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序

リ
ス
ク
が
真
剣
に
語
ら
れ
る
時
代

私
た
ち
の
生
き
て
い
る
い
ま
の
時
代
は
、
リ
ス
ク
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
時
代
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
私
た
ち
は
、
原
子
力
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
、
ハ
イ
リ
ス
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
に
依
存
し
、
ま
た
、
地
球
規
模
で
の
環
境
破
壊
に
繋
が
る
と
さ
れ
る
温
室

リ
ス
ク
社
会
の
紛
争
と
法

―
―
紛
争
解
決
の
構
造
転
換
を
め
ぐ
っ

（
１
）て

―
―福

井

康

太
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効
果
ガ
ス
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
将
来
に
い
か
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
分
か
ら
な
い
高
度
な
科
学
技
術
、
と
り
わ

け
後
継
世
代
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
す
か
分
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
遺
伝
子
医
療
を
は
じ
め
と
す
る
高
度
医
療
、
そ
し
て
、
も
は
や

だ
れ
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
で
に
拡
大
し
て
い
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。
こ
う
い
っ
た
も
の
に
依
存
し
、
恩
恵
を

受
け
つ
つ
も
、
不
安
に
お
び
え
な
が
ら
暮
ら
し
続
け
て
い
る
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
時
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
日
常
で
あ（
２
）

る
。

も
っ
と
も
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
リ
ス
ク
と
い
う
も
の
を
別
の
形
で
も
問
題
に
し
て
い
る
。
往
々
に
し
て
私
た
ち
は
、
リ
ス
ク
を
管

理
可
能
な
、
一
種
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
対
象
と
し
て
も
理
解
し
て
い
る
。
い
ま
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
門
は
、
企
業
の
最
も
主
要

な
管
理
運
営
部
門
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
企
業
は
、
リ
ス
ク
を
戦
略
的
に
管
理
し
て
い
く
こ
と
で
、
経
営
戦
略
上
有
利
な
地
位
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
金
融
活
動
の
領
域
で
、
リ
ス
ク
は
し
ば
し
ば
投
機
の
チ
ャ
ン
ス
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
機
会
は
最
大
限
に

利
用
さ
れ
て
い（
３
）

る
。
こ
う
し
た
か
ぎ
り
で
、
リ
ス
ク
は
単
に
不
安
で
耐
え
難
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
日
常
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
も
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
リ
ス
ク
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
か
、
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
捉
え
る
か
は
、
か
な
り
の
点
で
そ
れ
が
問
題
と
な
る
社
会
的
文
脈
に
依
存
し
て
い（
４
）

る
。

い
ま
の
時
代
が
歴
史
上
ま
れ
に
見
る
ほ
ど
生
活
を
脅
か
す
リ
ス
ク
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も

な
お
、
い
ま
の
時
代
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
を
め
ぐ
っ
て
や
り
取
り
す
る
こ
と
が
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
私
た
ち
が
問
題
に
す
る
日
常
生
活
上
の
テ
ー
マ
の
多
く
が
リ
ス
ク
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
二
一
世
紀
に
な
る
に
い
た
っ
て
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
私
た
ち
の
生
き
る
い
ま
の
社
会
は
、

「
リ
ス
ク
に
定
位
す
る
社
会
」
と
い
う
意
味
で
ま
さ
に
「
リ
ス
ク
社（
５
）

会
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ（
６
）

う
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
「
リ
ス
ク
社
会
」
に
お
い
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
紛
争
解
決
の
や
り
方
も
ま
た
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
こ
と
に
関
心
を
向
け
て
い
る
。
時
代
の
変
化
が
激
し
く
な
り
、
過
去
に
問
題
解
決
の
糸
口
を
探
し
て
も
、
な
ん
ら
解
決
が
得
ら
れ
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な
い
場
合
が
増
え
て
い（
７
）

る
。
む
し
ろ
、
過
去
に
定
位
す
る
よ
り
も
、
未
来
に
定
位
す
る
問
題
解
決
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
紛
争
解
決
に
携
わ
る
専
門
家
も
ま
た
、
従
来
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
紛
争
解
決
に
臨
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
増
え
て
き
て
い
る
。
未
来
に
定
位
し
て
問
題
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
未
来
の
不
確
実
性
に
対
処

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
法
的
紛
争
解
決
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
問
題
に
は
背
を
向
け
、
関
わ
ろ
う
と
し
て
来
な
か
っ

（
８
）

た
。
し
か
し
、
い
ま
や
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
未
来
の
不
確
実
性
に
対
処
せ

ざ
る
を
え
な
い
状
況
の
な
か
で
紛
争
解
決
に
取
り
組
む
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ
こ
で
目
標
と
さ
れ
る
解
決
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
機
関
が
そ
う
し
た
紛
争
解
決
を
担
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
い
に
答

え
よ
う
と
す
る
試
論
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
議
論
す
る
。
ま
ず
、
一
で
は
、
リ
ス
ク
を
実
体
視
す
る
見
方
を

括
弧
に
入
れ
、
リ
ス
ク
を
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
の
一
種
の
「
否
定
的
相
関
物
」
と
し
て
捉
え
な
お
す
。

ま
た
、「
リ
ス
ク
回
避
」
の
問
い
の
構
造
を
「
時
間
の
社
会
理
論
」
を
手
が
か
り
に
分
析
し
、
さ
ら
に
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
社
会

理
論
」
を
手
が
か
り
に
、
リ
ス
ク
が
立
場
相
関
的
に
構
成
さ
れ
る
「
構
成
物
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ぎ
に
、
二
で
は
、「
リ
ス
ク

社
会
」
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
構
造
転
換
に
つ
い
て
論
ず
る
。
三
で
は
、「
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
」
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
法
は
い

