経
済
的
な
合
理
性
が
期
待
で
き
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

債
権
者
か
ら
見
る
と
、
破
産
を
さ
れ
た
場
合
よ
り
も
同
等
か
そ
れ
よ
り

も
多
く
回
収
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
債
務
者
側
か

ら
見
る
と
、
破
産
を
し
た
時
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
返
済
を
す
る
と
い
う

ル
ー
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
破
産
の
時
に
は
債
務
者
が
資
産
を
ど
れ
ぐ
ら
い
残
せ

る
の
か
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
本
来
的
な
自
由
財
産
が
破
産
法
の

三
四
条
三
項
に
規
定
さ
れ
、
九
九
万
円
ま
で
の
保
険
金
と
差
押
禁
止
財
産

に
つ
い
て
は
自
由
財
産
と
し
て
残
せ
る
こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
、
本
来
的
自
由
財
産
以
外
に
個
別
に
自
由
財
産
を

拡
張
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
（
同
法
三
四
条
四
項
）。
災
害
の
場
合
だ

と
ど
こ
ま
で
自
由
財
産
の
拡
張
が
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
清
算

価
値
保
障
原
則
が
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
決
ま
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
現
預
金
等
に
つ
い
て

五
〇
〇
万
円
を
上
限
の
目
安
と
し
て
自
由
財
産
と
し
て
取
り
扱
う
運
用
が

定
着
し
て
い
ま
す
。	

債
務
者
は
、
破
産
を
し
た
時
と
同
等
か
こ
れ
よ
り

も
た
く
さ
ん
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
破
産
す
る
と
き
に
五
〇
〇
万

円
も
手
元
に
残
せ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
当
然
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
が
、	

東
日
本
大
震
災
の
時
の
仙
台
地
裁
の
破
産
事
件
に
お
い
て
、

あ
れ
だ
け
の
災
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
非
常
に
多
く
の
自
由
財
産

の
拡
張
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
生
活
再
建
支
援
金
な
ど

の
差
押
禁
止
財
産
や
義
援
金
、
あ
と
は
地
震
の
保
険
金
と
い
っ
た
も
の
で
、

債
務
者
も
一
定
程
度
資
産
が
あ
る
と
い
う
状
態
に
な
り
、
生
活
を
再
建
す

る
た
め
に
、
大
き
な
自
由
財
産
拡
張
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
前
身
の
個
人
版
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
差
押

禁
止
財
産
以
外
に
五
〇
〇
万
円
を
上
限
の
目
安
と
し
て
自
由
財
産
を
残
せ

る
運
用
と
な
り
、
熊
本
地
震
の
時
に
も
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
、
多
く
の
事
例
で
そ
う
い
っ
た
処
理
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。	

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
な
ん
で
す
が
、
法
的
な
整
理
手
続
き
に
よ
ら
ず
、

債
権
者
と
債
務
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
債
務
整
理
を
公
正
か
つ
迅
速
に
行

う
準
則
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
自
助
努
力
に
よ
る
生
活
や
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事
業
の
再
建
を
支
援
し
、
ひ
い
て
は
被
災
地
の
復
興
や
再
活
性
化
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
し
て
お
り
、
被
災
地
復
興
と
い
う
公
益
的
な
目

的
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
に
な
り
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
二
六
】。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
強
制
力
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、

冒
頭
で
申
し
上
げ
た
と
お
り
な
ん
で
す
が
、
た
だ
、
金
融
機
関
等
の
対
象

債
権
者
、
債
務
者
や
そ
の
利
害
関
係
人
に
よ
っ
て
自
発
的
に
尊
重
さ
れ
、

遵
守
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
制
度
に
な
り
ま
す
。

　

熊
本
地
震
の
時
に
相
当
の
件
数
が
う
ま
く
処
理
で
き
た
と
い
う
評
価
を

耳
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
本
当
に
そ
れ
で
う
ま
く
処
理
し
た

と
、
本
当
に
必
要
な
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
全
員
に
対
し
て
提
供

で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
今

後
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
う
ま
く
運
用
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
と

こ
ろ
は
、
法
的
拘
束
力
が
な
い
た
め
に
不
安
定
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
わ
け
で
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
こ
の
災
害
の
時
に
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
当
然
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
災
害
の
あ
っ
た
熊
本

で
学
ぶ
法
学
部
の
方
は
民
法
や
破
産
法
な
ど
学
ぶ
と
と
も
に
、
自
然
災
害

債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
今

後
万
が
一
災
害
が
あ
っ
た
時
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
を
広
め

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

濵
田
：
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
続
け
て
第
三

報
告
は
今
田
先
生
よ
り
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
今
田
先
生
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

今
田
：
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
広
島
弁
護
士
会
に
所
属
し
て
お

り
ま
す
弁
護
士
の
今
田
健
太
郎
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
お
休
み
の
日
に
も

関
わ
ら
ず
、
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。	

　

私
は
熊
本
地
震
が
起
き
た
時
に
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
日
弁
連
と
い

う
組
織
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
災
害
復
興
支
援
委
員
会
と
い
う
と
こ
ろ

に
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
委
員
長
と
副
委
員
長
で
あ
る
私
と
で
、
当
時
、

数
日
後
に
熊
本
空
港
か
ら
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
益
城
の
被
災
地
の
現

場
を
見
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
熊
本
の
弁
護
士
会
の
皆
さ
ん
と
意
見

交
換
し
た
り
、
研
修
な
ど
を
し
て
、
被
災
者
の
た
め
に
、
我
々
弁
護
士
が

何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
合
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

ご
縁
も
あ
っ
て
、久
し
ぶ
り
に
熊
本
に
来
る
こ
と
が
で
き
、来
る
道
中
で
も
、

熊
本
城
も
復
興
し
て
い
て
、
そ
の
上
い
ろ
ん
な
半
導
体
の
関
係
も
あ
っ
て
、

す
ご
く
賑
や
か
な
町
に
な
っ
て
、
と
て
も
活
気
が
あ
っ
て
、
羨
ま
し
く
思

い
ま
し
た
。
き
っ
と
、
熊
本
大
学
も
今
熱
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん

も
こ
の
新
し
い
災
害
の
分
野
で
も
活
躍
し
て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

私
は
、
四
月
の
終
わ
り
に
能
登
半
島
寺
市
の
被
災
地
に
行
き
、
建
築
士

さ
ん
と
セ
ッ
ト
で
、
珠
洲
市
の
被
災
者
の
お
宅
を
一
軒
一
軒
回
る
と
い
う

活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ご
承
知
の
通
り
、
一
月
一
日
に
発
災
が
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あ
り
、
私
が
行
っ
た
の
は
四
月
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
け
ど
、
ま
だ

水
道
と
か
下
水
が
復
旧
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
、
我
々
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
い
う
か
専
門
家
が
、
参
加
し
て
、
活
動
し
よ
う
に
も
泊
ま
る
と
こ
ろ

が
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
な
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
が
す
ご
く
限

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
も
、
簡
易
ト
イ
レ
を
使
い
、
寝
袋
や
ト
レ
ー
ラ
ー

ハ
ウ
ス
で
寝
な
が
ら
支
援
活
動
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
ま
だ
街
中

は
全
然
瓦
礫
が
撤
去
さ
れ
て
い
な
い
し
、
本
当
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
を

見
か
け
な
か
っ
た
で
す
。
平
成
二
六
年
八
月
広
島
市
豪
雨
災
害
、
平
成

三
〇
年
七
月
豪
雨
災
害
で
は
、
広
島
に
、
多
数
の
、
特
に
大
学
生
の
皆

さ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
い
た
だ
き
、
土
砂
か
き
等
一
杯
助
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
能
登
に
は
、
本
当
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
が
い
ま
せ

ん
。
歩
い
て
い
る
方
は
、
外
国
籍
の
方
が
一
軒
一
軒
回
っ
て
、
何
か
金
属

性
の
も
の
あ
り
ま
せ
ん
か
と
言
っ
て
、
話
し
か
け
て
い
ま
し
た
。
い
ら
な

い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
私
た
ち
が
処
分
し
ま
す
と
、
片
言
の
言
葉
で
話
を

し
て
い
る
よ
う
な
方
し
か
い
な
く
て
、
私
が
ち
ょ
っ
と
そ
れ
被
災
地
の
迷

惑
に
な
る
か
ら
や
め
て
と
声
か
け
た
ら
、
あ
な
た
は
中
東
の
人
か
と
言

わ
れ
て
、
あ
な
た
も
何
か
集
め
て
い
る
の
か
、
い
い
家
が
あ
っ
た
ら
教
え

て
と
言
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
、
本
当
に
人
が
い
な
か
っ
た
で
す
。
も
う
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
冒
頭
で
、
岡
本
弁
護
士
か
ら
の
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、

我
々
弁
護
士
が
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
が
、
建
築
士
さ
ん
と
一
緒
に
一
軒
ず
つ
回
っ
て
い
く
活
動
を
し
ま
し

た
。
一
軒
あ
た
り
大
体
二
、三
時
間
ぐ
ら
い
か
け
て
回
り
ま
す
が
、
や
は

り
皆
さ
ん
、
家
に
愛
着
が
あ
っ
て
、
な
ん
と
か
修
理
し
て
こ
こ
に
住
み

た
い
と
、
ま
た
大
き
な
地
震
が
あ
っ
て
倒
壊
し
て
も
下
敷
き
に
な
っ
て
も

い
い
か
ら
こ
こ
に
住
み
た
い
と
言
っ
て
る
よ
う
な
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
建
築
士
さ
ん
が
こ
こ
は
こ
う
い
う
方
向
で
修
理
が
で
き
ま

す
と
か
、
色
々
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
修
理
費
用
が
六
〇
〇
万
円
と
か

七
〇
〇
万
円
か
か
り
そ
う
で
す
と
な
っ
た
時
に
、
生
活
再
建
支
援
金
の
話

を
し
て
み
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
税
務
上
の
雑
損
控
除
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
所
得
税
と
か
住
民
税
が
減
免
さ
れ
る
仕
組
み
を
話

し
て
み
た
り
、
渡
辺
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
被
災
ロ
ー
ン
の
減
免
制
度

の
紹
介
を
し
て
み
た
り
、
一
緒
に
、
家
の
中
で
他
の
人
に
聞
か
れ
な
い
と

こ
ろ
で
お
金
の
話
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー

ジ
と
言
っ
て
、
不
動
産
担
保
ロ
ー
ン
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
被
災

者
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
な
色
々
な
制
度
を
説
明
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
情
報
提
供
を
す
る
と
い
う
の
も
弁
護
士
の
非
常
に
大
き
な
役

割
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
皆
さ
ん
、
な
ん
て
い
う
の
か
、
す
ご

く
笑
顔
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
弁
護
士
っ
て
い
う
と
、

今
、「
虎
に
翼
」
と
か
い
う
番
組
を
や
っ
て
い
る
み
た
い
で
、
私
は
見
て

ま
せ
ん
が
、
な
ん
か
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
ッ
と
し
て
裁
判
と
か
、
争
い
ご
と
の

専
門
家
っ
て
い
う
風
に
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日

頃
の
日
常
業
務
で
難
し
い
言
葉
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
と
い
う
こ
と
も

や
っ
て
お
り
、
い
ろ
ん
な
制
度
を
、
そ
の
人
が
使
え
る
制
度
は
何
な
の
か
っ

て
い
う
情
報
を
提
供
す
る
の
も
弁
護
士
の
重
要
な
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
私
は
、
か
つ
て
そ
う
い
っ
た
豪
雨
災
害
の
支
援
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、Facebook

な
ど
で
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
若
い
か
ら
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あ
ん
ま
りFacebook

は
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
、

Facebook

と
か
で
今
田
健
太
郎
と
か
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
、
被
災
直
後
に

何
を
し
た
ら
い
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
方
々
に
対
し
て
、
こ
れ
だ
け
は
注

意
し
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
よ
う
な
一
〇
箇
条
み
た
い
な
の
を
発

信
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
か
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
法
学
部
の
方
も
多
い
と
思
う
の
で
、

法
律
家
を
目
指
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
た

ら
な
と
思
い
ま
す
。	

　

そ
し
て
今
日
は
、
災
害
時
に
お
け
る
法
律
問
題
の
特
徴
に
つ
い
て
お
話

を
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
、
実
は
あ
ん
ま
り
法
律
と
か
好

き
じ
ゃ
な
い
と
い
う
か
、
苦
手
っ
て
い
う
の
は
何
で
す
け
ど
、
民
法
な
ど

そ
ん
な
に
詳
し
く
勉
強
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
れ
ど
も
、

平
成
三
〇
年
七
月
の
西
日
本
豪
雨
災
害
の
時
に
、
広
島
市
の
安
芸
区
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
職
員
さ
ん
が
電
話
し
て
き
て
、「
先
生
、
助
け
て
く
だ
さ

い
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
ど
う
し
た
ん
で
す
か
っ
て
言
っ
た
ら
、「
被
災

者
の
方
が
行
政
の
窓
口
に
押
し
寄
せ
て
き
て
て
、
も
う
私
た
ち
も
限
界
な

ん
で
す
よ
。
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
要
請
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
も
広
島
市
の

方
と
は
色
々
情
報
交
換
を
し
た
り
し
て
い
た
の
で
、
じ
ゃ
あ
わ
か
り
ま
し

た
、
今
か
ら
行
き
ま
す
ね
」
と
答
え
ま
し
た
。	

広
島
県
で
は
災
害
復
興
支

援
士
業
連
絡
会
と
言
っ
て
、
専
門
家
で
構
成
す
る
災
害
復
興
支
援
に
取
り

組
む
団
体
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
設
立
は
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
て
、

広
島
県
内
に
避
難
し
て
き
た
方
々
を
支
援
す
る
目
的
で
作
っ
た
も
の
で
、

こ
れ
が
、
唯
一
私
の
誇
れ
る
よ
う
な
部
分
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ

う
い
う
団
体
を
組
織
と
し
て
作
っ
て
お
い
た
と
い
う
の
は
、
自
分
の
中
で

は
、
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
な
ん
で
す
が
、
今
は
、
全
国

各
地
に
も
色
々
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
弁
護
士
会
だ
け
じ
ゃ
な
い
仕
組

み
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
律
系
っ
て
皆
さ
ん
ど
ん
な
専
門
職
が
あ
り
ま
す

か
。
わ
か
り
ま
す
か
。
い
つ
も
こ
れ
紹
介
す
る
と
き
一
個
抜
け
た
り
す
る

ん
で
す
が
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
そ
れ
か
ら
何
が
出
ま
す
か
、
税
理
士

と
か
、
あ
と
は
社
労
士
さ
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
行
政
書
士
、
不
動
産
鑑
定

士
、
土
地
家
屋
調
査
士
。
海
事
代
理
士
に
も
広
島
で
は
入
っ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
あ
と
技
術
系
と
し
て
は
、
建
築
士
さ
ん
と
か
、
技
術
士
と
い
う

ち
ょ
っ
と
難
関
の
資
格
を
持
っ
た
方
々
も
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
技

術
系
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
福
祉
系
と
し
て
、
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
と
か
、
あ
と
介
護
福
祉
士
の
力
も
か
り
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
医
療

系
と
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
と
か
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
Ｊ

－

Ｒ
Ａ
Ｔ
と
い

う
医
療
団
体
、
ま
た
、
法
テ
ラ
ス
広
島
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
に
な
っ
て
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
相
談
会
な
ど
を
展
開
し
て
い
る
ん
で
す
が
、

弁
護
士
だ
け
を
毎
日
安
芸
区
の
職
員
さ
ん
の
所
に
派
遣
す
る
っ
て
い
う
の

は
マ
ン
パ
ワ
ー
が
足
り
な
い
の
で
、	

ま
さ
に
こ
う
い
う
災
害
復
興
支
援
士

業
連
絡
会
と
い
う
連
絡
会
を
作
っ
て
、
そ
こ
で
、	

今
日
は
誰
が
い
け
ま
す

か
と
い
う
投
げ
か
け
を
し
て
、
毎
日
毎
日
送
り
続
け
て
、
二
ヶ
月
ぐ
ら
い

で
一
千
件
以
上
の
相
談
に
乗
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
時
に
は
、
安
芸
区

の
職
員
さ
ん
が
、私
た
ち
弁
護
士
と
か
司
法
書
士
が
隣
に
い
て
、	

二
人
セ
ッ

ト
で
聞
い
て
、
罹
災
証
明
と
か
行
政
に
関
す
る
こ
と
は
、
行
政
職
員
の
方
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に
説
明
し
て
も
ら
う
の
で
す
け
ど
、
隣
か
ら
土
砂
が
流
れ
て
き
た
ん
だ
け

ど
ど
う
し
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
民
と
民
と
の
話
に
な
る
と
、
行
政
職
員

さ
ん
の
窓
口
に
押
し
か
け
ら
れ
て
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
か
と
か
言
わ
れ

て
も
解
決
が
つ
か
な
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
専
門
家
の
方
で
引
き

取
っ
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
災
害
が
起
き
た
ら
行

政
職
員
も
大
変
で
す
。
能
登
の
珠
洲
市
で
も
、
も
う
半
分
ぐ
ら
い
の
方
が

辞
め
ま
し
た
。
そ
う
い
う
大
変
な
状
況
を
間
接
的
に
救
う
と
い
う
こ
と
も
、

我
々
弁
護
士
に
限
ら
れ
ず
、
そ
う
い
っ
た
士
業
の
専
門
家
の
一
つ
の
役
割

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
、
こ
こ
の
部
分
を
、
ち
ょ
っ
と
厚
め
に
紹
介

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

本
論
に
戻
る
ん
で
す
け
ど
、
災
害
時
に
お
け
る
法
律
問
題
の
特
徴
と
し

て
は
、
原
則
と
し
て
、
被
災
者
間
に
お
け
る
法
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、

民
法
と
い
う
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
実
際
の
解
決

へ
の
道
の
り
に
は
非
常
に
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
二
】。
例

え
ば
、
土
砂
と
か
、
流
れ
て
き
た
お
隣
さ
ん
の
車
な
ん
だ
け
ど
、
い
つ
ま

で
も
う
ち
の
敷
地
に
あ
っ
て
邪
魔
だ
な
と
、
除
け
て
ほ
し
い
な
と
思
っ
て

も
な
か
な
か
言
え
な
い
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
法
律
的
に
言
う
と
ど
う
な