か
な
る
役
割
を
は
た
し
う
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
四
で
は
、「
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
」
の
解
決
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

司
法
、
行
政
、
そ
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
論
ず
る
。
む
す
び
に
代
え
て
で
は
、
全
体
の
議
論
を
総
括
す
る

と
と
も
に
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
今
後
に
つ
い
て
展
望
す
る
。

リスク社会の紛争と法
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一

問
い
と
し
て
の
リ
ス
ク

（
一
）
未
来
に
つ
い
て
の
問
い
の
立
て
方
と
リ
ス
ク

�

未
来
と
し
て
の
リ
ス
ク

こ
こ
で
は
ま
ず
、
い
ま
の
時
代
を
規
定
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
リ
ス
ク
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
一
般
的
に
分
析
す
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
な
に
ゆ
え
に
リ
ス
ク
が
い
ま
の
時
代
の
最
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
の
か
が
理
解
さ
れ

う
る
か
ら
で
あ
る
。

リ
ス
ク
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
方
が
あ
る（
９
）

が
、
ま
ず
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
立
場
も
リ
ス

ク
を
「
未
来
に
関
わ
る
問
題
」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ（
１０
）

る
。
す
な
わ
ち
、
不
本
意
な
結
果
が
将
来
生
じ
る
か
ど
う
か
不
確
実
で
あ
る

場
合
に
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
と
し
て
の
不
本
意
な
結
果
が
リ
ス
ク
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ス
ク
が
未
来
に

関
わ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
危
難
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
現
在

生
じ
て
い
る
危
難
は
ま
さ
に
危
難
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
リ
ス
ク
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
将
来
に
お
い
て
確
実
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
損
失
も
ま
た
リ
ス
ク
と
は
呼
ば
な
い
。
た
と
え
ば
、
確
定
さ
れ
た
支
払
期
日
に

お
け
る
支
払
い
は
リ
ス
ク
で
は
な
い
。

�

実
体
を
伴
わ
な
い
リ
ス
ク

も
っ
と
も
、
以
上
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
リ
ス
ク
は
実
体
の
な
い
危

難
に
つ
い
て
も
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
近
い
将
来
に
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
不
安
が
人
々
の
あ
い

だ
で
共
有
さ
れ
、
だ
れ
し
も
が
そ
れ
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
と
き
、
そ
こ
に
は
将
来
を
め
ぐ
る
深
刻
な
リ
ス
ク
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

論 説
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か
つ
て
「
一
九
九
九
年
に
世
界
は
破
局
を
迎
え
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
世

紀
末
の
破
局
」
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
真
に
受
け
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
深
刻
な
リ
ス
ク
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、

リ
ス
ク
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
不
本
意
な
結
果
は
、「
ま
こ
と
し
や
か
な
」
将
来
の
危
難
、
問
題
と
す
る
に
値
す
る
将
来
の
危
難
で
あ

れ
ば
よ
く
、
リ
ス
ク
の
実
体
は
人
々
が
事
態
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
応
じ
て
変
幻
自
在
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
あ
る
人
々
に
と
っ
て
耐
え
難
い
ま
で
に
大
き
な
リ
ス
ク
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
、
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
と
る
に
足

ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
生
じ
る
。

�

問
い
の
「
否
定
的
相
関
物
」
と
し
て
の
リ
ス
ク

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
リ
ス
ク
と
は
将
来
に
お
け
る
不
本
意
な
出
来
事
に
関
す
る
問
い
の
一
種
の
相
関
物
な
の
で
は
で
は
な
い

か
と
思
え
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
リ
ス
ク
は
も
っ
ぱ
ら
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に
相
関
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
実
際
、
リ
ス
ク
は
将
来
の
不
本
意
な
出
来
事
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
問
題
設
定
の
も
と
で
し
か
、
リ
ス
ク
と
し
て
立
ち
現

れ
て
は
こ
な
い
。
た
と
え
ば
「
死
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
リ
ス
ク
で
も
何
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
だ
れ
に
で
も
い
ず
れ
は
生
じ
る

不
本
意
な
出
来
事
で
あ
る
。「
死
」
が
リ
ス
ク
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、「
ど
う
し
た
ら
死
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
設
定
の

も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。「
安
全
運
転
を
し
て
い
れ
ば
死
亡
事
故
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
設
定
の
も
と
で
、
そ
の

「
否
定
的
相
関
物
」
と
し
て
の
「
死
」
が
リ
ス
ク
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
○
○
」
自
体
が
リ
ス

ク
な
の
で
は
な
く
、「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に
組
み
込
ま
れ
た
「
○
○
」
が
リ
ス
ク
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

リスク社会の紛争と法

（阪大法学）５４（６―５１）１３４１〔２００５．３〕



（
二
）「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
と
い
う
問
題
設
定
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

�

「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
と
い
う
問
い

以
上
か
ら
、
リ
ス
ク
と
は
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
問
い
を
立
て
る
と
き
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
、
問
い
の
一
種

の
「
否
定
的
相
関
物
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ク
は
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い

う
問
い
を
立
て
る
と
き
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
影
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

「
リ
ス
ク
回
避
」
を
問
題
と
す
る
際
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
設
定
そ
の
も
の
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
も
言
う
べ
き
様
相
を
呈
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
は
リ
ス
ク
を
な
く
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
リ
ス
ク
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
単
に
経
験
上
言
え
る
ば
か
り
で
は
な
い
。「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、「
時
間
の
社
会
理（
１１
）

論
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
リ
ス
ク
を
め
ぐ
る
時
間
的
連
関
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
な
す
の
か
を

分
析
す
れ
ば
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

�

時
間
的
連
関
の
構
造
分
析

私
た
ち
は
ふ
つ
う
、
時
間
は
線
形
的
に
流
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
直
進
す
る
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
時
計
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
て
い
く
「
形
式
的
時
間
」
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
間
の
意

味
づ
け
に
関
わ
る
「
主
観
的
時
間
」
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
過
去
も
未
来
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
時
点
に
と
っ
て
の
過
去
と
未
来
で
し

か
な
い
こ
と
が
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

人
は
だ
れ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
立
っ
て
い
る
現
在
時
点
か
ら
過
去
と
未
来
を
観
察
す
る
。
現
在
を
中
心
に
置
く
こ
と
で
、
過
去
と
未

来
は
時
間
的
な
広
が
り
と
し
て
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
そ
う
し
た
観
察
は
「
構
成
的
」
に
行
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

時
間
観
察
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
時
点
ご
と
に
「
来
し
方
」
と
「
行
く
末
」
と
し
て
有
意
味
な
出
来
事
を
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
契
機
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過去１ 

過去２ 

現在１ 

現在２ 

未来１ 

未来２ 

を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
取
捨
選
択
を
経
る
こ
と
で
は

じ
め
て
、
過
去
と
未
来
が
有
意
味
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
時
点
が
異
な
れ
ば
、
過
去

と
未
来
も
ま
た
異
な
る
構
成
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
図
１
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
１
に
と
っ
て
の
過
去

と
未
来
（
過
去
１
と
未
来
１
）
は
、
現
在
２
に
と
っ
て
の
過
去
と
未
来

（
過
去
２
と
未
来
２
）
と
不
可
避
的
に
異
な
る
構
成
物
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
現
在
１
に
と
っ
て
有
意
味
な
「
来
し
方
」「
行
く
末
」
と
、
現

在
２
に
と
っ
て
有
意
味
な
「
来
し
方
」「
行
く
末
」
が
多
か
れ
少
な
か

れ
異
な
る
の
は
、
取
捨
選
択
の
観
点
が
異
な
る
以
上
当
然
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
人
が
子
供
の
こ
ろ
に
見
て
い
た
過
去
／
未
来

と
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
見
る
過
去
／
未
来
、
さ
ら
に
は
歳
を
と
っ
て

か
ら
見
る
過
去
／
未
来
が
、
同
一
性
を
保
ち
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
見
え
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ

（
１２
）

る
。

�

現
在
は
未
来
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か

「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
た
め
に
は
、「
現
在
に
お
い
て
未
来
を
コ

［図１：時間構造］
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ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
」
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
１
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
未
来
と
は
、
現
在
１
に
と
っ
て

の
未
来
、
つ
ま
り
未
来
１
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
現
在
１
は
、
自
ら
有
意
味
な
も
の
と
し
て
構
成
し
た
過
去
と
未
来
に
、
い
わ

ば
「
閉
じ
込
め
ら
れ
」
て
お
り
、
ど
う
あ
が
い
て
も
そ
の
外
側
に
は
出
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
１
は
、
も
っ
ぱ
ら

未
来
１
を
念
頭
に
置
い
て
リ
ス
ク
回
避
策
を
立
て
、
将
来
の
不
確
実
性
を
吸
収
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
リ
ス
ク
を
回

避
す
る
に
あ
た
っ
て
現
在
１
が
本
来
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
実
に
到
来
す
る
現
在
２
の
方
で
あ
る
。
現
在
２

は
単
な
る
主
観
的
構
成
物
と
し
て
の
未
来
１
と
同
じ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
く
ら
未
来
１
を
念
頭
に
置
い
て
リ
ス
ク
回
避
策
を
立
て

た
と
こ
ろ
で
、
将
来
（
現
在
２
）
の
不
確
実
性
は
な
く
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ど
れ
だ
け
万

全
の
対
策
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
現
在
２
の
不
確
実
性
に
翻
弄
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
」
と
い
う
問
題
設
定
の
は
ら
む
困
難
性
は
、
現
在
１
か
ら
み
た
現
在
２
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
性
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
だ
か
ら
、「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
と
い
う
試
み
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
リ
ス
ク
に
翻
弄
さ
れ
、
一
種
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な（
１３
）

る
。

（
三
）
立
場
相
関
性
と
リ
ス
ク

�

立
場
と
リ
ス
ク
認
識

「
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
」
と
い
う
問
題
設
定
を
は
ら
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
者
の
だ
れ
も
が
直
面
す

る
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
者
が
そ
う
し
た
問
い
を
立
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
問
い
を
立
て
る
者
は
、「
リ
ス
ク
を
は
ら
ん

だ
決
定
を
な
し
う
る
者
」
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
は
そ
う
し
た
問
い
を
だ
れ
か
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
有

害
廃
棄
物
処
理
場
建
設
の
決
定
権
限
を
持
た
な
い
予
定
地
周
辺
住
民
た
ち
は
、「
リ
ス
ク
回
避
」
の
た
め
の
施
策
を
処
理
場
事
業
者
と
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都
道
府
県
知
事
と
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
リ
ス
ク
を
自
ら
の
「
決
定
の
リ
ス
ク
」
と
し
て
問
題
に
で
き
る
者
と
、
そ

う
し
た
決
定
を
他
の
だ
れ
か
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
得
な
い
者
の
区
別
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
は
、
同
じ
問
題
を
全
く
別
様
に
捉

え
る
。
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
社
会
理
論
」
が
手
が
か
り
と
な（
１４
）

る
。

�

「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」

こ
の
点
、
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
決
断
を
し
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
を
有
す
る
者
を
「
決
定
者
」、
も
っ
ぱ
ら
そ