る
か
と
い
う
と
、
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
と
い
う
話
に
な
る
の

で
す
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
う
ま
く
い
く
の
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
台
風

で
瓦
が
飛
ん
で
う
ち
の
車
が
傷
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
瓦
を
飛
ば
し
た

人
に
損
害
賠
償
請
求
、
裁
判
し
ま
す
か
っ
て
な
る
と
、
近
隣
で
そ
れ
や
る

ん
で
す
か
と
い
う
話
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
賃
貸
借
契
約

と
か
契
約
上
の
問
題
も
出
て
き
ま
す
が
、
危
険
負
担
と
か
い
ろ
ん
な
考
え

方
が
あ
っ
て
、
要
す
る
に
一
筋
縄
で
、
法
律
、
民
法
で
こ
う
規
定
さ
れ
て

る
か
ら
、
こ
う
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
と
い
う
の
が
直
ち
に
言
え
な
い
と

い
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
相
談
で
あ
る
と
か
弁
護
士

と
か
を
前
面
に
出
し
て
い
く
と
、
そ
の
場
で
回
答
で
き
な
い
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
し
か
し
、
全
然
回
答
が
で
き
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
被
災
者

の
方
か
ら
、
今
こ
ん
な
こ
と
で
困
っ
て
ま
す
と
か
、
将
来
、
家
を
建
て
替

え
た
い
ん
だ
け
ど
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
何
か
ら
手
を
つ
け
て
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
本
当
に
、
お
悩
み
相
談
み
た
い
な
と
こ

ろ
か
ら
入
っ
て
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に
解
決
、
答
え
が
出
な
い
こ
と
が
多
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
、
先
ほ
ど
の
災
害
救
助
法
、
被
災

者
生
活
再
建
支
援
法
と
か
、
応
急
修
理
の
制
度
と
か
色
々
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
そ
の
自
治
体
独
自
の
上
乗
せ
支
援
が
出
て

き
た
り
、	

義
援
金
の
第
二
次
、第
三
次
の
配
分
が
出
て
き
た
り
し
て
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
の
答
え
が
必
ず
し
も
正
解
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
た
し
か
に
そ
の
場
で
回
答

で
き
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
何
に
困
っ
て
い
る
か
と
い
う
立
法
事

実
と
い
う
も
の
を
集
め
て
、
法
令
の
改
正
と
か
運
用
改
善
を
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
我
々
弁
護
士
に
期
待
さ
れ
て
い
る
部
分
か
な
と
思
っ
て
、
ま

さ
に
岡
本
弁
護
士
と
か
は
、
す
ご
く
頑
張
っ
て
い
る
第
一
人
者
か
な
と
思

い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
判
例
と
か
読
ん
で
い
て
も
、
不
可
抗
力
に
よ

る
修
正
が
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
裁
判
所
と
か
、そ
う
い
う
の
は
好
き
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
皆
さ
ん
、
裁
判
例
と
か
読
ま
れ
た
こ
と
あ
る
か
も
し
れ
ま
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せ
ん
が
、
不
可
抗
力
と
い
っ
た
特
段
の
事
情
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

責
任
に
つ
い
て
、
原
告
に
全
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
相
当
と
は
言

え
な
い
場
合
も
な
い
こ
と
も
な
い
こ
と
も
な
い
み
た
い
な
。
結
局
ど
っ
ち

な
の
、
み
た
い
な
の
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
し
た
が
っ
て
非
常
に
難

し
い
わ
け
で
す
。
裁
判
所
も
困
り
、
被
災
者
の
方
も
困
る
と
い
う
と
こ
ろ

も
あ
る
の
で
、	

法
律
で
き
ち
ん
と
判
決
を
出
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
よ
り

も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
話
し
合
い
で
解
決
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
っ

た
よ
う
な
、
弁
護
士
会
が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
仲
裁
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
活
用
し
て
い
た

だ
く
と
か
、
あ
る
い
は
、
刻
刻
と
変
化
す
る
後
方
支
援
の
情
報
を
集
め
て
、

そ
う
い
う
も
の
を
提
供
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必
要
で
す
。
法

律
問
題
、
災
害
時
の
法
律
問
題
は
、
何
か
そ
の
場
で
ぱ
っ
と
答
え
を
出
す

と
い
う
よ
り
は
、
冒
頭
の
岡
本
弁
護
士
の
話
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
法
律
っ

て
大
人
の
学
問
な
の
で
、
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
法
律
的
に
は
こ
う
な
っ
て
ま
す
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
相
談
を

し
た
方
が
納
得
し
た
り
安
心
し
た
り
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い

わ
け
で
す
。
ど
う
い
う
場
面
で
ど
う
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
っ
た
ら

い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
や
は
り
そ
の
方
が
、
今
、
何
で
困
っ
て
る
、	

将
来
ど
う
い
う
こ
と
で
困
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
想
像
し
な
が
ら
寄
り

添
う
と
。
そ
の
寄
り
添
う
場
面
の
時
に
、
弁
護
士
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
例
え

ば
介
護
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
さ
ん
と
か
い
る
と
、
西
日
本
豪
雨
の
時
も
、

私
た
ち
一
緒
に
避
難
所
と
か
行
っ
た
ら
、
お
風
呂
に
入
り
た
い
と
言
っ
て

い
る
方
が
い
て
、
そ
う
い
う
介
護
系
と
か
福
祉
系
の
方
は
情
報
を
持
っ
て

い
た
り
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
ど
こ
の
介
護
施
設
が
今
無
料
開
放
し
て
ま
す

み
た
い
な
話
も
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
や
は
り
、
コ
ラ
ボ
し
て
や
る
と
い

う
の
は
意
味
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
、
最
初
避
難
所
に
行
っ
て
、

あ
な
た
誰
で
す
か
っ
て
言
わ
れ
て
、
弁
護
士
な
ん
で
す
と
言
っ
た
ら
、
私

は
弁
護
士
と
か
、
そ
う
い
う
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
で
生
き
て
い
く
こ

と
だ
け
が
人
生
の
今
ま
で
の
プ
ラ
イ
ド
だ
っ
た
の
に
、
な
ん
で
こ
こ
に
来

て
弁
護
士
さ
ん
と
関
わ
る
の
か
と
言
っ
て
、
も
う
逃
げ
る
よ
う
に
泣
か
れ

た
こ
と
が
あ
り
、
別
に
私
は
そ
ん
な
怖
い
顔
し
て
近
づ
い
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
、
や
は
り
弁
護
士
っ
て
聞
く
と
何
か
争
う
み

た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強
い
の
で
、
我
々
が
も
っ
と
も
っ
と
、
そ
う

い
う
情
報
提
供
っ
て
い
う
と
こ
ろ
を
意
識
し
て
、
足
湯
の
場
面
で
、
一
緒

に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
さ
ん
と
相
談
会
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
工
夫

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
今
日
は
タ
イ
ト
ル
が
「
土
砂
災
害
と
工
作
物
責
任
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
、少
し
法
律
の
話
も
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、例
え
ば
、

Ａ
さ
ん
の
自
宅
の
敷
地
が
河
川
の
増
水
に
よ
っ
て
堤
防
の
決
壊
が
あ
り
ま

し
た
。
土
砂
で
埋
も
れ
ま
し
た
。
お
隣
さ
ん
か
ら
土
砂
が
流
れ
て
き
ま
し

た
。
土
砂
の
撤
去
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
【
ス
ラ
イ
ド
三
】。
こ
れ
に

対
し
て
は
、
例
え
ば
司
法
試
験
と
か
だ
と
、
隣
人
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
れ
ば
、
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
を
行
使
す
れ
ば
い
い

と
い
う
よ
う
な
話
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
れ

が
災
害
の
現
場
で
そ
う
い
う
回
答
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な

い
ん
で
す
ね
。
ま
ず
は
、
私
た
ち
が
言
う
の
は
、
自
分
た
ち
で
頑
張
ろ
う
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と
す
る
方
が
多
い
の
で
、
頑
張
っ
て
そ
の
土
砂
を
撤
去
し
た
り
、
ス
コ
ッ

プ
と
か
で
運
び
出
す
の
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
浸
水
を
し
た

の
か
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
わ
か
る
よ
う
に
た
く
さ
ん
写
真
撮
っ
て
お

い
て
、
と
い
う
よ
う
な
、
法
律
問
題
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
れ
は
被
災
証
明
と

か
保
険
の
関
係
で
役
に
立
つ
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
保
管
し
て
お

い
て
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
最
初
に
私
た
ち
が
言
う
の
は
、
自

力
で
土
砂
を
撤
去
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
け
控
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ

と
を
お
伝
え
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
土
砂
か
き
と
か
さ
れ
た
こ
と
あ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
重
い
し
、
そ
れ
か

ら
細
菌
を
含
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
体
力
が
低
下
し
て
い
る
方
な

ど
は
、健
康
被
害
の
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。こ
の
後
梅
雨
の
時
期
に
な
る
と
、

非
常
に
暑
い
で
す
。
猛
暑
が
続
く
中
で
、
一
生
懸
命
、
自
分
た
ち
の
家
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
人
様
に
迷
惑
を
か
け
な
い
、
か
け
た
く
な
い
と
い

う
こ
と
で
頑
張
っ
て
作
業
す
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
結
局
、
熱
中
症
な

ど
で
倒
れ
て
救
急
搬
送
さ
れ
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
西
日
本
豪
雨
で
も
、私
も
災
害
関
連
死
の
委
員
を
や
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
四
〇
人
近
く
の
方
が
、
血
栓
と
か
、
あ
る
い
は
こ
う

い
う
熱
中
症
だ
と
か
、
あ
る
い
は
既
往
症
を
持
っ
て
い
て
、
ス
ト
レ
ス
が

溜
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
り
、
ス
ト
レ
ス
が
溜

ま
っ
て
、	

健
康
状
態
、
全
身
状
態
が
悪
く
な
っ
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
、
と
に
か
く
、
ま
ず
無
理
し
な
い
で
と

い
う
こ
と
を
呼
び
か
け
た
い
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
も
、
ぜ
ひ
こ
の

こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た
だ
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
そ
れ
を
お
伝

え
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、現
実
的
な
の
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
撤
去
の
作
業
で
す
。

こ
れ
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
へ
問
い
合
わ
せ
し
て
も
、
な
か

な
か
繋
が
ら
な
い
し
、
ま
だ
ま
だ
先
に
な
り
ま
す
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
自
宅
が
最
優
先
で
、
そ
の
次
に
田
畑
や
お

墓
と
か
い
う
の
は
、
最
終
的
に
後
回
し
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
理

的
な
条
件
、
状
況
に
よ
っ
て
は
直
ち
に
支
援
活
動
が
行
き
届
か
な
い
ケ
ー

ス
も
と
い
う
こ
と
で
、
広
島
で
も
三
、四
ヶ
月
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
放
置

さ
れ
て
い
て
、
夏
に
な
る
と
結
構
な
匂
い
が
立
ち
込
め
た
り
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
私
が
行
っ
た
時
、
能
登
で
は
そ
う
い
っ
た
状
況
で
し
た
し
、

能
登
は
特
に
ト
イ
レ
が
復
旧
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
非
常
に
夏
が
心
配
だ

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、
進
捗
状

況
な
ど
に
関
す
る
も
の
は
、
各
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ご
高
齢
の
方
は
、「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

て
も
分
か
ら
な
い
。
も
し
く
は
、
ア
ク
セ
ス
す
る
の
も
難
し
い
方
も
い
る

の
で
、
若
い
方
が
（
一
緒
に
）
見
て
、	「
今
こ
こ
ま
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来

て
い
る
か
ら
、
も
う
少
し
し
た
ら
来
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う

だ
け
で
も
、
そ
の
見
通
し
が
立
つ
た
め
、
少
し
で
も
安
心
す
る
の
で
は
な

い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
は
、
恐
ら
く
大
丈
夫
か
と
思
う
の

で
す
け
ど
、
私
も
含
め
て
、
自
分
の
両
親
や
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
被
災
し
た
時
に
、	

果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
必
要
の
あ
る
情
報
が
し
っ

か
り
行
き
届
く
の
か
と
い
う
所
を
想
像
し
な
が
ら
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
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け
た
ら
幸
い
で
す
。
そ
の
他
に
、
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
施
行
令
の
と
こ
ろ
に
、
災
害
に
よ
っ
て
住
居
ま
た
は
そ
の
周
辺
に
運

ば
れ
た
土
砂
や
竹
木
等
で
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も

の
の
除
去
は
、
行
政
が
行
う
も
の
と
あ
り
、
厳
密
に
言
う
と
、
か
な
り
分

厚
い
災
害
救
助
事
務
取
扱
要
領
の
中
に
あ
り
、
岡
本
先
生
ら
が
、
見
直
し

さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
な
も

の
を
行
政
職
員
も
読
ん
で
、
理
解
し
、
そ
れ
か
ら
着
手
す
る
っ
て
い
う
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
状
況
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
西

日
本
豪
雨
の
時
も
、
あ
る
自
治
体
で
は
こ
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
今
に
も
命

の
危
険
が
あ
る
自
宅
の
み
行
う
と
い
う
よ
う
な
行
政
解
釈
に
な
っ
た
自
治

体
も
あ
り
、「
そ
れ
は
違
い
ま
す
よ
。
違
う
か
ら
ち
ゃ
ん
と
確
か
め
て
」
と

い
う
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
職
員
さ
ん
が
悪
い
と

い
う
訳
で
は
な
く
、
災
害
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
方
が
、
い
き

な
り
災
害
の
窓
口
に
な
り
、
疲
弊
し
て
い
る
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
は
、
行
政
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

け
で
は
な
く
、
我
々
、
専
門
家
も
き
ち
ん
と
フ
ォ
ロ
ー
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
各
市
町
の
独
自
の
上
乗
せ
支
援
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
広

島
市
で
あ
れ
ば
、	

民
有
地
は
原
則
と
し
て
撤
去
は
し
な
い
が
、
独
自
に
撤

去
を
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
ま
た
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
費
用
償

還
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
後
紹
介
し
ま
す
が
、
環
境
省
の
事
業
と
し
て
撤

去
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
最
後
に
、
そ
う
は
言
っ
て
も
っ
て
い

う
と
こ
ろ
で
、	

流
入
元
に
対
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
と
い

う
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
相
手
方
が
判
明
し
て
る
よ
う
な
場
合
に

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
き
な
り
弁
護
士
に
費
用
を
払
っ
て
裁
判
し
て
、
ど

う
な
る
ん
で
す
か
と
い
う
と
、
強
制
執
行
の
問
題
も
あ
る
し
、
お
隣
さ
ん

同
士
で
裁
判
抱
え
る
と
い
う
の
も
な
か
な
か
日
本
の
風
土
に
は
な
じ
ま
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
や
は
り
調
停
と
か
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
を
利
用
し
て
解
決
を
し
て
い
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
か
な
と

思
い
ま
す
。	

　

そ
し
て
、
土
砂
が
溜
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
先
ほ
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

さ
ん
も
頑
張
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
自
分
で
や

り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
業
者
さ
ん
に
お
願
い

を
し
て
、
そ
れ
を
撤
去
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、

先
ほ
ど
の
応
急
修
理
と
い
う
、
岡
本
先
生
か
ら
紹
介
が
あ
っ
た
制
度
な
ど

は
、
事
前
に
行
政
の
窓
口
で
申
し
込
ま
な
い
と
、
自
分
が
勝
手
に
頼
ん
だ

業
者
に
は
お
金
を
払
わ
れ
な
い
と
い
う
盲
点
が
あ
り
ま
す
。
西
日
本
豪
雨

で
は
な
か
な
か
そ
れ
で
撤
去
が
進
ま
な
い
の
で
、
自
分
た
ち
で
も
う
申
し

込
ん
だ
よ
と
い
う
方
に
対
し
て
は
、
お
金
を
払
い
ま
せ
ん
と
い
う
一
辺
倒

で
し
た
が
、
広
島
弁
護
士
会
を
は
じ
め
、
う
る
さ
く
、
わ
ー
わ
ー
言
っ
て
、

民
法
上
の
事
務
管
理
と
い
う
規
定
が
あ
る
ん
で
す
が
、そ
の
考
え
方
に
則
っ

て
事
後
精
算
し
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
話
を
ず
っ
と
し
て
、
結
果
的
に
は
、

が
れ
き
混
じ
り
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
運
用
の
下
、
環
境
省
の
事

業
と
し
て
撤
去
が
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
も
あ
り
ま
す
。
瓦
礫
混

じ
り
な
の
で
、
土
砂
だ
け
じ
ゃ
ダ
メ
と
言
う
の
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
木
が
一

本
と
か
金
属
片
一
片
あ
っ
た
ら
瓦
礫
混
じ
り
で
い
い
で
す
よ
ね
と
言
っ
た
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ら
、「
ダ
メ
と
は
言
え
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
話
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
い

う
も
の
を
混
ぜ
て
出
し
ま
し
ょ
う
み
た
い
な
話
も
、
ち
ょ
っ
と
出
し
て
み

た
り
。
い
い
の
か
な
。
こ
う
い
う
こ
と
言
っ
て
。

　

そ
れ
か
ら
、
豪
雨
災
害
に
よ
っ
て
、
隣
地
の
崖
か
ら
土
砂
が
崩
れ
て
き

た
の
で
、
予
防
工
事
を
請
求
で
き
ま
す
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
い
わ

ゆ
る
民
法
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
予

防
請
求
権
っ
て
い
う
も
の
を
法
律
的
に
は
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
【
ス

ラ
イ
ド
六
】。
た
だ
、
や
は
り
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
不
可
抗
力
の
場
合

も
あ
る
し
、
双
方
の
利
益
を
考
え
な
が
ら
、
こ
こ
に
出
し
て
る
横
浜
地
裁

の
判
例
な
ど
も
、
共
同
の
費
用
を
も
っ
て
こ
れ
を
設
置
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
で
、
上
の
崖
の
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
、
低
地
所
有
者
に
も
一
定
の

利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
負
担
を
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
も
能
登
地
震
で
行
っ
た
時
に
、
珠
洲
市
で
、

行
政
の
制
度
を
利
用
し
て
、
こ
の
崖
地
補
修
、	

の
り
面
を
補
修
す
る
よ
う

な
制
度
を
行
政
の
お
金
を
使
っ
て
行
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
、
こ
う
い
う
制
度
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
自
治
体
に
確
認
し

て
み
て
、
こ
の
一
言
だ
け
で
救
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

民
事
調
停
と
か
、
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
な
ど
の
制
度
を
利
用
し
て
解
決
を
し
て
い

く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
広
島
の
場
合

は
、
士
業
連
絡
会
と
い
う
強
力
な
タ
ッ
ク
を
組
ん
で
い
ま
す
。
東
広
島
市

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
も
崖
の
問
題
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
建
築
士
と
か
技
術
士
に
協
力
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
災
害
Ａ
Ｄ

Ｒ
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
も
や
っ
て
い
ま
す

が
、
弁
護
士
会
の
仲
裁
セ
ン
タ
ー
で
は
、
そ
こ
の
専
門
委
員
と
い
う
こ
と

で
技
術
士
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
、
一
緒
に
現
地
を
見
て
、
技
術
的

に
こ
う
だ
と
言
わ
れ
る
と
我
々
も
そ
う
か
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
わ
け

で
、
そ
れ
を
双
方
に
説
得
し
て
も
ら
っ
て
解
決
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
事

例
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
解
決
事
例
は
、
一
部
だ
け
で
す
が
、

上
か
ら
見
て
も
赤
で
丸
し
て
る
部
分
が
あ
り
ま
す【
ス
ラ
イ
ド
七
】。ち
ょ
っ

と
字
が
全
体
的
に
細
か
く
て
、	

ご
め
ん
な
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
読
み
に
く
い

部
分
も
多
い
の
で
す
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
ま
た
大
き
く
し
た
も
の
を
ま
た

お
渡
し
し
ま
す
。
丸
で
囲
っ
て
い
る
の
が
妨
害
排
除
関
係
で
す
が
、
非
常

に
多
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
七
番
の
建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
リ
ア
ル
の
仲
裁
人
を
や
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
家
主
さ
ん
と
し
て
は
家
賃
を
払
っ
て
ほ
し
い
と
。
借
主
さ
ん

と
し
て
は
、
い
や
い
や
、
こ
ん
な
に
濡
れ
て
住
め
る
状
態
じ
ゃ
な
い
の
に

家
賃
が
払
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
契
約
書
解
釈
を
巡
っ
て
問
題
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
結
局
明
け
渡
す
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
明
け
渡
し
の
和
解

の
条
件
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
二
回
で
解
決
が
で
き
た
と
い

う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
新
聞
の
記
事
で
す
ね
、
中
国
新

聞
と
い
う
地
元
の
記
事
な
ん
で
す
が
、
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
和
解
が
進
む
と
い

う
こ
と
で
、	

熊
本
で
も
、
熊
本
地
震
の
と
き
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
活
用
さ
れ
ま

し
た
【
ス
ラ
イ
ド
八
】。

　

私
は
、
民
事
調
停
官
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
裁
判
官
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
裁
判
官
と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
週
に
一
回
裁
判
官
を
や
る
と
い
う
の

を
二
年
間
ぐ
ら
い
や
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
。
弁
護
士
を
や
り
な
が
ら
、
そ
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の
時
は
、
い
わ
ゆ
る
民
事
調
停
官
と
い
う
こ
と
で
、
司
法
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ

る
民
事
調
停
の
仕
事
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
れ
は
被
災
の
現
場
で

は
な
か
な
か
機
能
し
に
く
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
平
日
し
か
開

庁
し
な
い
し
、
水
金
し
か
ダ
メ
で
す
と
か
、	

土
日
仕
事
を
持
っ
て
る
人
は
、

「
土
日
に
話
し
合
い
た
い
ん
だ
け
ど
」
と
か
「
現
地
で
話
し
合
い
た
い
ん
だ

け
ど
」
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
そ
れ
は
難
し
い
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
る

の
で
、
司
法
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
民
間
型
の
弁
護
士
会
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
あ
る
の
で
す

が
、
私
は
、
贔
屓
目
で
は
な
く
、
災
害
の
紛
争
解
決
で
あ
れ
ば
弁
護
士
会

も
い
い
と
思
う
し
、
時
効
を
中
断
さ
せ
た
い
、
執
行
力
が
欲
し
い
と
か
、	

そ
う
い
う
事
情
が
あ
れ
ば
民
事
調
停
と
い
う
こ
と
で
使
い
分
け
て
い
た
だ

く
と
い
う
の
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。	

　

そ
れ
か
ら
、
豪
雨
災
害
に
よ
り
自
宅
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
流
出
し
、
隣
家

の
壁
を
損
傷
し
た
際
の
責
任
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
が
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
工
作
物
責
任
と
い
う
民
法
の
七
一
七
条
の
規

定
が
あ
っ
て
、	

工
作
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
、
瑕
疵
と
い
う
の
は
通
常
有

す
る
安
全
性
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
【
ス
ラ

イ
ド
九
】。
国
賠
の
場
合
に
は
、営
造
物
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

占
有
者
は
過
失
が
な
い
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
責
任
を
免
れ
る
と
。
所
有
者

は
過
失
責
任
に
よ
る
賠
償
義
務
を
負
う
け
れ
ど
、
不
可
抗
力
の
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
、
写
真
は
、
西
日

本
豪
雨
の
坂
町
と
い
う
広
島
県
内
の
被
災
が
大
き
か
っ
た
場
所
な
の
で
す

が
、
こ
こ
も
似
た
よ
う
な
話
が
た
く
さ
ん
湧
い
て
、
で
も
す
ぐ
に
は
解
決

で
き
な
い
よ
と
い
う
こ
と
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
申
し
立
て
て
も
ら
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
不
可
抗
力
の
概
念
の
説
明
は
割
愛
し
ま
す
が
、
不
可
抗

力
と
い
う
の
は
過
去
に
例
が
な
い
よ
う
な
事
象
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
い

う
こ
と
で
す
。
最
近
ゲ
リ
ラ
豪
雨
と
か
線
状
降
水
帯
と
か
い
う
の
も
よ
く

あ
る
の
で
、
何
十
年
に
一
度
の
雨
と
い
っ
て
も
予
見
可
能
性
が
な
か
っ
た

と
し
て
、	

そ
こ
で
賠
償
義
務
を
完
全
に
免
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も

な
い
可
能
性
も
あ
る
の
で
、	

こ
う
い
う
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
か
、
こ
れ
は

各
市
町
が
必
ず
策
定
し
て
ま
す
の
で
、ど
こ
が
ど
れ
ぐ
ら
い
浸
水
す
る
か
っ

て
い
う
災
害
浸
水
地
な
ど
を
予
測
し
て
、	

例
え
ば
裁
判
と
か
仲
裁
と
か
に

な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
う
い
う
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
予
見
で
き
た
か
ど
う

か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
人
命
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
と
か
あ
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
議
論

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
一
】。

　

そ
し
て
、
工
作
物
責
任
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
な
か
な
か
難
し
い

の
で
す
が
、
通
常
有
す
る
安
全
性
を
備
え
て
い
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、

そ
の
当
時
の
社
会
通
念
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
も
難
し

い
で
す【
ス
ラ
イ
ド
一
二
】。
先
ほ
ど
の
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

あ
と
は
、
予
見
し
得
る
結
果
の
重
大
性
に
対
し
て
そ
の
結
果
回
避
の
措
置

が
取
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
千
葉
と
か
で
、
ゴ

ル
フ
練
習
場
の
ポ
ー
ル
が
倒
れ
て
き
た
事
例
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、	

あ
あ

い
う
場
合
は
、
万
が
一
倒
れ
る
と
周
り
に
与
え
る
結
果
が
重
大
だ
と
い
う

こ
と
で
、	
そ
の
場
合
に
相
応
の
結
果
回
避
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
軒
家
が
、
倒
れ
て
く
る
の
と
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
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全
然
違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
結
果
回
避
の
方
策
を
講
じ
な
か
っ
た

こ
と
が
物
理
的
な
部
分
で
可
能
だ
っ
た
か
、
そ
も
そ
も
で
き
た
の
に
や
ら

な
か
っ
た
と
言
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
費
用
面
に
照
ら
し
て
困
難
と
は
言

え
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
五
〇
万
円
の
損

害
を
回
避
す
る
の
に
五
〇
〇
〇
万
円
出
せ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る

の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
過
去

に
周
辺
地
域
に
お
い
て
同
種
の
被
害
が
生
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と

か
い
う
よ
う
な
も
の
を
色
々
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
伊
勢
湾
台
風
の
事
例
で
免
責
さ
れ
た
か
と
か
、

あ
る
い
は
飛
騨
川
バ
ス
転
落
事
故
で
国
の
責
任
割
合
六
割
、
不
可
抗
力
自

然
災
害
四
割
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
少
し
紹
介
し
て
ま
す
が
、
結
局
は
、

事
例
ご
と
に
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
立
証
の
問
題
も
含
め
て
な
か
な
か
難
し
い
部
分
も
あ
る
の
で
、

災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
か
、	

さ
っ
き
か
ら
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
か
し
か
言
っ
て
な
い
ん

で
す
が
、
な
か
な
か
司
法
の
判
断
に
よ
る
解
決
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を

理
解
し
て
も
ら
え
れ
ば
そ
れ
で
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。	

　

ま
た
、
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
、
川
が
氾
濫
し
て
旅
館
内
部
ま
で
浸
水
し

て
、
宿
泊
客
が
、
足
を
取
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
場
合
に
賠
償
責
任
を
負
う

の
で
す
か
と
い
う
よ
う
な
裁
判
例
も
あ
る
の
で
す
が
、
宿
泊
約
款
の
ほ
か
、

ホ
テ
ル
側
は
、
安
全
確
保
の
た
め
の
信
義
則
上
の
安
全
配
慮
義
務
を
負
っ

て
い
ま
す
【
ス
ラ
イ
ド
一
四
】。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
立
ち
入
っ
て
は

い
け
な
い
と
か
、
き
ち
ん
と
ト
イ
レ
を
清
掃
す
る
と
転
倒
事
故
防
止
す
る

た
め
の
案
内
を
掲
示
す
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、

一
定
の
債
務
不
履
行
責
任
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
認
め
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。
他
に
も
、
津
波
か
ら
の
避
難
だ
と
か
、
野
外
フ
ェ
ス
と
か
を

敢
行
し
て
い
る
場
合
に
、
落
雷
等
か
ら
来
場
者
の
安
全
を
確
保
で
き
る
か

ど
う
か
と
か
、
そ
う
い
っ
た
色
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

と
か
、
こ
う
い
っ
た
も
の
は
全
部
契
約
で
す
。
さ
っ
き
の
不
法
行
為
と
は

違
っ
て
契
約
責
任
な
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任

に
つ
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
を
尽
く
し
た
か
ど
う
か
と
言
え
る
よ
う
な
問

題
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
先
ほ
ど
岡
本
先
生
か
ら
色
々

制
度
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
は
ス
ー
パ
ー
マ
ン
な
の
で
、
み
ん
な

が
岡
本
弁
護
士
の
よ
う
に
、
す
ら
す
ら
と
出
て
こ
な
く
て
も
い
い
と
思
う

ん
だ
け
ど
、
で
も
ち
ょ
っ
と
し
た
相
談
は
周
り
に
あ
り
、
コ
ロ
ナ
の
時
と

か
に
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
に
な
っ
て
返
金
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う

か
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
、
色
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
皆

さ
ん
が
、
弁
護
士
だ
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
人
、
会
社
員
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
こ
う
い
っ
た
契
約
責
任
の
部
分
で
ど
う
い
う
考
え
方
を
取
る
か
と

い
う
の
は
、
色
々
考
え
る
余
地
が
あ
る
し
、
応
用
も
き
く
と
こ
ろ
だ
と
思

う
の
で
、
ぜ
ひ
こ
う
い
う
災
害
の
分
野
、
不
可
抗
力
の
分
野
に
も
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
紹
介
し
た
よ
う
な
事
例
っ
て
い
う
の
は
、『
防
災
減
災
の
法

務
』
と
い
う
本
で
、
我
々
共
著
で
、
岡
本
先
生
も
確
か
一
緒
に
書
い
て
い

る
の
で
、ち
ら
ち
ら
と
ま
た
見
て
も
ら
っ
た
ら
と
思
い
ま
す
。す
い
ま
せ
ん
、

ち
ょ
っ
と
案
内
を
入
れ
る
の
を
忘
れ
ま
し
た
。
あ
と
、
賃
貸
借
は
こ
の
後

で
話
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
飛
ば
し
ま
す
。
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最
後
に
、
も
う
時
間
が
二
、三
分
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
の
で
、
各
種
制
度

の
柔
軟
な
運
用
に
つ
い
て
声
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ま
す
【
ス
ラ

イ
ド
一
八
】。
水
害
に
お
い
て
は
、
土
砂
の
撤
去
、
そ
し
て
家
屋
が
ま
ず
乾

燥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
域
の
廃
棄
物
の
撤
去
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、
広
島
の
土
砂
災
害
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン

と
い
う
も
の
が
解
消
さ
れ
て
、
砂
防
ダ
ム
が
完
成
し
て
、
そ
こ
に
家
が
建

て
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
ら
な
い
と
住
宅
再
建
が
進
ま
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
非
常
に
時
間
を
要
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
色
々
、
例
え
ば
仮
設

住
宅
の
期
間
の
延
長
を
求
め
た
り
、
ま
た
応
急
修
理
も
制
度
の
期
間
が
定

め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
広
島

の
西
日
本
豪
雨
の
時
は
、
公
費
解
体
は
い
つ
い
つ
ま
で
で
す
と
い
う
案
内

が
出
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
に
決
め
ら
れ
な
い
と
、
本
当
は
も
う
ち
ょ
っ

と
家
族
と
、
修
理
す
る
か
あ
る
い
は
解
体
を
し
て
生
活
再
建
支
援
金
も
も

ら
っ
て
外
に
出
る
か
ら
ゆ
っ
く
り
決
め
た
い
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
も
の
を
弁
護
士
会
の
会
長
声
明
と
い
う
形
で
作
っ
て
、
記
者

会
見
を
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
に

取
り
上
げ
て
い
た
だ
く
と
、
行
政
も
動
く
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
、
こ

の
次
の
日
に
は
延
長
が
決
ま
り
ま
し
た
。
他
に
も
、
仮
設
住
宅
の
入
居
時

に
連
帯
保
証
人
が
二
人
い
り
ま
す
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
、
ご
高
齢
の
方
に
親
族
で
は
な
い
二
人
の
連
帯
保
証
人
を
見
つ
け

ろ
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
無
理
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
と
い
う
こ
と
で
、	

こ
う

い
っ
た
実
際
の
現
場
の
声
が
あ
り
ま
し
て
。
我
々
、
弁
護
士
が
こ
う
す
べ

き
だ
っ
て
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
現
場
に
そ
う
い
う
本
当
に
困
っ
て
い

る
と
い
う
、
こ
れ
を
立
法
事
実
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
声
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
弁
護
士
会
で
集
約
を
し
て
、
要
望
書
を
出
し
て
メ
デ
ィ

ア
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
も
西
日
本
新
聞
さ
ん

と
か
熊
日
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
い
て
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
や
は
り
発
信

力
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
を
動
か

す
と
い
う
こ
と
で
、
色
々
な
と
こ
ろ
と
う
ま
く
連
携
を
し
な
が
ら
被
災
者

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
災
害
法
制
は
ま
だ
ま
だ
体
系
的
に
も
整
備
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
て
、
判
例
の
蓄
積
も
不
十
分
で
す
。
他
方
で
日
本
列
島
に
お
い

て
は
、
災
害
が
頻
発
し
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
都
度
、
災
害
救
助
法
と
い

う
昔
な
が
ら
の
法
律
の
基
準
が
ず
っ
と
適
用
さ
れ
て
い
て
、
能
登
地
震
で

も
大
変
な
苦
労
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
是
非
と

も
新
し
い
分
野
、
被
災
者
の
方
の
命
を
救
う
、
そ
れ
か
ら
住
宅
を
救
う
、

住
ま
い
を
救
う
と
い
う
す
ご
い
や
り
が
い
の
あ
る
分
野
な
の
で
、
ぜ
ひ
皆

さ
ん
に
新
し
い
分
野
を
開
拓
す
る
つ
も
り
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
き

た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
す
み
ま

せ
ん
。
こ
れ
で
終
了
し
ま
す
。

濵
田
：
今
田
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。	

第
三
報
告
ま

で
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
休
憩
を
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

濵
田
：
そ
れ
で
は
、
一
六
時
一
五
分
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
後
半
に
入
っ

て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
半
は
、
ご
報
告
い
た
だ
い
た
三
名
の
先
生
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方
に
報
告
内
容
を
追
加
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
関
連
す
る
内
容
に
つ
い
て

ご
説
明
い
た
だ
い
た
後
、
今
後
の
被
災
者
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
現

時
点
で
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
フ
ロ
ア
の
皆
様
か
ら
の
質
疑
応
答
を
受
け
付
け

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
そ
の
ご
予
定
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

で
は
、
ま
ず
、
報
告
者
間
で
の
意
見
交
換
お
よ
び
追
加
の
説
明
と
い
う

こ
と
で
、
一
つ
目
、
ご
報
告
内
容
へ
の
深
掘
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
内
容
と
し
て
は
、
第
二
報
告
で
扱
わ
れ
た
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
、
そ
し
て
第
三
報
告
で
扱
わ
れ
た
土
砂
災
害
に
関
す
る
内
容

に
つ
い
て
深
掘
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
点
目
、
第
二
報
告
で
扱
わ
れ
た
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
、
二
重
ロ
ー
ン
を
有
し
て
い
る
と
き
に
、
被
災
し
た

こ
と
を
理
由
に
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
借
金
な
ど
の
債
務
、
こ
ち
ら
を
減
免

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
現
在
の
民
法

で
は
解
決
で
き
な
い
災
害
時
の
問
題
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
が
、
渡
辺
先

生
の
ご
報
告
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
、
現
在
は
民
間
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

を
法
制
度
化
し
て
、
強
制
力
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
第
二
報
告

の
ス
ラ
イ
ド
の
一
番
最
後
に
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
強
制
力
の
な
い
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ

を
強
制
力
の
あ
る
法
制
度
と
し
て
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
、