う
し
た
決
定
の
影
響
を
受
け
る
だ
け
の
者
を
「
被
影
響
者
」
と
い
う
よ
う
に
呼
ん
で
お（
１５
）

く
。「
決
定
者
」
は
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
で
リ
ス
ク
回
避
策
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
リ
ス
ク
を
自
ら
の
行
為
戦
略
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
リ
ス
ク
に
対
し
て
積

極
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
廃
棄
物
処
理
業
者
や
都
道
府
県
知
事
等
の
「
決
定
者
」
は
、
有
害
廃
棄
物
処
理
場
建
設
に

あ
た
っ
て
、
あ
え
て
リ
ス
ク
を
と
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
大
き
な
利
益
を
得
た
り
、
自
ら
の
政
治
責
任
を
全
う
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
も
っ
と
も
、「
決
定
者
」
が
不
本
意
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
過
度
に
消
極
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し

て
、「
被
影
響
者
」
は
、
自
ら
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
リ
ス
ク
に
積
極
的
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
決
定

者
」
の
行
う
こ
と
に
不
安
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
不
安
は
、「
決
定
者
」
が
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

不
信
感
に
転
化
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
決
定
者
」
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
異
に
す
る
「
被
影
響
者
」
に
と
っ
て
、「
決
定
者
」
の

未
来
１
と
現
在
２
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
明
白
な
の
で
あ
り
、「
決
定
者
」
が
こ
れ
を
も
っ
と
も
ら
し
く
否
定
し
て
み
せ
れ
ば
み
せ
る
ほ
ど
、

「
被
影
響
者
」
は
そ
れ
に
不
信
感
を
抱
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

�

「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
立
場
の
相
対
性

以
上
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
リ
ス
ク
の
受
け
い
れ
方
は
、「
決
定
者
」
の
立
場
と
「
被
影
響
者
」
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
立
場
の
違
い
が
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
問
題
が
派
生
し
て
く
る
。
た
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と
え
ば
、
河
川
水
害
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
河
川
管
理
者
に
と
っ
て
も
、
周
辺
住
民
に
と
っ
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
危
難

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
被
影
響
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
河
川
管
理
が
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
設
定

の
も
と
で
は
、
河
川
水
害
は
河
川
管
理
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
リ
ス
ク
と
し
て
構
成
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
は
河
川
管
理
者
は
河
川

水
害
に
つ
い
て
の
「
決
定
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、「
地
域
住
民
と
の
協
働
に
よ
る
河
川
管
理
が
徹
底
さ
れ
て
い
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
設
定
の
も
と
で
は
、
周
辺
住
民
も
ま
た
水
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
立
場
に
あ
る
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
周
辺
住
民
も
ま
た
河
川
水
害
に
つ
い
て
「
決
定
者
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
立
場
は
、
問
題
設
定
い
か
ん
に
応
じ
て
別
様
に
構
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
立
場
の
相
対
性
は
、
リ
ス
ク
評
価
を
め
ぐ
る
問
題
を
複
合
化
す
る
。
人
々
は
、
し
ば
し
ば
自
分
や

他
人
を
、
便
宜
的
に
「
決
定
者
」
と
見
な
し
た
り
、
単
な
る
「
被
影
響
者
」
と
見
な
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
決
定
の
負
担
を
負
い

た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
担
当
者
は
、
自
ら
を
「
被
影
響
者
」
と
見
な
そ
う
と
し
、
よ
り
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
他
人
を
「
決
定

者
」
と
見
な
し
た
が
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
決
定
か
ら
な
ん
ら
か
の
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
関
係
者
は
、
自
ら
を
「
決
定

者
」
と
見
な
そ
う
と
し
、
よ
り
関
係
の
薄
い
他
人
を
「
被
影
響
者
」
と
見
な
そ
う
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
リ
ス
ク
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
な
抗
争
の
な
か
で
は
、
だ
れ
が
「
決
定
者
」
で
だ
れ
が
「
被
影
響
者
」
で
あ
る
か
は
、
状
況
依
存
的
に
し
か
確
定
さ
れ
な
い
。
だ

れ
が
「
決
定
者
」
で
だ
れ
が
「
被
影
響
者
」
か
不
確
実
で
あ
る
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
が
自
ら
に
関
わ
る
リ
ス
ク

の
評
価
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、「
決
定
者
」
の
態
度
の
恣
意
性
が
鮮
明
と
な
り
、「
決
定
者
」

に
対
す
る
「
被
影
響
者
」
の
不
信
感
と
、
不
本
意
な
出
来
事
に
対
す
る
不
安
は
急
速
に
膨
張
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
決
定

者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
立
場
の
相
対
性
は
、「
決
定
者
」
に
対
す
る
「
被
影
響
者
」
の
不
信
感
と
決
定
に
対
す
る
不
安
を
複
合
化
し
、

回
避
す
べ
き
リ
ス
ク
を
過
大
に
評
価
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。
リ
ス
ク
評
価
を
め
ぐ
る
不
透
明
性
は
、
ま
さ
に
「
決
定
者
」
と
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「
被
影
響
者
」
の
立
場
の
相
対
性
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
、
よ
り
深
刻
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
小
括：

あ
ら
た
め
て
リ
ス
ク
社
会
と
は

こ
こ
ま
で
、
リ
ス
ク
と
は
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
設
定
の
一
種
の
「
否
定
的
相
関
物
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
の
は
ら
む
困
難
性
に
つ
い
て
「
時
間
の
社
会
理
論
」
と
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
社
会

理
論
」
と
を
手
が
か
り
に
分
析
し
て
き
た
。
以
上
の
分
析
を
前
提
と
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
社
会
と
は
リ
ス
ク
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
社
会
の
こ

と
で
は
な
く
、
リ
ス
ク
回
避
の
要
請
が
過
大
な
ま
で
に
膨
張
し
て
い
る
社
会
の
こ
と
だ
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
も
納
得
が
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
リ
ス
ク
回
避
が
求
め
ら
れ
る
「
安
全
社
会
」
だ
か
ら
こ
そ
、
リ
ス
ク
が
真
剣
に
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ま
の
時
代
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
破
壊
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
リ
ス
ク
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
。
だ
が
、
よ
り
多
く
の
危
難
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
時
代
は
か
つ
て
何
度
も
あ
っ
た
。
量
的
な
問
題
に
着
目
す
る
か
ぎ
り
、
い
ま
の

時
代
を
と
く
に
「
リ
ス
ク
社
会
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
い
ま
の
時
代
が
リ
ス
ク
社
会
で
あ
る
と
言
え
る
ゆ
え
ん

は
、
リ
ス
ク
回
避
が
他
の
問
題
と
比
べ
て
比
較
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
リ
ス
ク
が
量
的
に
増
え
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
回
避
へ
の
関
心
が
増
大
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
は
よ
り

重
要
な
懸
案
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
人
は
、
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
リ
ス
ク
回
避
の
不
可
能
性
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

こ
の
苦
し
み
は
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
と
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
っ
て
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
増
大
し
て
い
く
。

リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
決
定
者
」
は
「
被
影
響
者
」
の
不
安
や
不
信
感
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、「
決
定
者
」
は
、
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
た
か
も
「
リ
ス
ク
は
な
い
」
か
の
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
に
な
る
。
し
か
し
、
基
本
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
異
に
す
る
「
被
影
響
者
」
の
目
に
は
、
そ
の
「
欺
瞞
性
」
は
明
白
と
映
ず
る
。

「
被
影
響
者
」
の
そ
う
し
た
不
信
感
を
前
に
し
て
、「
決
定
者
」
は
ま
す
ま
す
リ
ス
ク
回
避
へ
の
関
心
を
高
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ

で
、
苦
し
紛
れ
に
「
被
影
響
者
」
を
「
決
定
者
」
側
に
抱
き
込
ん
で
、
決
定
の
負
担
を
分
散
し
よ
う
と
し
た
り
も
す
る
。
だ
が
、
そ
れ

も
「
被
影
響
者
」
の
目
に
は
「
欺
瞞
の
上
塗
り
」
と
し
か
映
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
決
定
者
」
が
無
理
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

「
被
影
響
者
」
の
不
信
感
は
強
化
さ
れ
、
複
合
化
さ
れ
て
い
く
。「
決
定
者
」
の
リ
ス
ク
回
避
関
心
が
「
被
影
響
者
」
の
複
合
的
不
安

・
不
信
感
に
触
発
さ
れ
て
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
強
化
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
社
会
こ
そ
が
、
リ
ス
ク
社
会
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

紛
争
解
決
の
構
造
転
換

（
一
）
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
紛
争
の
特
徴

�

「
複
合
的
不
安
・
不
信
感
」
が
も
た
ら
す
紛
争

リ
ス
ク
社
会
と
は
、「
決
定
者
」
の
リ
ス
ク
回
避
関
心
が
「
被
影
響
者
」
の
複
合
的
不
安
に
触
発
さ
れ
て
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
強
化
さ

れ
て
い
く
社
会
の
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
本
稿
に
お
い
て
つ
ぎ
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
、
リ
ス
ク
社
会
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
紛
争

も
ま
た
リ
ス
ク
に
対
す
る
複
合
的
不
安
・
不
信
感
を
背
景
と
し
て
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
と
き
と
し
て
そ
の
よ
う
な
複
合

的
不
安
・
不
信
感
そ
れ
自
体
が
紛
争
の
体
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
私
た
ち
の
周
囲
に
は
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
多
々

見
い
だ
さ
れ
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
環
境
ホ
ル
モ
ン
」
の
（
な
お
十
分
に
確
認
さ
れ
て
い
な

い
）
有
害
性
が
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ（
１６
）

た
。
そ
の
際
、
消
費
者
が
漠
然
と
感
じ
て
い
た
、
食
品

に
含
ま
れ
る
化
学
物
質
の
有
害
性
に
対
す
る
複
合
的
不
安
・
不
信
感
が
顕
在
化
し
、
消
費
者
団
体
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
製
造
業
者
と

の
あ
い
だ
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
は
、
従
来
の
典
型
的
紛
争
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
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る
。

�

「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
と
そ
の
限
界

司
法
を
中
心
と
す
る
紛
争
解
決
機
関
が
対
象
と
し
て
い
る
典
型
的
紛
争
は
、
原
因
と
な
る
具
体
的
侵
害
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の

と
い
う
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
侵
害
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
）。

だ
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
有
害
性
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
、
具
体
的
侵
害
が
な
く
、
ま
た
そ
の
有
害
性
が
発
現
す
る
可

能
性
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
等
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
の
有
害
性
に
対
す
る
不
安
や
恐
れ
、

そ
し
て
製
造
業
者
に
対
す
る
不
信
感
が
急
速
に
膨
れ
あ
が
り
、
そ
う
し
た
不
安
と
不
信
感
と
が
も
つ
れ
合
う
こ
と
で
紛
争
の
様
相
を
呈

す
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
は
十
分
に
役
に
立
た
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の

ト
ラ
ブ
ル
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
「
害
」（
有
害
性
）
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

環
境
ホ
ル
モ
ン
の
「
害
」
は
確
認
が
困
難
な
ほ
ど
に
微
弱
で
、
ま
た
、
か
り
に
そ
れ
が
問
題
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、
か
な
り
先
の
将

来
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
在
時
点
で
具
体
的
な
危
害
が
と
く
に
発
生
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
こ
で
（
具
体
的
侵
害
が
原
因
と
な
っ
て
紛