渡
辺
先
生
、
い
か
が
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と

の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
、
ご
回
答
い
た
だ
け
れ
ば
、
あ

り
が
た
く
存
じ
ま
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

渡
辺
：
非
常
に
興
味
深
い
問
題
を
振
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
番
は

柔
軟
な
部
分
か
と
思
い
ま
す
。
例
と
し
て
、
学
生
の
方
が
分
か
り
や
す
い

例
で
い
く
と
、
民
事
再
生
法
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
企
業
の
民
事
再
生

事
案
と
い
う
の
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。
一
方
で
、
令
和
四
年
に
中
小
企

業
の
事
業
再
生
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
、

そ
ち
ら
は
着
実
に
件
数
を
増
や
し
て
い
ま
し
て
、
何
が
違
う
の
か
と
い
う

と
、
一
つ
に
は
、
法
律
で
や
る
と
基
本
的
に
は
債
権
者
平
等
で
す
か
ら
、

一
定
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
債
権
者
は
平
等
に
扱
わ
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
企
業
が
民
事
再
生
で
今
後
も
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
、
取
引
債
権

者
は
保
護
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
法
律
だ
と
な
か
な
か
難
し
い

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
中
小
企
業
事
業
再
生
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

だ
と
、
金
融
債
権
者
だ
け
債
務
を
減
免
し
て
も
ら
っ
て
、
取
引
業
者
に
関

し
て
は
債
務
を
支
払
う
と
い
う
形
で
、
柔
軟
に
再
生
を
図
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
り
得
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
被
災
者
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
、
法
制
化
が
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
シ
ン
プ
ル
に
言
え
ば
、
使
い
勝
手
の
よ
い
法

律
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
債
権
者
平
等
の
原

則
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
結
構
難
し
く
て
、
破
産
法
、
民
事
再

生
法
、
会
社
更
生
法
な
ど
あ
り
ま
す
が
、
金
融
債
権
者
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
主
に
対
象
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
対
象
に
し
た
法
制
化
が
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で
き
る
の
か
な
ど
、
な
か
な
か
難
し
い
法
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
濵
田
先
生
に
研
究
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

あ
と
は
、
法
制
化
と
い
う
と
、
今
の
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
自
体
の
制
度

を
法
制
化
す
る
と
い
う
以
外
に
、
例
え
ば
、
金
融
機
関
に
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
が
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
義
務
を
法
制
化
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

債
権
の
買
取
り
制
度
、
要
は
、
被
災
を
し
た
企
業
に
対
す
る
債
権
を
買
い

取
っ
て
、
そ
っ
ち
の
方
で
処
理
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
仕
組
み
を
法
制
化

と
い
う
こ
と
も
考
え
得
る
と
こ
ろ
で
す
。
法
制
化
の
内
容
に
よ
り
ま
す
が
、

南
海
ト
ラ
フ
等
の
大
規
模
災
害
で
も
対
応
可
能
な
、
実
効
性
の
あ
る
制
度

が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
も
う
一
方
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
だ
い
た
今
田

先
生
の
ご
報
告
の
中
に
あ
っ
た
土
砂
災
害
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
は
先

ほ
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
は
異
な
っ
て
民
法
で
の
解
決
策
も
提
示
す
る
こ

と
自
体
は
可
能
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
例
え
ば
、
民
法
の

規
定
に
よ
る
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
と
い
っ
た
よ
う
な
手
段
で

は
、
非
常
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
も
そ
も
被
災
者
自
身
が

訴
訟
す
る
と
い
っ
た
負
担
は
難
し
い
と
か
、
そ
の
相
手
方
が
隣
人
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
さ
ら
に
問
題
化
さ
せ
づ
ら
い
と
い
っ
た
問
題
点
も
ご
ざ
い
ま

す
。
先
ほ
ど
の
ご
報
告
で
は
、
ま
さ
に
行
政
に
よ
る
支
援
に
つ
な
げ
る
べ

き
だ
、と
強
く
主
張
し
て
支
援
の
実
現
と
い
う
も
の
を
図
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
ま
た
、
も
し
民
法
に
基
づ
く
手
段
に
よ
っ
て
解
決
を
探
る
と

い
う
場
合
で
も
、
訴
訟
で
は
な
く
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
使
う
と
い
う
形
で
、
先

ほ
ど
ご
報
告
で
も
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ

い
て
少
し
深
掘
り
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
の
は
、
全

国
で
利
用
可
能
な
制
度
な
の
か
、
手
続
面
も
含
め
て
被
災
者
に
と
っ
て
利

用
し
や
す
い
制
度
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
今
田
先

生
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

今
田
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
仲
裁
セ
ン
タ
ー

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
全
国
で
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
全
国
に
は

い
ろ
い
ろ
な
弁
護
士
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
弁
護
士
会
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
、

い
わ
ゆ
る
仲
裁
セ
ン
タ
ー
と
い
う
も
の
を
設
置
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

る
と
思
い
ま
す
。
熊
本
と
か
、
広
島
と
か
、
割
と
大
き
な
弁
護
士
会
は
こ

う
い
っ
た
「
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
を
、
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
中
の
一
つ
の
場
面
と

し
て
、
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
呼
ん
で
使
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
Ａ

Ｄ
Ｒ
自
体
が
、
そ
も
そ
も
な
い
よ
と
い
う
弁
護
士
会
だ
と
多
少
使
い
づ
ら

い
な
と
い
う
部
分
が
あ
っ
て
、
今
な
ん
と
か
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
設
置
し
て
も
ら
う

よ
う
に
様
々
な
方
と
連
携
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
会
で
あ
っ
て
も
、
ほ
か
の
会
に
、
災
害
問
題
と
し
て
つ
な
い
で
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
を
申
し
込
ん
だ
り
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
す
の
で
、
災
害
に
遭
っ

た
場
合
に
は
、
最
寄
り
の
弁
護
士
会
が
設
置
し
て
い
る
仲
裁
セ
ン
タ
ー
を

利
用
し
て
も
ら
え
た
ら
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
こ
の
災
害
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
に
は
、
災
害
時
に
は
、
多
く
の
弁
護
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士
会
が
手
続
申
立
費
用
を
半
額
だ
と
か
、
免
除
し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

使
い
や
す
い
制
度
に
し
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
広
島
弁
護
士
会
の
場
合

は
、
申
立
て
に
五
千
円
程
度
の
費
用
に
設
定
し
て
い
ま
す
。
普
通
、
裁
判

す
る
と
な
っ
た
ら
、
印
紙
代
も
か
か
る
し
、
弁
護
士
さ
ん
に
対
す
る
費
用

も
か
か
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
岡
本
先
生
が
い
く
ら
だ
っ
た
り
、
渡
辺
先

生
が
い
く
ら
だ
っ
た
り
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
相
応
に
か
か
り
ま
す

よ
ね
。
だ
け
ど
、
な
る
べ
く
弁
護
士
を
立
て
な
く
て
も
話
合
い
が
進
む
よ

う
に
、
申
立
て
サ
ポ
ー
ト
弁
護
士
と
い
う
も
の
が
つ
い
て
、
申
し
立
て
る

方
か
ら
事
情
を
聴
い
て
、
そ
れ
を
法
律
的
に
あ
る
程
度
整
理
し
た
状
態
で

申
立
て
を
す
る
。
そ
し
て
、
相
手
方
に
も
、
相
手
方
サ
ポ
ー
ト
弁
護
士
と

い
う
も
の
が
つ
い
て
、
相
手
方
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、
言
い
分
が
あ
る
し
、

反
論
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
法
律
的
な
形
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
仕
組

み
を
広
島
弁
護
士
会
は
作
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
弁
護
士
の
代
理
人
は
つ

い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
弁
護
士
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
手
続
を
進
め
る
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
場
合
の
弁
護
士
費
用
は
無
料
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
り

ま
す
。

　

あ
と
は
、裁
判
所
の
民
事
調
停
の
場
合
は
、一
カ
月
に
一
回
と
か
で
す
ね
、

あ
る
い
は
平
日
の
昼
間
だ
け
と
か
、
あ
る
程
度
硬
直
的
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
弁
護
士
会
の
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
夕
方
と
か
、
夜
間
や
っ
て
み
た

り
、
あ
る
い
は
、
片
方
が
東
京
に
い
る
と
な
っ
た
場
合
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

や
っ
て
み
た
り
と
か
、そ
う
い
う
工
夫
を
し
た
り
と
か
で
す
ね
、そ
の
ほ
か
、

先
ほ
ど
の
技
術
士
さ
ん
と
か
、
建
築
士
さ
ん
と
か
を
入
れ
て
、
技
術
的
な

部
分
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
工
夫
を
し
て
い
る
部
分
も

あ
り
ま
す
の
で
、そ
う
い
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
法
律
の
分
野
に
も
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
報
告
内
容
へ
の
深
掘
り
と
し
て
お

二
方
に
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
報
告
内
容
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
災
害
時
の
リ
ー
ガ
ル
・

ニ
ー
ズ
と
し
て
非
常
に
多
い
不
動
産
賃
貸
借
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

岡
本
先
生
の
ご
報
告
で
も
、
今
田
先
生
の
ご
報
告
で
も
、
少
し
触
れ
ら
れ

て
い
た
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
被
災
者
の
リ
ー
ガ
ル
・
ニ
ー

ズ
と
し
て
の
不
動
産
賃
貸
借
の
問
題
に
つ
い
て
、
せ
っ
か
く
で
す
の
で
、

今
田
先
生
の
資
料
の
時
間
的
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
追
加
の
ご

説
明
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
資
料
自
体
は
、
ス
ラ
イ
ド
の
一
五

枚
目
あ
た
り
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

今
田
：
は
い
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。ち
な
み
に
、先
ほ
ど
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、

能
登
地
震
で
も
、
今
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
能
登
と
か
、
珠
洲
と
か
輪

島
と
か
、
少
し
離
れ
た
地
域
で
は
、
そ
う
い
う
話
し
合
い
を
す
る
場
所
を

確
保
す
る
の
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
弁
護
士
会
が
裁
判
所
と
協
議
を

し
て
、
簡
易
裁
判
所
の
建
物
を
使
っ
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
な

ぜ
か
知
ら
な
い
け
ど
、
裁
判
所
か
ら
は
こ
れ
は
あ
ま
り
公
に
し
な
い
で
と

言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
み
な
さ
ん
も
、
心
に
留
め
て
置
い
て
い
た
だ
い
て
、

ほ
か
の
方
に
言
う
場
合
に
は
、
こ
こ
だ
け
の
話
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
、
遠
隔
地
で
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
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活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
め
ん
な
さ
い
、
余
談
で
し
た
が
。

　

賃
貸
借
に
関
し
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
も
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
、

全
部
滅
失
の
場
合
と
一
部
滅
失
の
場
合
で
、
賃
貸
借
契
約
の
終
了
の
問
題

が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
修
繕
だ
と
か
、
賃
料
減
額
の
規
定
な
ど
が
ご

ざ
い
ま
す
。
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、「
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
い
る
け

れ
ど
も
、
畳
の
貼
り
直
し
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
請
求
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
設
問
で
す
。
こ
の
辺
り
は
、
民
法
的
な

話
で
は
あ
り
ま
す
の
で
、
原
則
と
し
て
は
、
家
主
負
担
だ
け
れ
ど
も
、
不

可
抗
力
で
あ
れ
ば
、修
繕
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
で
す
。た
だ
、

解
除
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
改
正
後
の
民
法
の
規
定
に

よ
っ
て
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
修
理
し
て
よ
と
い
う
旨
の
通
知
を
し
て
、

あ
る
い
は
、
賃
貸
人
が
そ
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修

繕
し
な
い
場
合
だ
と
か
、
急
迫
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
自

ら
修
繕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
ま
す
。

　

し
か
し
、
み
な
さ
ん
、
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
こ
う
い
う
法
律

が
あ
る
か
ら
、
私
は
修
理
し
ま
し
た
。
お
金
払
っ
て
ね
。」
と
言
わ
れ
た
と

き
に
、
賃
貸
人
は
素
直
に
払
い
ま
す
か
？
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
急
迫
の
事
情
と
か
、
こ
の
辺
り
は
解
釈
の
余
地
も
あ
り
ま
す
よ

ね
。
本
当
に
住
め
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
し
て
も
切
迫
し
て
い
る

よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
疑
義
が
あ
る
部
分
が

あ
る
し
、
当
然
、
法
律
な
の
で
、
条
文
に
も
解
釈
と
い
う
も
の
が
必
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
で
す
の
で
、
危
険
負
担
の
考
え
方
で
あ
っ
た
り
、
例
え

ば
、
地
震
が
あ
っ
た
ら
、
震
度
六
だ
っ
た
ら
不
可
抗
力
と
み
な
す
と
か
、

危
険
負
担
の
責
任
を
負
う
と
か
、
分
か
り
や
す
い
規
定
が
あ
れ
ば
別
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
明
確
な
基
準
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、床
上
浸
水
の
場
合
に
は
こ
う
い
う
考
え
方
を
し
ま
し
ょ

う
と
か
、
そ
れ
も
宅
建
協
会
と
か
で
す
ね
、
国
交
省
と
か
、
い
ろ
ん
な
と

こ
ろ
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
み
た
い
な
も
の
を
持
ち
寄
っ
て
、
賃
貸
借
の
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
し
て
い
く
一
つ
の
指
針
と
か
、ル
ー
ル
み
た
い
な
も
の
を
、（
原

状
回
復
の
と
こ
ろ
で
は
出
て
い
ま
す
が
）、
ぜ
ひ
、
作
っ
て
い
た
だ
き
た
い

な
と
思
い
ま
す
し
、
濵
田
先
生
に
は
、
こ
の
分
野
を
研
究
し
て
、
提
言
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
続
け
て
は
、
た
び
た
び
、
本
日
の
三

名
の
ご
報
告
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
一
月
一
日
に
発
生
し
ま
し
た

能
登
半
島
地
震
と
の
関
係
で
い
く
つ
か
お
尋
ね
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
能
登
半
島
地
震
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
真
冬
に
発
生
し
た
と
い
う

発
生
時
期
で
あ
っ
た
り
、
能
登
半
島
の
地
理
的
要
因
か
ら
熊
本
地
震
に
比

べ
て
復
旧
に
非
常
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
先

ほ
ど
の
ご
報
告
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
や
は
り
、
水
道
な
ど
の

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
、

岡
本
先
生
に
ご
質
問
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
顕

在
化
し
た
法
的
な
論
点
な
ど
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

岡
本
：
こ
れ
ま
で
今
田
先
生
や
渡
辺
先
生
に
ご
報
告
い
た
だ
い
た
課
題
と
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い
う
の
は
、
ま
さ
に
、
今
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
能
登
半
島
地
震
の
被
災
さ

れ
た
個
人
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
非
常
に
高
い
ニ
ー
ズ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
な
数
値
と
か
、
割

合
は
、
ま
だ
結
果
が
で
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
問
題
は

常
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
、
今
日
ご
報
告
い
た
だ
い
た
二
つ
の
話
題

も
そ
う
で
す
し
、
お
隣
さ
ん
同
士
の
土
砂
災
害
の
話
も
、
賃
貸
借
の
話
も
、

い
ず
れ
も
や
は
り
多
い
話
題
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
能
登
半
島
地
震
と
い
っ

て
も
、
石
川
県
だ
け
で
は
な
く
て
、
富
山
と
か
、
福
井
と
か
、
さ
ら
に
新

潟
も
ふ
く
め
て
、
か
な
り
広
範
囲
で
被
害
が
あ
り
ま
し
て
、
特
に
都
市
部

で
は
、
や
は
り
紛
争
、
民
有
地
で
あ
っ
た
土
地
の
紛
争
が
非
常
に
多
い
と

い
う
こ
と
を
ご
認
識
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
災
害
の
た
び
に
、
今
回
の
災
害
は
こ
れ
が
問
題
だ
っ
た
よ
ね

と
い
う
よ
う
な
特
徴
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
だ
と
決
め

つ
け
る
の
は
早
い
と
は
い
え
、
初
期
の
段
階
か
ら
能
登
半
島
地
震
で
話
題

に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
ぐ
ら
い
挙
げ
よ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、今
日
の
最
初
の
私
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
聞
い
た
「
罹
災
証
明
書
知
っ

て
ま
す
か
。」
と
い
う
問
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
み
な
さ
ん
、
罹
災
証
明
書

知
っ
て
ま
す
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
〇
×
△
で
答
え
た
と
思
う
ん
で

す
け
れ
ど
、
実
は
、
知
ら
な
い
と
答
え
た
方
は
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
制
度
を
災
害
時
は
使
わ

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
、
今
日
こ
の
教
室
の

人
た
ち
だ
け
で
も
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
な
の
で
、
被
災
地
な
ど
で
は
も
っ
と

知
ら
な
い
は
ず
な
ん
で
す
ね
。

　

で
す
の
で
、
そ
う
い
う
制
度
を
知
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
ず

始
ま
っ
て
く
と
い
う
と
こ
ろ
は
す
ご
く
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
罹
災
証
明

書
に
つ
い
て
で
す
け
ど
、
実
は
罹
災
証
明
書
は
何
か
と
い
う
と
、
住
宅
が

ど
れ
く
ら
い
壊
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
み
な
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
自
治
体

が
証
明
し
て
く
れ
る
一
枚
の
紙
き
れ
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
問
題
点
と

し
て
は
、
自
分
で
取
り
に
い
か
な
い
と
い
け
な
い
、
申
請
し
な
い
と
い
け

な
い
。
要
す
る
に
、
印
鑑
証
明
書
を
取
り
に
行
く
よ
う
に
、
住
民
票
を
取

り
に
行
く
よ
う
に
、
自
分
で
足
を
運
び
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
似
た
よ
う
な

感
じ
で
す
。
そ
れ
で
、
一
回
目
の
認
定
は
急
ぐ
の
で
、
外
観
調
査
の
み
で

や
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
外
見
は
大
丈
夫
か
な
、
一
部
損
壊
く

ら
い
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
中
は
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
だ
っ
た
り
、
よ
く
見
た

ら
、
傾
い
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
で
、
実
は
、
半
壊
だ
と
か
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
大
規
模
半
壊
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
事
例
が
一
部
損

壊
と
い
う
こ
と
で
、
被
害
の
程
度
を
見
逃
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
い
う
の