争
が
発
生
す
る
と
い
う
）「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
を
用
い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
「
紛
争
の
因
果

モ
デ
ル
」
を
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
原
因
の
な
い
と
こ
ろ
に
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、
原
因
の
実
体
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
そ
の
解
決
も
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

�

「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
か
ら
「
将
来
志
向
ア
プ
ロ
ー
チ
」
へ

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
よ
う
な
「
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
」
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

過
去
に
定
位
す
る
「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
は
適
切
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
紛
争
の
核
心
を
将
来
に
見
い
だ
し
、
そ
の
解
決
に
あ
た
っ
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て
は
将
来
に
対
す
る
適
切
な
処
置
に
重
心
を
置
く
「
将
来
志
向
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
と
る
の
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
リ
ス

ク
社
会
型
紛
争
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
環
境
ホ
ル
モ
ン
等
の
「
害
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
有
害
性
に
対
す
る
複
合
的

不
安
・
不
信
感
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
複
合
的
不
安
と
不
信
感

の
ぬ
ぐ
い
が
た
さ
で
あ
る
。
将
来
発
生
し
う
る
危
害
に
対
す
る
「
被
影
響
者
」
の
不
安
と
「
決
定
者
」
に
向
け
ら
れ
た
不
信
感
の
ぬ
ぐ

い
が
た
さ
は
、「
時
間
の
社
会
理
論
」
に
も
と
づ
く
リ
ス
ク
問
題
分
析
を
通
じ
て
確
認
し
た
と
お
り
、「
現
在
１
は
現
在
２
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
な
い
」
と
い
う
時
間
構
造
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、「
現
在
１
に
よ
る
現
在
２
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
被
影
響
者
」
が
不
安
と
不
信
感
を
膨
ら
ま
せ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
な
対
処
、
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
ケ
ア
の
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。「
将
来
志
向
ア
プ
ロ
ー

チ
」
の
核
心
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ア
の
視
点
が
す
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
二
）
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
形
態

�

将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争

さ
ら
に
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
よ
う
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
と
は
、
問
題
の
核

心
が
過
去
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
将
来
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
紛
争
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
紛
争
は
、「
将
来
の
評
価

を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
も
言
い
換
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
紛
争
が
問
題
に
な
る
際
に
、

リ
ス
ク
に
つ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
を
有
す
る
「
決
定
者
」
の
立
場
と
、
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
決
定
を
他
の
者
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を

え
な
い
「
被
影
響
者
」
の
立
場
と
で
、
そ
の
将
来
に
つ
い
て
の
評
価
が
異
な
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
と
り
わ
け
、
他
人
の
決
定
に
翻

弄
さ
れ
る
「
被
影
響
者
」
が
将
来
に
つ
い
て
不
安
や
不
信
感
を
抱
き
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
リ
ス
ク
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社
会
型
紛
争
は
、「
決
定
者
」
が
思
惑
を
持
っ
て
描
き
出
す
将
来
と
、「
被
影
響
者
」
が
不
信
感
を
抱
き
な
が
ら
描
き
出
す
将
来
と
の
あ

い
だ
の
闘
争
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
闘
争
の
な
か
で
「
被
影
響
者
」
の
不
安
・
不
信
感
が
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
深
刻
な
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
は
、
さ
し
あ
た
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
形

態
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

�

将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
を
背
景
と
し
て
発
生
す
る
紛
争

ひ
と
つ
の
形
態
は
、
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
を
背
景
と
し
て
発
生
す
る
紛
争
で
あ
り
、
た
と
え
ば
医
療
紛
争
や
消
費
者
紛
争
が

そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
医
療
紛
争
に
つ
い
て
言
え
ば
、
患
者
お
よ
び
そ
の
家
族
（
被
影
響
者
）
が
期
待
す
る
治
療
の
あ
り
方
や
医
療
者
に

求
め
る
態
度
と
、
医
師
や
病
院
（
決
定
者
）
が
考
え
る
治
療
の
あ
り
方
や
医
療
者
の
あ
る
べ
き
態
度
と
は
、
し
ば
し
ば
大
き
く
す
れ
違

う
。
そ
う
し
た
す
れ
違
い
は
患
者
側
に
大
き
な
不
安
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
不
安
は
、
す
れ
違
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か

で
、
医
療
不
信
に
転
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
医
療
不
信
を
背
景
と
し
て
、
診
療
ミ
ス
や
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
欠
如
等
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
発
生
す
る
の
が
医
療
紛
争
で
あ
る
。
複
合
的
不
安
・
不
信
感
が
す
で
に
募
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
ん
ら
か
の
過
誤

が
発
生
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
過
誤
が
過
度
に
重
大
な
も
の
と
し
て
争
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
表
面
上
は
診
療
ミ
ス
や
イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
欠
如
等
が
争
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紛
争
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
フ
ァ
ク
タ
ー

と
し
て
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
複
合
化
さ
れ
た
医
療
不
信
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
表
面
上
の
侵
害
行
為
で
あ
る
診
療
ミ
ス
ば
か
り
重
視

し
て
紛
争
解
決
を
試
み
よ
う
と
し
て
も
、
満
足
の
い
く
解
決
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
（
１７
）

る
。

消
費
者
紛
争
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
製
品
の
表
示
情
報
を
信
用
し
て
商
品
を
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
一
般
消
費
者
（
被
影
響
者
）
と
、

い
ろ
い
ろ
な
思
惑
の
も
と
に
戦
略
的
に
製
品
を
売
り
出
そ
う
と
す
る
製
造
業
者
や
販
売
業
者
（
決
定
者
）
と
の
あ
い
だ
で
は
、
製
品
の