が
今
回
の
能
登
半
島
地
震
も
や
は
り
非
常
に
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
最

初
の
地
震
で
は
、
た
い
し
た
こ
と
な
か
っ
た
け
ど
、
そ
の
後
、
雪
、
余
震
、

さ
ら
に
は
こ
の
前
少
し
大
き
な
地
震
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
こ
の
半
年
か

ら
数
カ
月
で
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
複
合
的
な
要
因

か
ら
、
も
と
も
と
の
被
害
認
定
を
不
服
と
す
る
方
が
非
常
に
増
え
て
い
ま

す
。こ
れ
は
不
服
と
い
っ
て
も
、正
当
な
認
定
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、

行
政
の
方
も
非
常
に
労
力
を
か
け
て
い
る
し
、
被
災
者
の
方
も
本
来
得
ら

れ
る
は
ず
の
支
援
を
ま
だ
得
ら
れ
な
い
で
い
る
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、

土
地
柄
と
か
だ
け
で
な
く
、
今
回
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
、
も
し
か
し
た
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ら
調
査
を
、
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
る
行
政
職
員
と
か
支
援
者
の
方
も
、
今

回
、
先
ほ
ど
あ
っ
た
イ
ン
フ
ラ
の
話
と
か
も
あ
っ
て
、
踏
み
込
め
な
か
っ

た
と
こ
ろ
が
、
こ
う
や
っ
て
被
災
者
支
援
の
遅
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
要

素
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
法

律
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
本
当
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
を
全
体
で
考
え

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
ぜ
ひ
、
み
な
さ
ん
の
お
知
恵
を
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
罹
災
証
明
書
と
い
う
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
知
ら
な
い
と
、
不
服
申

し
立
て
で
き
る
こ
と
も
知
ら
な
い
、
不
服
申
し
立
て
と
い
う
か
、
再
調
査

を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
知
ら
な
い
と
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、

あ
き
ら
め
て
、
一
部
損
壊
の
ま
ま
と
い
う
人
も
、
我
々
が
気
づ
か
な
い
だ

け
で
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
む
し
ろ
、
メ
デ
ィ

ア
や
み
な
さ
ん
が
被
災
地
に
行
く
と
き
と
か
に
、
そ
の
話
題
が
で
き
る
か

と
い
う
だ
け
で
、
一
人
救
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
二
人
救
え
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ

は
ず
っ
と
課
題
で
す
。
ま
ず
、
罹
災
証
明
の
認
定
を
し
直
さ
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
問
題
が
す
ご
く
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
も
今
田
先
生
の
お
話
と
つ
な
が
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
今
田
先
生
は
珠
洲
の
方
奥
地
へ
行
か
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。

ど
う
で
し
た
か
、
数
カ
月
後
と
か
に
行
か
れ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

今
田
：
状
況
で
す
か
。
ま
だ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
回
復
し
て
い
な
い
し
、

被
災
高
齢
者
の
方
が
独
居
で
住
ん
で
お
ら
れ
た
り
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う

い
っ
た
、
孤
立
し
て
い
る
方
と
か
、
あ
る
い
は
、
要
支
援
者
の
方
が
、
ど

こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
調
査
す
る
よ
う
な
活
動
も
展
開
さ
れ
て
い

た
ん
で
す
け
れ
ど
、
果
た
し
て
、
そ
れ
が
今
後
い
ろ
い
ろ
段
階
が
進
ん
で

い
く
う
え
で
、
き
ち
ん
と
、
そ
の
情
報
が
、
共
有
し
て
も
ら
え
る
の
か
な

と
い
う
不
安
は
非
常
に
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

岡
本
：
急
に
振
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
、
今
あ
っ
た
、
ど

こ
に
誰
が
い
る
か
分
か
ら
な
い
問
題
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
、
法
律
で
い
う
と
、
個
人
情
報
な
ん
で
す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
、
個

人
情
報
保
護
法
と
い
う
法
律
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
、
基
本
的
に
は
、
本
人
自
ら
の
同
意
と
か
申
請
に
基
づ
い
て
、
個
人
情

報
を
扱
っ
て
い
く
、
と
い
う
の
が
一
応
建
前
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う

方
を
外
部
の
人
間
が
察
知
し
て
行
こ
う
と
な
る
と
、
本
人
の
意
思
に
か
か

わ
ら
ず
そ
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
実
は
条
例
の

手
当
て
を
し
た
り
と
か
、
政
策
で
行
政
が
判
断
し
て
い
く
、
今
回
は
Ｏ
Ｋ

で
す
よ
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
や
は
り
、
個
人
情
報
保
護
法
の
解
釈
に
よ
る
外
部
へ
の
提
供
は
今

の
法
律
で
も
で
き
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
や
る
こ
と
に
行
政
へ
の
政
策

支
援
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
被
災
者
個
人
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
を
支
援
す

る
行
政
の
ほ
う
の
政
策
法
務
支
援
が
必
要
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
今

大
き
な
課
題
で
一
つ
特
徴
的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
は
、
石
川
県
に
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
、
政
策
法
務
の
ほ

う
で
支
援
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
個
人
情
報
の
取
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扱
い
に
関
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
今
も
続
け
て
い
る
状
態
で
す
。
個
人
情

報
と
罹
災
証
明
と
い
う
の
が
、
非
常
に
今
回
特
徴
的
な
課
題
と
し
て
で
て

き
た
な
と
思
い
ま
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
直
近
で
発
生
し
た
大
規
模
災
害
で
す

の
で
、
能
登
半
島
地
震
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま
だ
お
尋
ね
し
て
い
き

た
い
の
で
す
が
、
時
間
の
都
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
に
は
、

今
後
の
被
災
者
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
お
三
方
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
言

ず
つ
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

被
災
者
支
援
に
限
ら
ず
、
社
会
的
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
人
々
に
対

す
る
支
援
と
い
う
の
は
、
支
援
者
の
自
己
満
足
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
当
事

者
に
と
っ
て
、
必
要
な
支
援
を
提
供
す
べ
き
で
す
し
、
特
に
、
こ
う
い
っ

た
被
災
者
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
い
く
と
、
被
災
者
か
ら
の
依
頼
・
要
請

を
待
つ
の
で
は
な
く
て
、
支
援
者
の
ほ
う
か
ら
積
極
的
に
提
供
し
て
い
く

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
支
援
が
重
要
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
こ
こ
熊
本
自
体
は
、
今
現
在
は
落
ち
着
い
て
い
ま
す
が
、
今
回
能
登

半
島
地
震
の
起
こ
っ
た
金
沢
弁
護
士
会
と
ど
の
よ
う
な
形
で
、
遠
く
に
い

る
熊
本
だ
け
れ
ど
も
、
連
携
を
と
っ
て
支
援
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
か
。

そ
う
い
っ
た
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
以
外
の
法
律
を
学
ぶ
み
な
さ
ん
は
ど

の
よ
う
な
形
で
関
与
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
か
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
の
被
災
者
支
援
の
あ
り
方
と
し
て
、

法
律
の
専
門
家
や
法
律
を
学
ぶ
学
生
た
ち
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
言
ず

つ
ご
意
見
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
な
た
か
ら
で
も
結
構
で
す
の

で
、
ご
意
見
ま
と
ま
っ
た
方
か
ら
、
も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
報
告
順

と
い
う
こ
と
で
、
第
一
報
告
の
岡
本
先
生
か
ら
に
な
り
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

岡
本
：
平
時
か
ら
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
災
害
時
に
み
な
さ
ん
が
行
か
な
く
て
も
つ
ぶ
や
く
だ
け
で
も
で

き
る
支
援
が
、
正
し
い
情
報
を
見
極
め
て
拡
げ
る
こ
と
。
罹
災
証
明
が
あ

る
よ
、
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
よ
、
と
い
う
話
が
で

き
る
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
「
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
知
っ

て
ま
す
か
。」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
「
知
ら
な
い
」
が
八
割
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
、
も
っ
と
知
ら
な
い
ん
で
す
。
今
日
こ
の
教

室
の
中
は
知
っ
て
る
人
が
多
い
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
も
、
八
割

近
く
が
知
ら
な
い
と
い
う
方
な
ん
で
す
。
で
す
の
で
、
や
は
り
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
を
事
前
に
平
時
か
ら
学
べ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に

災
害
時
の
法
と
い
う
の
は
、
事
前
に
学
ん
で
こ
そ
、
災
害
後
に
生
か
せ
る

の
で
、
ま
さ
に
、
こ
の
熊
本
の
学
部
で
も
、
大
学
院
で
も
、
そ
う
い
う
教

育
が
広
が
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
て
、
濵
田
先
生
に
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

濵
田
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
第
二
報
告
を
担

当
い
た
だ
き
ま
し
た
渡
辺
先
生
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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渡
辺
：
熊
本
県
弁
護
士
会
の
ほ
う
で
は
、
金
沢
弁
護
士
会
で
あ
る
と
か
、

富
山
県
弁
護
士
会
と
月
に
一
回
オ
ン
ラ
イ
ン
の
会
議
を
し
て
、
熊
本
地
震

の
と
き
の
経
験
を
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
っ
た
活

動
を
す
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
活
躍
さ
れ
た
兵
庫

の
津
久
井
進
先
生
と
い
う
災
害
分
野
で
有
名
な
弁
護
士
か
ら
、
熊
本
地
震

の
あ
と
に
「
被
災
地
責
任
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
も
ら
い
、
そ
の
実
践

の
一
つ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
被
災
地
で
得
た
情
報
と
い
う
の
は
、
次
の
災

害
で
役
立
つ
公
益
的
な
情
報
で
、
次
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
も
の
す
ご

く
大
事
な
も
の
で
す
。
実
際
に
は
な
か
な
か
次
に
つ
な
げ
る
の
は
難
し
い

中
で
、
そ
れ
を
つ
な
げ
て
い
く
の
が
、
各
地
か
ら
様
々
な
支
援
を
受
け
た

被
災
地
の
責
任
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
の
言
葉
で
す
。
も
う
だ
い
ぶ
精
神

的
に
参
っ
て
い
た
時
に
聞
い
た
の
で
、
と
て
も
で
き
な
い
と
思
っ
て
た
ん

で
す
け
ど
、
時
間
が
経
ち
落
ち
着
い
て
く
る
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
重
要

性
も
感
じ
、
確
か
に
次
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
重
要
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
こ
そ
法
律
の
強
制
力
と
い
う
よ
り
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
自

発
的
な
助
け
合
い
が
徐
々
に
広
が
っ
て
よ
り
被
災
者
が
救
わ
れ
る
社
会
に

な
れ
ば
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
ぜ
ひ
、
そ
う
い
う
活
動
に
も
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
担
う
に
あ
た
っ
て
も
、
な
か
な
か
大

変
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
そ
の
と
き
聞
い
た
言
葉
で
覚
え
て
い

る
の
は
「
徳
は
孤
な
ら
ず
」
で
し
て
、徳
の
あ
る
こ
と
、正
し
い
こ
と
を
や
っ

て
い
れ
ば
、
一
人
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
自
然
と
人
が
集
ま
っ
て
く
る
よ

と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
す
。
学
生
の
方
、
法
律
の
専
門
で
は
な
い
方
で
も
、

被
災
者
を
助
け
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
価
値
観
を
共
有
し
て
い
く
、
そ
れ

は
別
に
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
だ
し
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
被
災
者
を
勇
気

づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
以
上
で
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
今
田
先
生
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

今
田
：
今
日
は
、
法
学
部
の
方
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
私
自
身
、

も
と
も
と
弁
護
士
に
な
り
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
一
橋
の
商
学
部

に
い
て
、
邪
悪
な
理
由
で
法
学
部
に
転
部
し
ま
し
て
、
そ
の
ま
ま
民
間
会

社
に
入
っ
た
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
あ
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
、
司
法
試
験

を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
て
、
弁
護
士
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
ボ

ス
に
言
わ
れ
た
の
が
、「
今
田
君
、
君
は
若
い
の
に
な
ぜ
先
生
と
呼
ば
れ
る

か
分
か
る
か
。」と
聞
か
れ
て
、「
何
で
で
す
か
ね
。」と
言
っ
た
ら
、「
世
の
中
、

先
生
と
呼
ば
れ
る
職
種
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
世
の
中
の
た
め

に
自
分
の
力
を
尽
く
し
て
こ
そ
、
初
め
て
社
会
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
、『
先
生
』

と
呼
ば
れ
る
価
値
が
あ
る
人
物
に
な
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
勘
違
い
す

る
な
よ
。」
と
い
う
こ
と
を
強
く
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ん
は
、
国
立
大
学
で
法
律
を
学
ん
で
お
ら
れ
て
、
法
学
に
限
ら

ず
、
や
は
り
、
町
と
か
、
小
さ
い
単
位
で
い
う
と
家
族
、
逆
に
大
き
く
い

う
と
国
で
す
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、
何
か
し
ら
貢

献
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
も
被
災
者
支
援
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
の
き
っ
か
け
で
、
大
そ
れ
た
き
っ
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か
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ま
さ
に
、
皆
様
に
、
今
日
こ
う
い
う

場
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
災
害
支
援
と
法
律
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、

現
場
の
第
一
線
で
、
い
ろ
ん
な
方
が
様
々
な
努
力
を
し
な
が
ら
や
っ
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
災
害
関
連
法
規
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

法
律
と
い
う
の
は
当
事
者
同
士
の
バ
ラ
ン
ス
を
う
ま
く
調
整
す
る
た
め
に
、

基
本
的
に
は
弱
者
を
救
う
よ
う
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、

何
を
こ
の
法
律
で
救
済
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
と
、
こ
の
現
場
に
何

が
足
り
な
い
の
か
な
と
い
う
の
を
、
裁
判
例
を
読
ん
だ
と
き
な
ど
を
き
っ

か
け
に
、自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
い
っ
た
法
律
も
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
こ
う
い
う
形
で
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
、
み
な
さ
ん
若
い
世
代
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
い
た
だ
い

て
、
ぜ
ひ
、
被
災
者
の
方
に
も
「
共
感
力
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い

ろ
な
想
像
を
働
か
せ
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、こ
の
分
野
に
も
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
い
て
、
具
体
的
な
活
動
を
、
人
生
の
中
で
、
一
つ
で
も
や
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
非
常
に
嬉
し
い
で
す
。
以
上
で
す
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
三
名
の
先
生
方
か
ら
被

災
者
支
援
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
、
主
に
今
日
の
参
加
者
の
大
多

数
で
あ
る
学
生
さ
ん
に
向
け
て
の
熱
い
思
い
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
は
最
後
、
フ
ロ
ア
の
み
な
さ
ま
か
ら
の
質
問

を
受
け
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
質
疑
応
答
の
前
半
は
、
ま
ず
、
本
日
の

ご
報
告
内
容
を
中
心
と
し
た
災
害
時
の
法
律
問
題
や
法
制
度
に
関
す
る
質

問
を
受
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
広
く
被
災
者
支
援
に
関
わ
る
ご

質
問
・
ご
意
見
を
受
け
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

ぜ
ひ
、
学
生
さ
ん
も
、
怖
が
ら
ず
積
極
的
に
質
問
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、ま
ず
、災
害
時
の
法
律
問
題
や
法
制
度
に
関
し
て
、

何
か
お
尋
ね
に
な
り
た
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
手
を
挙
げ
て

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
：
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。
手
続
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
思
う
の
で

す
が
、
手
続
が
開
始
し
て
か
ら
、
実
際
に
成
立
す
る
ま
で
に
だ
い
た
い
ど

れ
ぐ
ら
い
の
期
間
を
要
す
る
か
、
あ
と
、
手
続
開
始
か
ら
成
立
ま
で
の
ロ
ー

ン
の
支
払
い
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
お
伺
い
し
た
い
で
す
。

渡
辺
：
鋭
い
質
問
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
目
の
質

問
に
つ
い
て
、
こ
の
制
度
で
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
ど
れ
く
ら
い
か
か
る

か
、
熊
本
県
弁
護
士
会
で
対
応
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
統
計
を
と
っ
て

み
た
と
こ
ろ
、
だ
い
ぶ
か
か
っ
て
ま
す
。
早
く
て
、
半
年
。
平
均
で
一
年

く
ら
い
、
か
な
り
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
の
理
由
は
、
で
き
て

最
初
の
大
規
模
な
災
害
と
し
て
熊
本
地
震
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
後
慣
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、

早
く
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
金
融
機
関
も
平
等
性
を

気
に
し
て
い
た
は
ず
で
、
最
初
は
だ
い
ぶ
慎
重
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も

あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
徐
々
に
早
く
な
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
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ま
す
。

　

二
つ
目
の
質
問
で
す
が
、
債
務
整
理
開
始
申
出
を
す
る
と
、
一
時
停
止

に
な
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
支
払
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
成

立
す
る
ま
で
払
わ
な
く
て
い
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
払
っ
て
し
ま

う
と
、
債
務
整
理
が
や
や
こ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
払
っ
て
は
い
け

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
降
は
払
わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

債
務
整
理
開
始
申
出
前
は
、
大
規
模
災
害
後
は
金
融
機
関
が
支
払
を
任
意

に
止
め
て
く
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
止
め
て
く
れ
な
け
れ
ば
支
払
わ

な
い
と
信
用
情
報
に
載
っ
て
し
ま
う
の
で
、
急
い
で
債
務
整
理
開
始
申
出

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
報
告
で
言
い
忘
れ
て
た
ん
で
す
が
、
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
拘
束
力
が
な
い
た
め
、
統
計
が
非
常
に
大
事
で
、
記
録
を

残
し
て
い
く
、
研
究
し
て
い
く
、
と
い
う
研
究
者
の
存
在
は
、
実
務
家
か

ら
し
て
も
の
す
ご
く
あ
り
が
た
い
話
で
し
て
、
濵
田
先
生
に
は
大
変
感
謝

し
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
い
質
問
を

し
て
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

Ａ
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。そ
れ
で
は
、ほ
か
に
ど
な
た
か
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ
：
私
も
、
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
質
問
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
委
託
件
数
の
う
ち
、
約
五
割
が
成
立
と
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
成
立
し
な
か
っ
た
主
な
原
因
と
い
う
の
は
何
か
、
お
聞
き
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

渡
辺
：
こ
れ
も
ま
た
鋭
い
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
さ
っ
き
、
某
学
者