使
用
法
や
危
険
性
の
表
示
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
評
価
は
自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。
両
者
の
評
価
の
ず
れ
は
、
し
ば
し
ば
一
般
消
費
者
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に
大
き
な
不
安
を
生
じ
さ
せ
、
そ
う
し
た
不
安
は
比
較
的
軽
微
な
表
示
ミ
ス
な
ど
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
複
合
的
な
不
信
感
に
転
化
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
不
信
感
を
背
景
と
し
て
、
実
際
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
被
害
者
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
団
体
等
を

巻
き
込
ん
で
深
刻
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
者
紛
争
の
場
合
に
も
、
発
生
し
た
事
故
ば
か
り
重
視
し
て
紛
争
解
決

を
試
み
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
成
果
は
上
が
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
紛
争
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
事
故
そ
れ
自
体
よ
り

以
上
に
、
製
造
業
者
・
販
売
業
者
に
対
す
る
複
合
化
さ
れ
た
不
信
感
だ
か
ら
で
あ（
１８
）

る
。

�

将
来
の
評
価
め
ぐ
る
闘
争
そ
れ
自
体
と
し
て
の
紛
争

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
も
う
ひ
と
つ
の
形
態
は
、
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
そ
れ
自
体
と
し
て
の
紛
争
で
あ
り
、
た
と
え
ば
原
子

力
発
電
所
や
有
害
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
原
子
力
発
電
所
を
例
に
す
れ
ば
、
原
子
力
発
電
所
設
置
で
利
益
を

得
よ
う
と
し
て
い
る
自
治
体
や
電
力
会
社
（
決
定
者
）
と
、
発
電
所
予
定
地
周
辺
住
民
（
被
影
響
者
）
と
の
あ
い
だ
で
は
、
将
来
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
不
測
の
事
態
に
つ
い
て
の
評
価
が
大
き
く
乖
離
す
る
。
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
影
響
は
地
域
全
体
に
お
よ
ぶ
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
予
定
地
周
辺
住
民
の
不
安
は
計
り
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
不
安
は
、
自
治
体
や
電
力
会
社
の
説
明
不
足
等
を

き
っ
か
け
と
し
て
強
度
の
不
信
感
に
転
化
さ
れ
、
地
域
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
紛
争
と
な
る
。
有
害
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
も
同
様
で

あ
り
、
有
害
廃
棄
物
の
処
理
場
確
保
に
追
わ
れ
て
い
る
自
治
体
や
、
処
理
場
運
営
に
よ
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
廃
棄
物
処
理

業
者
（
決
定
者
）
と
、
処
理
場
予
定
地
周
辺
住
民
（
被
影
響
者
）
と
の
あ
い
だ
で
は
、
将
来
に
お
け
る
土
壌
汚
染
や
地
下
水
汚
染
に
つ

い
て
の
評
価
が
大
き
く
乖
離
す（
１９
）

る
。
こ
う
し
た
評
価
の
乖
離
は
、
説
明
会
等
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
埋
ま
る
こ
と
は
な
い
。
周
辺
住
民

の
不
安
は
、
す
れ
違
い
を
繰
り
返
す
こ
と
で
強
度
の
不
信
感
に
転
化
さ
れ
、
自
治
体
等
を
巻
き
込
ん
だ
地
域
紛
争
へ
と
発
展
す
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
紛
争
は
、
も
っ
ぱ
ら
将
来
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
不
測
の
事
態
を
め
ぐ
っ
て
の
み
生
じ
て
い
る
。
具
体
的

な
侵
害
が
原
因
と
な
っ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
タ
イ
プ
の
紛
争
を
「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
に
も
と
づ
い
て
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
紛
争
に
お
い
て
は
、「
予
防
と
ケ
ア
こ
そ
が
解
決
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
少
な
く
と
も
、「
決
定

者
」
の
側
で
最
善
の
安
全
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
予
定
地
周
辺
住
民
の
不
信
感
を
な
く
せ
る
だ
け
の
ケ
ア
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い

か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
紛
争
の
解
決
に
は
繋
が
ら
な
い
だ
ろ（
２０
）

う
。

（
三
）
裁
断
か
ら
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ

�

司
法
に
よ
る
紛
争
解
決
の
不
適
切
性

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
核
心
に
あ
る
の
は
「
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
紛
争
に

つ
い
て
は
、「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
に
も
と
づ
い
て
解
決
を
模
索
し
て
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
問
題
が
典
型
的
に
あ
て
は
ま
る
の
は
、
司
法
を
中
心
と
す
る
裁
断
型
紛
争
解
決
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
裁
断
型
紛

争
解
決
の
不
適
切
性
に
つ
い
て
、
さ
き
ほ
ど
挙
げ
た
環
境
ホ
ル
モ
ン
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
裁
判
所
に
訴
え
よ
う
と
す
る
場
合
を
例
に

考
え
て
み
よ
う
。
環
境
ホ
ル
モ
ン
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
製
造
業
者
に
よ
る
具
体
的
権
利
侵
害
は
な

く
、
た
だ
、「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
で
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
有
害
性
に
対
す
る
不
安
や
恐
れ
が
急
速
に
膨
れ
あ
が
り
、
そ
れ
が
も
つ
れ

合
い
、
不
信
感
に
転
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
、
統
計
的
に
見
て
き
わ
め
て
些

細
な
有
害
性
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
、
微
量
の
環
境
ホ
ル
モ
ン
が
容
器
か
ら
溶
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
不
法
行
為
法
（
民
法

七
〇
九
条
以
下
）
に
い
う
「
権
利
侵
害
」
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
か
り
に
「
権
利
侵
害
」
を
将
来
に
お
け
る
有
害