の
先
生
に
も
同
じ
こ
と
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、
学
者
の
才
能
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
さ
て
置
く
と
し
て
、
要
件
と
し
て
、
支
払
不
能
状
態
じ
ゃ

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
支
払
不
能
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
雑
把
に
言
う
と
、
資
産
（
ス
ト
ッ

ク
）
と
収
入
（
フ
ロ
ー
）
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、多
い
の
は
ス
ト
ッ

ク
面
で
、
被
災
し
た
と
い
っ
て
も
、
資
産
が
結
構
あ
り
、
債
務
超
過
で
は

な
く
、
資
産
超
過
の
場
合
だ
と
、
こ
の
手
続
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
て
、
終
わ
る
件
数
は
一
定
数
あ
り
ま
す
。

　

フ
ロ
ー
面
で
も
、
夫
婦
共
働
き
な
ど
収
入
が
多
い
ケ
ー
ス
で
支
払
不
能

状
態
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
、
債
務
の
額
が
少
な
い

件
で
も
、
と
り
あ
え
ず
申
立
て
し
て
み
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、

太
陽
光
ロ
ー
ン
だ
け
の
方
が
申
立
て
し
て
、
で
も
、
不
動
産
持
っ
て
い
て
、

被
災
の
程
度
も
そ
こ
ま
で
大
き
く
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と

難
し
い
で
す
ね
と
い
う
件
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
で
す
ね
、
制
度
的
な
話
と
し
て
、
団
体
信
用
生
命
保
険

と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
話
に
な
り
ま
す
け
ど
、

住
宅
ロ
ー
ン
に
は
団
信
が
付
い
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
債
務

者
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
亡
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
り
と
か
す
る
と
、
ロ
ー
ン
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が
な
く
な
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
使
う
と

団
信
が
は
ず
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
高
齢
の
方
だ
と
、

そ
の
後
万
が
一
の
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
と
い
う
こ
と
で
悩

ま
れ
る
方
も
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
手
続
を
開
始
す
る
の
に
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
着
手
同
意
が

必
要
で
す
が
、
金
融
機
関
は
、
債
務
者
が
反
社
会
的
勢
力
の
場
合
以
外
は

広
く
同
意
す
る
運
用
を
し
て
い
た
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。
半
分
は
成
立

し
な
か
っ
た
の
は
、
債
務
者
と
利
益
相
反
に
な
る
金
融
機
関
が
着
手
同
意

と
い
う
入
口
を
広
げ
た
結
果
と
も
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

不
成
立
の
理
由
は
、
運
営
機
関
が
一
番
情
報
を
持
っ
て
い
る
の
か
な
と

思
う
の
で
、
統
計
を
見
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
も
濵
田
先
生
に
期

待
し
て
い
ま
す
。

濵
田
：
な
ん
だ
か
宿
題
が
増
え
た
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
た
気
が
し
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
に
ど
な
た
か
災
害
時
の
法
律
関
係
の
ご
質
問
が
あ
る

方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
、
残
り
の
時
間
は
、
広
く
被
災
者
支
援
に
関

わ
る
ご
質
問
や
ご
意
見
を
伺
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
被
災
者
支

援
に
関
わ
る
ご
意
見
や
ご
質
問
お
あ
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
、
手
を
挙
げ
て
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

Ｃ
：
私
は
、
障
が
い
者
支
援
を
、
阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震
災
、

熊
本
地
震
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
先
日
は
、
能
登
半
島
地
震
の
現
場
に
も

行
っ
て
来
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
の
時
、
岡
本
さ
ん
が
内
閣
府
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
の

こ
と
で
す
が
、
そ
の
頃
内
閣
府
に
は
障
害
者
制
度
改
革
推
進
会
議
立
ち
上

げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
室
長
に
東
俊
裕
弁
護
士
が
付
か
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
時
に
東
日
本
大
震
災
が
あ
り
、
東
弁
護
士
も
障
害
者
の
被
災
者

支
援
に
陣
頭
指
揮
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

災
害
が
起
き
た
時
一
番
、
障
が
い
者
や
高
齢
者
が
取
り
残
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
い
ん
で
す
ね
。
避
難
所
に
行
け
な
か
っ
た
り
と
か
、
自
衛
隊
の
お

風
呂
に
入
れ
な
い
と
か
。
あ
と
は
、
支
援
物
資
を
取
り
に
行
か
な
い
と
い

け
な
い
等
、
な
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
一
件
一
件
訪
ね
て
見
な
い
と
分

か
ら
な
い
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

岡
本
さ
ん
に
色
々
聞
き
た
い
事
は
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
二
次
避
難

所
と
い
う
の
も
の
が
全
国
に
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
。

熊
本
地
震
の
時
も
、
長
崎
の
二
次
避
難
所
に
避
難
さ
れ
て
い
た
方
に
は
全

然
情
報
が
入
っ
て
こ
な
い
の
で
、
な
ん
か
そ
の
ま
ま
待
ち
続
け
て
、
長
く

帰
れ
な
く
な
っ
た
り
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
は

法
律
問
題
と
し
て
、
ど
う
い
う
解
決
方
法
が
あ
る
ん
で
す
か
と
い
う
こ
と

を
聞
き
た
い
で
す
。

岡
本
：
二
次
避
難
所
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
自

分
の
町
を
離
れ
て
、
広
域
に
避
難
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
方
と
い
う
の
は
、

特
に
、
ご
病
気
で
す
と
か
、
介
護
を
受
け
て
い
る
ご
高
齢
の
ケ
ー
ス
と
か
、

難
病
の
方
と
か
は
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
先
が
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
か
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え
っ
て
、
自
分
の
住
み
慣
れ
た
町
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。
そ
れ
と
、
今
、
避
難
所
で
の
扱
い
や
在
宅
の
時
の

扱
い
も
、
一
般
の
方
、
取
り
に
行
け
る
よ
う
な
方
、
避
難
所
に
も
と
も
と

居
ら
れ
る
よ
う
な
方
、
と
比
べ
て
差
が
出
て
し
ま
う
よ
う
な
話
も
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
を
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
解
決
策
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
中

で
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
弁
護
士
が
並
ん
で
い
る
の
で
、
法
律
で
ど
こ
が
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
な
の
か
、
と
い
う
話
を
代
表
例
だ
け
私
が
お
話
し
し
ま
す
。

す
で
に
今
田
弁
護
士
か
ら
も
言
及
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
は
民
事
の
お

話
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
話
せ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
災

害
救
助
法
と
い
う
法
律
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
に
は
、大
き
な
災
害
が
あ
っ

た
と
き
に
は
、
災
害
救
助
法
と
い
う
法
律
を
使
っ
て
、
予
算
を
た
く
さ
ん

使
っ
て
、
都
道
府
県
が
市
町
村
に
代
わ
っ
て
、
も
っ
と
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に

支
援
し
て
い
い
で
す
よ
、
と
い
う
法
律
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
み
な
さ
ん
、
災
害
救
助
法
と
聞
い
て
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い

方
が
多
い
で
す
。
僕
も
実
は
、
お
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の

時
は
、
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
六
法
に
そ
ん
な
法
律
が
あ
る
な
ん
て

知
ら
な
か
っ
た
で
す
。
な
の
で
、
行
政
職
員
の
方
も
そ
れ
は
同
じ
で
、
な

か
な
か
災
害
っ
て
十
年
に
一
度
、
二
十
年
に
一
度
、
一
生
関
わ
ら
な
い
と

い
う
職
員
さ
ん
も
多
い
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
使
え
る
法
律
を
使
え
て
い

な
い
ケ
ー
ス
な
ん
で
す
。

　

実
は
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
基
準
と
か
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
徐
々

に
良
く
な
っ
て
い
っ
て
る
ん
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
ゼ
ロ
か
ら

や
る
。
広
域
避
難
を
う
ま
く
や
れ
な
か
っ
た
り
、
自
衛
隊
の
お
風
呂
に
入

れ
な
か
っ
た
り
み
た
い
な
話
も
、
一
回
う
ま
く
い
く
ん
だ
け
ど
、
法
律
に

反
映
さ
れ
な
い
ま
ま
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、

法
律
家
か
ら
言
い
た
い
の
は
、
や
っ
た
こ
と
を
、
国
会
を
通
し
た
法
律
に

底
上
げ
を
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
な
ん
だ
け
ど
、
こ
の
十
年
ぐ

ら
い
見
て
い
る
と
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
や
り
ま
し
た
、
良
か
っ
た
ね
。
ま
た

ゼ
ロ
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
や
り
ま
し
た
、
良
か
っ
た
ね
。
こ
の
繰
り
返
し

な
ん
で
す
よ
。
な
の
で
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
解
決
す
る
に
は
、
今

災
害
時
の
法
律
が
せ
っ
か
く
あ
る
の
で
、
底
上
げ
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
み
な
さ
ん
の
世
論
を
ぜ
ひ
使
っ
て
ほ
し
い
。
と
い
う
の
が
、
私
が
今

感
じ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
底
上
げ
す
る
こ
と
で
、
人
が
行
け
た
り
、

物
資
が
も
っ
と
入
っ
た
り
、
み
な
さ
ん
が
よ
り
支
援
し
や
す
い
情
報
が
手

に
入
っ
た
り
す
る
は
ず
で
す
。
多
分
そ
う
い
う
こ
と
が
法
律
家
と
し
て
は

で
き
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

Ｃ
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

濵
田
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ほ
か
に
、
ど
な
た
か

ご
意
見
・
ご
質
問
お
あ
り
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

Ｄ
：
今
日
は
、
非
常
に
貴
重
な
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日

の
お
話
、
被
災
地
の
現
場
、
そ
し
て
被
災
地
の
法
的
ニ
ー
ズ
と
い
う
の
も
、
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立
法
と
い
う
形
で
実
現
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
災
害
復
興
法
学
の
話
と
い

う
こ
と
で
、
い
か
に
次
の
災
害
が
起
こ
っ
た
時
に
救
済
を
よ
り
実
現
し
て

い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
立
法
と
い
う
こ
と
で
抽
出
し
て
、
過
程
の
お
話

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
貴
重
な
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
日
、
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
ま
さ
に
過
程
の
話
な
ん
で

す
け
ど
も
、
今
回
非
常
に
画
期
的
な
制
度
だ
っ
た
の
が
自
然
災
害
等
債
務

整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
、
こ
れ
非
常
に
画
期
的
な
制
度
で
、
も

し
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
使
い
た
い
で
す
け
ど
、
渡
辺
先
生
か
ら
お

話
し
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
あ
く
ま
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
こ
と
で
、

い
わ
ゆ
る
法
的
裏
付
け
が
な
い
と
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
制
度
設
計
に
な
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
法
的
拘
束
力
が
な
く
て
、
し
か
も
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
、誰
が
救
済
を
求
め
て
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、い
わ
ゆ
る
債
権
者
、

銀
行
と
か
金
融
機
関
に
債
権
を
免
除
し
て
も
ら
う
と
い
う
形
で
救
済
を
実

現
し
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
個
人
的
に
な
か
な
か
驚
い
た
制
度
な
ん
で
す

ね
。

　

実
は
私
た
ち
も
、
士
業
家
と
し
て
、
こ
う
い
う
法
律
を
使
っ
て
、
足
り

な
い
と
こ
ろ
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
の
時
も
、
雇
用
助
成
金

と
か
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
ど
、
特
に
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

一
私
企
業
に
救
済
を
負
わ
せ
て
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
ま
ず
気

に
な
る
の
が
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
制
度
に
な
っ
た
の
か
な
。
本
来
は
、

企
業
に
泣
い
て
も
ら
う
と
い
う
よ
り
も
、
究
極
的
に
は
国
が
救
済
す
べ
き

も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
で
な
く
て
、
な
ん
で

こ
う
い
う
（
本
来
、
国
が
救
済
す
べ
き
と
こ
ろ
を
一
私
企
業
に
負
わ
せ
る

と
い
う
）
制
度
設
計
に
な
っ
た
の
か
。
あ
と
は
、
法
的
拘
束
力
、
こ
れ
法

律
上
の
救
済
で
は
な
く
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
形
に
な
ぜ
な
っ
た
の

か
。
お
そ
ら
く
、
先
ほ
ど
の
話
と
一
部
つ
な
が
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す

け
ど
、
少
し
補
足
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
。
今
後
の
こ
ち
ら
か
ら
提
言
を
組

み
立
て
て
い
く
と
こ
ろ
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

渡
辺
：
ま
た
、
難
し
い
問
題
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
限
ら
ず
、
災
害
関
係
の
対
応
す
る
制
度
と
い
う
の
は
、
歴

史
を
み
る
と
分
か
る
と
お
り
、
災
害
が
起
き
な
い
と
な
か
な
か
で
き
な
い

と
い
う
関
係
に
あ
り
ま
し
て
、
災
害
弔
慰
金
だ
っ
た
り
と
か
、
生
活
再
建

支
援
金
だ
っ
た
り
と
か
、
災
害
ご
と
に
支
援
制
度
が
進
化
し
て
い
る
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
二
重
ロ
ー
ン
対
策
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
阪
神

淡
路
大
震
災
の
と
き
か
ら
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
何
か
対

応
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
共
通
認
識
と
し
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
前
身
が
個
人
版
私
的
整
理
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
す
が
、
さ
ら
に
そ
の
前
身
が
何
か
と
な
る
と
、
平
成
一
三
年
に
、

企
業
版
の
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
の
が
で
き
て
い
ま
す
。
平
成

二
三
年
に
地
震
が
あ
っ
た
と
き
、
二
重
ロ
ー
ン
問
題
に
対
し
て
ど
う
対
応

し
よ
う
か
と
い
う
中
で
、
法
制
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
先
ほ
ど
申
し
上

げ
た
よ
う
に
難
し
い
面
も
あ
り
、
一
方
で
災
害
が
起
き
て
早
く
対
応
し
な

い
と
い
け
な
い
場
面
で
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
形
に
目
を
付
け
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
金
融
機
関
が
負
担
を
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
被
災
地
を
復
興
さ
せ
る
と
い
う
公
益
的
な
目
標
と
し
て

は
、
企
業
版
の
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
似
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
制
度
が
で
き
た
の
か
な
と
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

Ｄ
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
感
想
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
迅
速
に
被

災
者
を
救
済
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
状
況
で
、
す
で
に
あ
る
災
害
支

援
の
枠
組
み
を
使
っ
て
、
そ
の
中
で
早
期
に
今
い
る
被
災
し
て
い
る
人
た

ち
を
救
済
す
る
た
め
に
、
制
度
を
迅
速
に
作
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
理
解

で
捉
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

岡
本
：
も
と
も
と
で
き
た
経
緯
、
金
融
庁
や
財
務
省
の
考
え
を
整
理
し
て

お
く
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
法
律
か
は
、
先
ほ
ど
渡
辺
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
通
り
な
の
で
、
そ
の
通
り
な
ん
で
す
け
ど
、
じ
ゃ
あ
、
金
融
機
関
が
損

を
し
て
、
こ
れ
を
我
々
の
た
め
に
や
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
や

や
違
っ
て
、
実
は
ど
う
せ
破
産
し
て
し
ま
う
契
約
者
を
抱
え
る
よ
り
も
、

破
産
し
な
い
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
も
載
ら
な
い
、
ま
た
融
資
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
、
経
済
的
に
復
活
す
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
抱
え
る
金
融
機
関

の
方
が
お
金
は
循
環
し
ま
す
。
し
か
も
、
金
融
機
関
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

い
っ
た
ん
は
確
か
に
会
計
上
は
回
収
で
き
な
い
か
ら
お
金
（
預
金
）
が
減

り
ま
す
け
ど
も
、
中
長
期
的
に
み
る
と
、
基
本
的
に
は
政
府
あ
る
い
は
日

銀
か
ら
ほ
ぼ
無
利
息
で
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
の
で
、
そ

こ
か
ら
、
融
資
で
お
金
は
無
利
息
で
借
り
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
し
も
金
融

機
関
が
全
部
被
っ
て
救
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
制
度
で
は
全
然
な
く
て
、
社

会
全
体
の
中
で
、
中
長
期
で
見
た
経
済
効
率
の
一
番
高
い
制
度
を
選
び
ま

し
た
、
と
い
う
の
が
金
融
庁
と
財
務
省
の
見
解
な
の
で
、
そ
こ
は
、
ぜ
ひ
、

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
単
発
で
見
る
と
、
ど
う
し
て
も

金
融
機
関
に
お
願
い
し
て
や
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
側
面
は
出
て
き
ま
す

し
、
現
場
で
や
っ
て
る
弁
護
士
も
そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
は
あ

る
の
で
す
が
、
中
長
期
の
制
度
設
計
と
い
う
意
味
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

も
金
融
機
関
だ
け
損
す
る
た
め
に
作
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
経
済
全
体
が

上
手
く
回
る
、
結
果
的
に
は
良
く
な
る
は
ず
、
銀
行
に
と
っ
て
も
い
い
は

ず
だ
、
と
い
う
こ
と
は
明
言
さ
れ
た
上
で
作
ら
れ
た
制
度
な
の
で
、
そ
の

辺
り
は
ご
参
考
い
た
だ
け
た
ら
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

Ｄ
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

濵
田
：
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
予
定
時
間
を
超
過
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
先
生
方
の
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
辺
り
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
本

日
の
会
の
進
行
に
み
な
さ
ま
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
終

了
と
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、

三
名
の
先
生
方
に
大
き
な
拍
手
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。
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災害復興法学とは

災害時に弁護士が実施する無料法律相談事例を集約し被災者のリーガル・
ニーズを分析することで、

災害対策や復興支援に関する制度的・法的課題を類型化し、

類型ごとの課題を克服する政策上の提言及び政策形成活動を経た法改正や
新規立法等の軌跡を記録・検証し、

同時に残された立法政策上の課題を浮き彫りにするとともに、その解決に
資する政策形成活動や立法事実集約活動を伝承し、

社会における法制度の改善と向上に直接還元することを目的とした新たな
「法学」及び「公共政策」の学術領域と研究分野である。

大規模災害とリーガル・ニーズ
～法政策をすすめる災害復興法学のすすめ～

熊本大学シンポジウム
「災害時の民事法上の課題について―被災者支援の在り方を中心に」

２０２４年６月１５日

銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学）・気象予報士
岩手大学地域防災研究センター 客員教授

北海道大学公共政策大学院公共政策学研究センター 上席研究員
人と防災未来センター 特別研究調査員

岡本 正
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災害復興法学とは

「東日本大震災から７年（２） 被災者の声を活かした災害復興法学」（NHK視点・論点）
2018年3月8日 解説：岡本正（弁護士・法学博士）

災害復興法学とは

災害復興法学の研究分野は、固有の実定法に閉じた議論では、決して完結
することがない。既存の個人や企業の経済活動や親族関係の延長において、
それらを平常時の規範で検討するだけではなく、災害時において相当性が
ある合理的な規範を見出す必要がある。

災害時の固有の領域として思い浮かべる実定法である「災害対策基本法」
「大規模災害復興法」「災害救助法」「被災者生活再建支援法」「災害弔
慰金法」等は、個別の被災者のリーガル・ニーズとの関係では、ごく一部
のパーツを表現しているに過ぎないのが、災害法制の現状である。

だからこそ、「災害復興法学」の領域を「被災者のリーガル・ニーズ」か
ら帰納的に構築し、プラットフォームを構築し、そこに『実定法学』とし
ての位置づけを獲得することが必要になるのである。
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災害復興法学により法政策をすすめる

「東日本大震災から７年（２） 被災者の声を活かした災害復興法学」（NHK視点・論点）
2018年3月8日 解説：岡本正（弁護士・法学博士）

災害復興法学は被災地のリーガルニーズから生まれた

「東日本大震災から７年（２） 被災者の声を活かした災害復興法学」（NHK視点・論点）
2018年3月8日 解説：岡本正（弁護士・法学博士）
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熊本地震のリーガル・ニーズ（熊本県全体）

主要類型と復興政策の軌跡（縦軸）

ⒸTadashi OKAMOTO
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熊本地震のリーガル・ニーズ（益城町）

熊本地震のリーガル・ニーズ（熊本市）
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リーガル・レジリエンス
～臨時法から恒久法へ～
東日本大震災を契機として、またそれ以降におきた大規模

災害を経て、あまたの臨時法制定や特別措置等が実施され
た。
それらははぜ『法改正』でなければ対応できなかったので

あろうか。あるいは『法改正』によって対応すべきだったのはな
ぜだろうか。
いわゆる超法規的措置による対応ではできなかったのであ

ろうか。将来の巨大災害時に未整備の分野が新たにみつかっ
たとして、そのときに行政機関による裁量で解決してよい分野
なのであろうか。
① 相続、②債務整理、③義援金、④法律援助、
⑤原子力災害と時効、⑥土地収用 の６分野を紹介する。

リーガル・レジリエンス
災害法制がこれほどまでに改善を余儀なくされるのは、「具体的に準備し

ていたことしかできない」からに他ならない。様々な災害復興政策を実行する
においても、予め具体的な行動指針となる「法律」が存在し、行政の現場の
「運用」にしっかりと落とし込まれていない限り、迅速な被災者支援はできな
い。

災害法制は、時代の変化や、新たな災害の態様に応じて、常にその課題
を発見し、克服するという作業を繰り返さなければならない宿命にある。この
所作こそが、社会の中に「法的強靭性」（リーガル・レジリエンス）を獲得する
ことに繋がるのである。

国連の２０３０年に向けたアジェンダである「持続可能な開発目標」
（Sustainable Development Goals：SDGｓ）では、「強靭さ」（resilience）
の獲得が大きなテーマとなっている。災害後の膨大な被災者のリーガル・ニー
ズの分析と、それに応える災害復興政策の軌跡を、日本から世界へ発信する
ことが必要になる。

岡本正『災害復興法学Ⅱ」「災害復興法学Ⅲ』参照
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生活を取り戻す知恵を備える
再建へのステップを意識する
岡本正『被災したあなたを助けるお金とくらしの話 増補版』（弘文堂）より

災害対応のための基礎的かつ専門的かつ実践的
で「災害対応執務が自分事」になる研修を提唱

災害救助法を使いこなす
～災害関連死をなくす避難所環
境整備

災害法制としてよく出てくる「災害救助法」とは一体何か。なぜそれほど災害救助
法が重要なのか。災害救助法が適用されるとされないとで何が違うのか。災害救助
法を知ることがなぜ災害関連死を防いだり、避難所環境整備に役立つのか。災害法
制の最初の一歩として災害救助法の基礎とその徹底活用術を「避難所TKB」の実現、
男女共同参画の視点、福祉支援の視点などを交えて解説します。

災害対策と個人情報利活用
～名簿情報や安否確認の政策法
務

災害時や平時のうちから個人情報を共有することにって被害を軽減したり、被災者
支援を円滑化することが求められています。そのためにはどのような準備が必要な
のでしょうか。個人情報保護法制に対する正確な理解と判断の勘所を養い、自治体
が他の自治体や民間支援団体と協働して災害対策や被災者支援をするためのノウハ
ウを学びます。とくに「安否不明者等の氏名公表」「避難行動要支援者名簿や個別
避難計画の情報の共有」に焦点を充てて、いま講ずべき政策を解説します。

BCPとリスクマネジメント
～裁判に学ぶ組織の安全配慮義
務

東日本大震災の津波訴訟に代表されるように、自然災害に起因して企業の損害賠償
責任、行政機関の国家賠償責任が争われてきました。多くの訴訟で「安全配慮義
務」について示唆に富む判断が示されています。これらの裁判例や報告書を読み解
くと、組織の事業継続計画や事業継続マネジメントの見直すべ気ポイントが見えて
きます。大企業でも中小企業でも個人事業者でも、共通して備えて欲しいBCPのポイ
ントを解説します。

被災したあなたを助けるお
金とくらしの話
～災害ケースマネジメントの実
現のために

「全てを失った。一体どうしたらよいのか。」。大きな災害で甚大な被害を受けた
被災者の苦悩は計り知れません。それらの実態について生の声を体感していただき
たいと思います。被災者のリーガル・ニーズの実態を東日本大震災、熊本地震、西
日本豪雨、令和台風豪雨、など約6万件の事例から学びます。そのうえで、事前にあ
らゆる国民が「知識の備え」としてほしい法制度知識『被災したあなたを助けるお
金とくらしの話』について解説します。自治体法務強化や情報発信力の向上、そし
て企業では人材育成の切り札になるプログラムです。
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参考文献

この国の未来を担うあなたへ
これは被災地4万人の
声が導いた、
復興政策の軌跡と
未来への道標である

2014年 慶應義塾大学出版会

生活を取り戻す知恵を備える
再建へのステップを意識する
岡本正『被災したあなたを助けるお金とくらしの話 増補版』（弘文堂）より
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参考文献
プロローグ

第1部 新型コロナウイルス感染症と災害復興法学―COVID-19
第1章 新型コロナウイルス感染症は災害か： 災害対策の知恵を感染症に活
かせ
第2章 新型コロナウイルス感染症とリーガル・ニーズ： 動き出す法律家たち
第3章 感染症対策にも被災ローン減免制度を： 被災ローン減免制度コロナ
特則とガイドライン立法化提言
第4章 新型コロナ関係給付金を差押えから保護せよ： 特別定額給付金等を
巡る諸課題
第5章 オンラインで契約紛争解決： 弁護士会の新型コロナADR・ODR
第6章 正しい情報と正しい判断で職員・顧客を守る： 新型感染症対策と
BCP・BCM
第7章 新型コロナウイルス感染症に立ち向かう知識の備え： あなたを助ける
お金とくらしの話

第2部 異常気象と災害復興法学―DISASTERS
第1章 西日本豪雨とリーガル・ニーズ： 豪雨災害の声を徹底分析
第2章 令和元年台風被害とリーガル・ニーズ： 巨大台風襲来の大きな爪痕
第3章 義援金差押え禁止法恒久化： 水害と感染症と恒久法への道のり
第4章 終らない半壊の涙・境界線の明暗： 災害ケースマネジメントで申請主
義の壁を乗り越えろ
第5章 避難所TKBと感染症対策： 災害救助法の柔軟運用と限界
第6章 続・続・個人情報は個人を救うためにある： 災害と個人情報利活用
第7章 救えた命、失われゆく声： 命を守る災害関連死データの集積と分析
第8章 首都直下地震発生、東京から脱出せよ： 東京「仮」住まい

第3部 分野を超越するこれからの災害復興法学―RESILIENCE FOR 
ALL HAZARDS
第1章 知識の常備薬をポケットに： いつでも、どこででも、だれでも学べる社
会教育としての災害復興法学
第2章 知識を伝えるのはあなた： 命を繋ぐ災害ソーシャルワークと災害復興
法学
第3章 その時メディアは何を伝えるか： 被災者支援報道と災害復興法学
第4章 災害看護の力の源泉： 健康支援・医療支援としての災害復興法学
第5章 会社は人でできている： 組織のリスクマネジメントと災害復興法学
第6章 災害法務の専門人材を創れ： 公共政策学としての災害復興法学
第7章 災害復興法学が目指す生活復興基本法： 被災者のリーガル・ニーズ
から基本法を創る

エピローグ： 14歳のための災害復興法学

参考文献この国の未来を担うあなたへ
復興政策の軌跡は、
未来をつくる希望の種になる。

2018年 慶應義塾大学出版会
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参考文献
図書館はやはり
『学びの場』
第1部 「知る」
第2部 「伝える」
第3部 「つくる」
災害が起こったとき、不安を抱える被災者
の生活再建のために、図書館が担える役割
とは何でしょうか。「生活再建への知識」「備
えの防災教育」をキーワードに、地域を支え
る情報拠点であり、だれにでも開かれた生
涯学習の場である図書館へ。

2019年 樹村房

玉有朋子先生による
ファシリテーション・
グラフィックも掲載！

参考文献声は届く、ともに歩んでいこう。

第1章 災害復興法学の体系化を目指して
第2章 災害時の無料法律相談分析の意義と

災害復興法学に関する先行研究
第3章 東日本大震災無料法律相談情報分析結果
第4章 広島市豪雨災害無料法律相談情報分析結果
第5章 熊本地震無料法律相談データ分析結果
第6章 リーガル・ニーズの分析と災害復興政策の実現
第7章 分野横断的な復興政策モデルの構築
第8章 災害復興法学の実践
第9章 考察
第10章 結論と展望

2018年 勁草書房（ＫＤＤＩ叢書）

【受賞御礼】日本公共政策学会
2019年度学会賞『奨励賞』
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参考文献

2019年 第一法規 2021年 改訂版

【自治体職員必携！！】

自治体職員の事前の備え、初動、応急、復旧、
復興まで、各場面で自治体職員がやるべきこと
を時系列で示す。

自治体職員が平常時の予習、準備や、災害対応
時にも携帯することを想定。

【岡本全勝・元復興次官推薦！】

どこでも起きる
大災害。
全ての自治体職員に
学んで欲しい。

参考文献

○被災時の緊急対応、復旧、復興に必要な各
種特例措置の先例・通知を示す実務解説書。

○膨大な通知等を精選し分野ごとに整理・分
類して解説。被災時に自治体が自主的にとる
べき措置がカテゴリー別にわかる。

○各種特例措置について、その意義や法的な
根拠・解釈（法的評価）、具体的な活用法に
ついても解説。

○巻末には約1,140通の大規模災害時の通知
等のタイトル一覧を収録。

2019年 第一法規
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参考文献

参考文献

2023年7月 ぎょうせい

平時からの備えで住民の命を守る！
災害対策に個人情報利活用
の重要性を加えた唯一の書!

◆令和3年5月に改正災害対策基本法が施行され、一
人一人の「個別避難計画」の作成が市町村の努力義
務とされました。 ⇒ベースとなる「避難行動要支
援者名簿」については、約99%の自治体で策定済みで
すが、この名簿をもとに作成する個別避難計画をど
のように活用して防災につなげていくのか、同時期
に大幅に改正された個人情報保護法にある個人情報
の利活用をどう反映させていくかが課題になってい
ます。
◆「個別避難計画」を作成または作成後も、「抜
け・漏れ・落ち」は本当にないか、個人情報を絡め
た対応はできているかなど、より実効性の高い計画
に「なっている」「なっていく」を確認・理解しな
がら活用するために８つのステップを通してより深
い理解を得ることができます。
◆住民に直接関わる福祉専門職（ケアマネジャー
等）や民生委員・児童委員、自主防災組織や自治
会・町内会関係者、防災士なども、本書を活用して
それぞれの役割を再認識できます。
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銀座パートナーズ法律事務所パートナー弁護士。博士（法学）。気象予報士。マンション管理士。
ファイナンシャルプランナー（AFP）。医療経営士(２級)。防災士。防災介助士。岩手大学地域防災研究
センター客員教授。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。人と防災未来センター特別研究調
査員。慶應義塾大学・青山学院大学ビジネス法務専攻・長岡技術科学大学・日本福祉大学等の非常勤講
師。2013年度から2016年度には中央大学大学院公共政策研究科客員教授も務めた。2017年9月20日、博士
論文「災害復興法学の体系―リーガル・ニーズと復興政策の軌跡―」により新潟大学大学院現代社会文
化研究科より『博士（法学）』の学位を取得。

1979年生。神奈川県鎌倉市出身。2001年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同年に司法試験合格。
2003年に弁護士登録し、田邊・矢野・八木法律事務所（現在名）に10年勤務したのち、2013年8月に独立
し岡本正総合法律事務所を設立。2016年4月に銀座パートナーズ法律事務所を設立。
弁護士ほか専門資格と豊富な行政内弁護士経験を活かし、企業、個人、行政、政策、教育など幅広い

法律分野を扱う。2009年10月から2011年10月まで内閣府行政刷新会議事務局上席政策調査員として、行
政改革・規制改革・政府系法人改革・行政事業レビューなど行政改革・政策立案を担当する。東日本大
震災を契機として、2011年4月から12月まで日弁連災害対策本部嘱託室長にも就任。東日本大震災の４万
件の無料法律相談データベース策定を提言し、その責任者となる。2011年12月から2017年7月まで文部科
学省原子力損害賠償紛争解決センター総括主任調査官に就任し、組織体制の構築や仲介基準策定をはじ
め多数の案件に関わる。2012年には、リーガルニーズと復興政策の軌跡をとりまとめ、法学と政策学を
融合した「災害復興法学」を大学に創設。講義などの取り組みは、『危機管理デザイン賞2013』『第６
回若者力大賞ユースリーダー支援賞』などを受賞。
内閣官房、内閣府、総務省、中小企業庁、東京都、神奈川県、宮城県ほか産学官の公職多数歴任。企

業や行政機関の役職・アドバイザー・専門委員等多数。NHK「視点・論点」、読売新聞「顔」、朝日新聞
「ひと」、毎日新聞「ひと」、東京新聞「この人」他メディアにおける有識者出演多数。
代表著書に『災害復興法学の体系：リーガル・ニーズと復興政策の軌跡』（勁草書房／日本公共政策

学会奨励賞受賞）、『災害復興法学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』（慶應義塾大学出版会）、『防災・減災の法務』（有
斐閣）、『公務員弁護士のすべて』（第一法規）、『被災したあなたを助けるお金とくらしの話 増補
版』（弘文堂）、『図書館のための災害復興法学入門』（樹村房）等がある。

岡本 正（Tadashi OKAMOTO）

 
毎日新聞 2020年 4月 23日朝刊 総合 4面 

ひと：岡本正さん＝被災時に役立つ知識をまとめ出版した弁護士 

東京中日新聞 2020年3月12日朝刊

共同通信配信 2020年3月全国地方紙掲載

90（熊本法学162号 ’24） （熊本法学162号 ’24）

資　　　料



シンポジウム関連論文 岡本 正（Tadashi OKAMOTO）

ONE PIECE「麦わらの一味」10 人を巡る熊本地震「記憶の回廊」
熊本復興プロジェクト麦わらの一味ヒノ国復興編・2023 秋備忘録
岡本正

災害復興法学が伝承するリーガル・レジリエンス
臨時法から恒久法への昇華と
災害法制の新型コロナウイルス感染症への応用
岡本正

岡本 正（Tadashi OKAMOTO）

略歴・全業績アーカイブ
（岡本正ウェブサイト）

主な論文・専門誌記事
（CiNii）

Yahoo!ニュース
（個人オーサー）

SYNODOS
（寄稿／取材／対談）

弘文堂スクエア連載
（新型コロナと災害復興法学）

researchmap
（岡本正）
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地震で家が壊れてしまったのに、住宅ローン
は払い続けなければならないのでしょうか？

二重ローン問題

災害により自宅被災後も旧住宅
ローンが残り、新住宅ローン（や将
来住居費）との二重の負担や新規
ローン借入困難が生じる問題

二重ローン問題と
自然災害債務整理
ガイドライン

熊本県弁護士会自然災害債務整理ガイドラインＰＴ

事務局長 弁護士 渡辺 裕介
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住宅メーカー等

金融機関

不動産売買契約
建築請負契約

金銭消費貸借契約

①家を売る 建築する

②売買代金 請負代金を支払う

③お金を貸す

④家には抵当権を設定する

⑤利息を付けてお金を返す

住宅ローンで家を買うにはどんな契約をしますか？

今の法律で、被災者の二重ローン問題を解
決できませんか？

（問題意識）

家を取得するために、多額の住宅ローンを負
担したのに、災害（不可抗力）に遭い、家がなく
なっても住宅ローンを負担したままなのは酷なの
では。
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地震で家が壊れてしまったとき、住宅ローンは消
えないのですか？

➢債権の消滅原因 （民法 条以下等）

弁済、弁済供託、代物弁済、相殺、更改、免除、混同

➢消滅時効、債権の発生原因である契約の消滅（取消、
解除、解除条件の成就、終期の到来）

→いずれも該当せず

金融機関

抵当権

貸金返還請求権（住宅ローン）

住宅ローンで家を買うにはどんな契約をしますか？
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地震で家が壊れてしまったとき、住宅ローンは消
えないのですか？

➢破産して免責を受ける

→①専門家の費用を要する
②財産が残らないイメージ

③信用情報に傷がつく

④保証人の責任は残る

⑤破産に対しての抵抗感

地震で家が壊れてしまったとき、住宅ローンは消
えないのですか？

➢民法 条（債務者の危険負担等）

当事者双方の責めに帰することができない事由によって
債務を履行することができなくなったときは、債権者は、
反対給付の履行を拒むことができる。

→該当せず
➢民法 条

→金銭債務の不履行責任については、不可抗力も免責
事由とならない。
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災害で建物を失った被災者全員に、国が
個人補償はできないのですか？

阪神・淡路大震災

「自然災害により個人が被害を受けた場合には、
自助努力による回復が原則である」

本ガイドラインのメリットは何ですか？

① 登録支援専門家の「手続支援は無料」

② 「自由財産」の範囲が広い

③ 「個人信用情報」として登録されない

④ 「保証債務」の履行が原則求められない

⑤ 破産ではない
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本ガイドラインでの二重ローン問題
の解決方法は？

①自然災害によって
②支払ができなくなった（あるいは近い
将来できない）
③個人債務者の
④旧ローンのうち、一部又は全部を免除

これまで二重ローン問題はどう解決され
てきましたか？

阪神・淡路大震災
なし

東日本大震災
個人債務者の私的整理に関するガイドライン

※東日本大震災のみを対象

※ 関係閣僚会議

「二重債務問題への対応方針」
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適用開始時期はいつですか？
対象となる災害は？

① 適用開始時期
平成 年 月 日

② 対象の災害
平成 年 月 日後に災害救助法の
適用を受けた自然災害

本ガイドラインの二重ローン問題解決の
負担者は？

被災者

登録支援専門家

国金融機関等
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本ガイドライン適用開始直後の熊本地震
で、どの程度利用されましたか？

末時点の熊本地震での成立件数

３７９件（全体の成立件数５９５件の６３．７％）

委嘱件数７５９件のうち約５割が成立
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どのような手続の流れですか？

１ 債務者：手続着手の申し出

①債務者が、最大債権者（メインバンク）から「同意書」もらう

②債務者が、「同意書」を各地の「弁護士会」に提出

２ 専門家：債務整理開始の申し出 → 「一時停止」

３ 専門家：調停条項案の作成・提出

４ 専門家：特定調停の申立

全国・熊本の破産新受件数の推移
年度
全国総数
前年比

全国自然人
前年比

熊本総数
前年比

熊本自然人
前年比
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収支の概要
債権者 ：２社（住宅ローン１社、教育ローン１社）

債務額 ：合計約１４００万 ※仮設に入居している

が、将来、さらに住居費が必要

収入 ：約３８０万

妻パート

資産 ：自宅土地（建物は取り壊し）

具体的な事案の概要
年齢 ：５０代

性別 ：男性

職業 ：会社員

家族構成：配偶者、子供１人

被災状況：自宅大規模半壊→建物取壊し
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解決方法

住宅ローン ：担保不動産（自宅土地）の鑑定額（公正

価額）分を住宅ローン債権者に分割返済

※土地を手放さなくてもよい

教育ローン ：全額免除

公正価額 ：約４００万

免除額 ：約１０００万

返済期間 ：７年

資産の概要
預金 ：手元に残せる（約８０万）

保険解約返戻金相当額 ：手元に残せる（約８０万）

車両 ：手元に残せる（国産中古車）

（建物、家財）地震保険金 ：一定額は手元に残せる（なし）

生活再建支援金等 ：手元に残せる（差押禁止財産）

不動産 ：鑑定評価４００万（返済する必要がある）
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破産の場合でも資産は残せますか？

本来的自由財産（破産法 条 項）

万円までの現金

差押禁止財産

拡張的自由財産（破産法 条 項）

解決方法（金融機関等の負担額）はどの
ようにして決まりますか？

清算価値保障原則

→本ガイドラインに基づく債務整理を行っ
た場合に、破産手続や民事再生手続と同
等額以上の回収を得られる見込みがある
など、対象債権者にとっても経済的な合
理性が期待できること。
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本ガイドラインの目的は？

法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基
づき、債務の全部又は一部を減免する債務整理を公正
かつ迅速に行う準則を定める

→債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の
自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては
被災地の復興・再活性化に資することを目的とする。

本ガイドラインではどの程度資産を
残せますか？
現預金等
５００万円を上限の目安として自由財産として取
扱う運用
↓
東日本大震災時の仙台地裁の破産事件の自由
財産拡張を踏まえた
↓
被災者に大きな自由財産を残せる運用となった
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本ガイドラインに強制力はありますか？
本ガイドライン２．（１）

本ガイドラインは、・・・法的拘束力はないも
のの、金融機関等である対象債権者、債務者
並びにその他の利害関係人によって、自発的
に尊重され遵守されることが期待されている。
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災害時における法律問題の特徴は？

原則として、被災者間における法的関係については、民法などの規定に
よることとなるが、実際の解決への道のりには、多くの課題がある。

① 土砂や廃棄物の撤去（妨害排除・妨害予防請求を含む）
② 工作物責任等に基づく損害賠償請求
③ 賃貸借契約など、契約上の危険負担など

★ 留意点：法律相談などで、直ちに回答が出来ない場合が多い。
⇒ 立法事実を集めて、法令改正や運用改善の声を。

① 不可抗力による修正がありうる。
⇒ 直ちに解決に結びつかないケースも。災害ＡＤＲ等の活用

② 公的支援の内容によって、解決される場合もある。
⇒ 刻々と変化するので、ＨＰなどを確認する。

20240615 熊本大学 シンポジウム

土砂災害と工作物責任・相隣関係
～ 西日本豪雨等での経験を踏まえて ～

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 副委員長
広島弁護士会 今田健太郎
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3 災害救助法（適用地域に注意）
●災害救助法施行令
第二条 法第四条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
二号 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

→ 具体的には、災害救助事務取扱要領 に定めがある。
→ ただし、原則として、民有地内は撤去しない。

4 各市町の独自の上乗せ支援策
（例：広島市。平成２６年８月の経験から、平成30年豪雨でも私有地の土砂を撤去）

→ 行政ごとの不均衡。早くから、各自治体にも申し入れを。

5 廃棄物処理法による費用償還
→ 災害ゴミについての処理が規定されている。ガレキ混じりであること。
→ 事務管理に基づく費用償還の方法も規定されているが、災害ごとに異なるうえ、
自治体の運用にもよる。

6 流入元に対する所有権に基づく妨害排除請求等（判明している場合）
現実的には難しい場合も多く、制限される場合あり → 調停、災害ADRなど。

例 Ａさんの自宅の敷地は、河川の増水に
よる堤防の決壊により、土砂で埋もれた。
土砂の撤去はどうしたらよいか。

※ 撤去する前に、写真を撮影して保管しておく。

1 自力で土砂を撤去することは、できるだけ控える。
① 土砂は細菌を含んでいるため、健康被害のおそれがある
② 猛暑での作業は、熱中症リスクを誘発する
（西日本豪雨においても、災害関連死を多数招来した）

③ 特に、高齢者、既往症のある方は注意。

2 ボランティアによる撤去作業を待つ。
⇒ ボランティアセンターなどへ問い合わせを。
① 自宅は優先度が高いが、田畑などは後回しとなる可能性。
② 地理的状況等においては、直ちに支援が行き届かないケースも。
※ 令和6年能登半島地震の状況
※ 各自治体のHPを確認しながら、アドバイスをする。
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例 豪雨災害によって、隣地の崖から土砂が崩れて
きそうです。予防工事を請求できますか。
※ 所有権に基づく妨害予防請求権の行使を検討する。

ただし、不可抗力の場合には制限されるとの判例も存在するうえ、どのような工事を施工
すべきか、それによってどの程度費用が発生するか、画一的に判断することが難しいケー
スも多い。

（参考判例 横浜地裁昭和61年2月21日判決）
4ｍ下の低地所有者から高地所有者に対し、妨害予防請求として擁壁の改修を求めた事案
について、土砂の崩落を予防することは原告（低地所有者）にとっても利益となり、費用も
莫大であることから、相隣関係調整の見地から、共同の費用をもってこれを設置すべきもの
とするのが相当であるとして、低地所有者にも一定割合を負担させた事例

① 自治体に相談し、傾斜地等整備事業の補助金などの有無について確認。
⇒ 能登地震においても、がけ補修の支援制度を活用していた例がある（珠洲市）

② 民事調停、災害ＡＤＲなどの利用を促し、第三者を介して協議を行う。
⇒ 広島の場合、士業連絡会のメンバーでもある技術士や建築士にも、専門員として
現地調停（仲裁）に同席してもらい、技術面でのアドバイスを受けながら、双方の
費用負担等を協議した例もある。

中国新聞 平成30年8月5日 朝刊

環
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省
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算

・熊本地震、西日本
豪雨などの特例措置

・領収が必要で、写
真等を要求される
ケースもある

・廃棄物という扱い
のため、人工の構造
物を含む必要がある
など、現場は混乱
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中国新聞 2019年1月4日朝刊

災害ＡＤＲ 解決事例（西日本豪雨・広島）
№ 開催地 事件名 請求の概要 期日

1 広島 妨害予防請求
相手方所有地の法面が崩れ市道が塞が
れた。土砂は市が撤去したが、法面の崩壊が進み、法下にある申立人所有地建物に損害が及ぶおそれがある。相手
方に法面の修復を求めたい。

4回

2 広島 補修費用（被）
請求

相手方は申立人所有地の隣接に住居を所
有しているが、災害で２年前に設置した境界ブロックが一部損壊した。相手方からより強固な塀を建設するよう求
められている。費用負担について協議したい。

3回

3 広島 妨害排除請求
相手方所有地から申立人の父親所有の土地に土砂が流れ込み自宅に入るまでの通路が塞がれた。相手方が土砂撤去
に応じないため業者を手配して自宅入口までスロープ階段を設置し水道管を修繕した。費用負担と安全確保の措置
を求めたい。

3回

4 広島 土砂流出の再発防止交
渉事件

相手方は所有する山林の擁壁補修工事を行い、又は、その補修工事費用の全部又は一部を負担の上、土砂流出の危
険を除去、予防することを求めたい。 5回

5 広島 妨害排除・妨害予防等
(被)請求

相手方から申立人が所有する崩れた石垣の修繕、土砂の撤去、再発防止策を講じることを求められている。土砂の
撤去や石垣の修繕について市から説明があったので、それを基に相手方と石垣の修繕や土砂の撤去方法について協
議したい。

5回

6 呉 持ち家・土地の買い取
り申立

もとの居住場所には戻れないため、土地及び家屋を相手方に買い取ってもらい名義を変更してもらいたい。資力が
ない場合は、出せる限りの代金で買い取ってもらいたい。 1回

7 広島 建物賃貸借に関する問
題 申立人(家主)と相手方(借家人)との間の建物賃貸借について話し合いたい。 2回

8 東広島 治療費等請求
相手方は申立人宅の土砂撤去を行っている会社。相手方の社員の過失により枕木が跳ね上がって申立人は転倒し、
手首、大腿骨を骨折した。相手方に、申立人の治療費等の一部として20万円を支払ってほしい。 1回

9 広島 土砂流出の再発防止交
渉事件

相手方は所有する山林の擁壁補修工事を行い、又は、その補修工事費用の全部又は一部を負担の上、土砂流出の危
険を除去、予防することを求めたい。 5回

10 東広島 損害賠償(被)請求 申立人(森林組合)所有地から相手方へ土砂が流入し、損害賠償を請求されている。土砂の流入による撤去費用等で
生じた費用分担の割合を決めたい。 4回
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豪雨災害における「不可抗力」とは。
過去に例がないような豪雨であることが前提
※ 地震を含め、自然災害が大規模化しており、予見可能性のレベルは上がっている。

1時間あたりの雨量、72時間以内の総雨量などから、当該地域において極めて稀と言えるか。
⇒ 数年に1回くる程度の豪雨では、不可抗力とならない可能性も。
⇒ 地域防災計画や、ハザードマップなども参考に。

読
売
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粋

例 豪雨災害によって、自宅のブロック塀が
流失し、隣家の壁を損傷した際の責任は？

原則：工作物責任による賠償請求（民法７１７条）
⇒ 「瑕疵」：通常有する安全性を備えているかどうか
（国などの管理にかかるものであれば、国賠法2条「営造物」）

占有者：過失がないことを立証すれば責任を免れる。
所有者：無過失責任による賠償義務を負う。

ただし、不可抗力の場合には、この限りではない。
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●台風被害に関するものはいくつか裁判例があるが、豪雨災害による
工作物責任の判例の刊行物は、それほど多くはない。

⇒ 通常有する安全性を備えていたといえるかどうか。
その基準は、社会通念に照らすことになる。

① 予見可能性があったと言えるか（不可抗力との関係）
～ ハザードマップや、過去の同種被害なども参考に

② 予見しうる結果の重大性に対し、相応の結果回避の措置が
講じられていたか否か
③ 結果回避の方策を講じなかったことが、物理的な面や費用
面に照らして困難とは言えないかどうか。
④ 周辺地域において、同種の被害が生じているかどうか

例 豪雨災害における工作物責任の有無は、
どのような要素を考慮する必要がありますか。

地域防災計画（予見可能性） 例：熊本市 ハザードマップ
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例 集中豪雨によって、川が氾濫し、旅館内部まで浸水したた
め、旅館内に宿泊していた客が足をとられて、旅館内のトイ
レで転倒して負傷した場合、旅館経営者は、賠償責任を負担
しますか。
●検討項目
事業者は、宿泊約款によって、本来的な債務の提供（部屋の確保や食事の提供）のほか、
安全確保のための信義則上の安全配慮義務を負っている。
⇒ 裁判例では、「泥水が浸水したあとのトイレの清掃管理につき、転倒事故など
が起こらないよう、泥水を除去する、あるいは、立ち入りを控えてもらうような
掲示をするといった安全配慮義務を怠ったものとして、一定額の賠償を認めた。

【補足】避難誘導が適切でなかった場合には、賠償が認められるケースが多い。
安全配慮義務違反としての債務不履行責任

① 大震災における津波からの避難
② 海辺での野外音楽フェスティバルにおける高潮、落雷等からの避難。
③ 豪雨災害における要介護者の避難誘導など、介護事業所の責任問題など。

気象情報をよく確認するとともに、避難路の確保など、予め策定を。
ラフティング、沢登りなどのイベント開催の判断等。

（参考）裁判例について

● 伊勢湾台風（昭和３４年）のときに過去にない高潮が発生し、堤防が
決壊して人が亡くなりましが、このときは不可抗力であると判断された
（名古屋地裁昭和３７年１０月１２日判決）。
● 飛騨川バス転落事故（豪雨災害によって、土石流が国道に流れ込み、
観光バスが飛騨川に転落したため、 名の死者を発生させたという事案）
のときに、裁判所は、国道（工作物）の瑕疵による割合を６割、土石流
（自然災害、不可抗力）を４割として、国に６割の賠償を認めた（名古屋
地裁昭和４８年３月３０日判決）。

⇒ 営造物責任であっても、裁判所の判断は事案ごとに異なるものであり、
ましてや、個人間同士の紛争となると、損害や因果関係の立証も難しいう
え、被災者でありながら過度の負担を抱えることになりかねない。

※ 災害ＡＤＲなどによって、第三者を入れた紛争解決の枠組みを。
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例 アパートを借りていますが、豪雨災害による
浸水で、畳が張り直しが必要となりました。
どのように請求したらよいでしょうか。

【原則】家主負担。不可抗力であっても修繕義務を負う。
この点、賃借人が特約によって負担することも許容されるが、契約条
項の内容や慣習によって、特約の内容が有効となるかどうかは別途検討
の余地あり。
ただし、修繕によっても居住困難な場合には、解除も可能。

年 月の民法改正前から存続している賃貸借契約については、従
前の例による（更新を含む）が、 年 月以降の賃貸借契約には、改
正後民法の規定が適用される。
（改正 条の ）
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は、賃貸人がそ
の旨を知ったにもかかわらず修繕をしない場合、または、②急迫の事情
がある場合には、賃借人は、自ら修繕できる。
※ 賃貸人は、修繕の内容や程度をめぐって争いとならないよう迅速

に修繕すべき。

例 （賃貸借）賃借物件が台風被害によって浸水
した場合、賃料を支払う必要がありますか。

● 全部滅失の場合
⇒ 建物自体が流されたり、あるいは、全体の水没によって、経済的滅失し
た場合、賃貸借契約は当然終了（民 条の ）。
よって、賃料の支払義務はない。

● 一部滅失の場合
⇒ まず、賃貸借契約書を確認（特約が優先）
⇒ 特に記載がない場合、民 条 項により、「賃料は、その使用及び収益
をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される（当然減額）」（改正前
民法は、「減額を請求できる」規程だったので、請求する必要があったが、実質的に
は大きな差違はないものと思われる。

※ 被災の調査など、一時的な使用制限については、賃借人の責によらない
ものであるため、その間の賃料は支払不要。
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各種制度の柔軟な運用について声を上げる
★ 水害においては、

● 土砂撤去
● 家屋の乾燥、地域の廃棄物撤去
● 地域の砂防事業の完成（レッドゾーンの解消）
● 住宅再建に向けての検討（再築、補修、災害公営住宅、新築、賃貸など）
といったように、生活再建のために時間を要する。

① 仮設住宅の期間延長：原則2年
② 応急修理の受付期間延長
③ 公費解体の期間延長
④ 被災者生活再建支援金（基礎、加算の延長要望）
⑤ 災害復興住宅融資等の期限延長

各種制度につき、早期に自治体を協議することによって、被災者に安心感を与えられる
よう、研究者（学者）や弁護士などが声を上げていく必要がある。

2018/12/21
公費解体の期限延長の要望書発出

2018/12/27
中国新聞朝刊

実現！

記者会見

報道

中国新聞、NHK画像等抜粋
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2019/12/28
中国新聞 朝刊

災害公営住宅 入居要件緩和
要請

⇒ 翌年3月
坂町で連帯保証人の要件緩和

実現！

①現場の声（立法事実）を集約する ⇒ ②弁護士会などで要望書発出
⇒ ③メディアで取り上げてもらう ⇒ ④行政を動かす
（地元議員さんと繋がりをもって、議会で発信していただくケースも）

おわりに

災害法制は、まだまだ体系的に整理されているわけで
はなく、判例の蓄積も不十分。

他方で、日本列島においては、災害が頻発しており、
その都度、災害救助法の基準も進化せず、最低限から
の支援となっている側面もある。

新たな分野を開拓するつもりで、チャレンジしていた
だきたいと願っています。

＊配布資料は、一部省略して掲載しています
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