性
の
発
現
に
ま
で
拡
張
し
て
認
め
る
方
法
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
の
製
造
業
者
が
容
器
を
製
造
販
売
す
る
に
あ

た
っ
て
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
有
害
性
を
認
識
す
る
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
製
造
業
者
の
過
失
を
問
題
に
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
侵
害
が
な
い
以
上
、
損
害
の
特
定
も
で
き
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
訴
え
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を
起
こ
そ
う
と
し
て
も
、
実
体
判
断
に
立
ち
入
る
前
に
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
具
体
的
争
訟
性
を
欠
い
て
い
る
と

い
う
理
由
で
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
、
原
因
事
実
に
メ
ス
を
入
れ
て
紛
争
解
決
を
図
る
こ
と
な
ど
と
う

て
い
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
訴
訟
で
は
、
原
告
被
告
の
対
決
構
造
が
と
ら
れ
る
た
め
に
、
製
造
業
者
（
決
定
者
）

と
消
費
者
（
被
影
響
者
）
と
の
対
話
の
余
地
が
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
対
決
構
造
の
も
と
で
は
、「
被
影
響
者
」
の

複
合
的
不
安
・
不
信
感
に
対
す
る
ケ
ア
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
司
法
に
よ
る
紛
争
解
決
が
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
に
適

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ（
２１
）

る
。

�

コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

こ
の
よ
う
に
、
通
常
の
民
事
紛
争
の
解
決
に
比
較
的
に
適
合
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
方
法
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
に
は

適
し
な
い
。
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
あ
た
っ
て
は
、
先
述
の
図
式
を
用
い
れ
ば
、「
現
在
１
に
よ
る
現
在
２
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不

可
能
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
被
影
響
者
」
が
不
安
と
不
信
感
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
対
処
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
�
将
来
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
不
本
意
な
事
態
の
発
生
を
可

及
的
に
予
防
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
独
立
に
、
�
「
被
影
響
者
」
の
複
合
化
さ
れ
た
不
安
・
不
信
感
に
対
し
て
ケ
ア
を
施
す
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う（
２２
）

か
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
は
、
す
で
に
裁
断
を
中
心
と
す
る
司
法
的
紛
争
解
決
の
射
程
を
超
え
、
当
事
者
が

紛
争
を
受
容
し
共
存
で
き
る
よ
う
に
紛
争
を
マ
ネ
ー
ジ
し
て
い
く
視
点
、
す
な
わ
ち
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
視
点
に

立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
述
べ
た
�
お
よ
び
�
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基
本
内
容
を

な
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
も
と
で
は
、「
決
定
者
」
は
、
将

来
に
お
い
て
不
本
意
な
危
難
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
真
摯
に
最
小
化
す
る
努
力
を
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
、「
被
影
響
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者
」
が
不
安
や
不
信
感
を
過
剰
に
膨
ら
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
つ
ね
に
情
報
開
示
に
応
じ
る
姿
勢
を
も
ち
、
ま
た
「
被
影

響
者
」
に
不
安
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
中
立
的
な
第
三
者
を
交
え
て
問
題
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
協
働
し
て
問
題

解
決
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、「
被
影
響
者
」
も
ま
た
、
単
に
「
決
定
者
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
情
報
に
一

方
的
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
主
的
に
情
報
を
収
集
し
、
交
渉
を
通
じ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
姿
勢
を
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
に
立
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
が
「
解
消
さ
れ
る
」
こ
と
は

も
と
よ
り
期
待
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
コ
ン
フ
リ

ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
目
標
と
す
る
の
は
、「
被
影
響
者
」
が
将
来
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
不
本
意
な
事
態
に
対
す
る
不
安
と
共

存
し
て
ゆ
け
る
状
態
を
実
現
し
、
維
持
し
て
い
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
完
全
な
意
味
で
の
解
決
な
ど
で
は
な
い
。
リ
ス
ク
社

会
型
紛
争
に
と
っ
て
は
、
無
理
を
し
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
望
め
ば
、「
決
定
者
」
に
よ
る
リ
ス
ク
の
隠
蔽
を
招
き
、「
決
定
者
」
と

「
被
影
響
者
」
と
の
対
話
を
阻
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
完
全
な
意
味
で
の
解
決U

n
iqu

e
S

olu
tion

」

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ（
２３
）

る
。

（
四
）
小
括

本
章
で
は
、
ま
ず
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
が
、
過
去
の
侵
害
に
定
位
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
将
来
に
対
す
る
複
合
的
不
安

と
不
信
感
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
は
適
切
で
な
く
、
と
り
わ
け
そ
の
典
型
で
あ
る
司
法

に
よ
る
裁
断
型
の
解
決
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
へ
の
対
処
に
は
、
単
に
不
本
意
な
事
態
の
発

生
を
可
及
的
に
予
防
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
被
影
響
者
」
が
将
来
に
対
す
る
不
安
と
共
存
で
き
る
よ
う
に
紛
争
を
マ
ネ
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ー
ジ
し
て
い
く
と
い
う
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

従
来
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
に
立
っ
て
紛
争
に
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
や
民
間
の
課
題
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
司
法
は
こ
う
し
た
紛
争
解
決
に
は
極
力
関
わ
ら
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
は
、
さ
ら
に
社
会
が
複
雑
化
す
る
に
と
も
な
っ
て
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
司
法
は
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
紛
争
と
無
関
係
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
い
や
、
す
で
に
司
法
が
リ
ス
ク
社
会

型
紛
争
へ
の
対
処
を
強
い
ら
れ
て
い
る
場
面
は
多
い
。
最
近
急
速
に
訴
え
が
増
加
し
て
い
る
医
療
紛（
２４
）

争
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
一
類
型
で
あ
る
。
ま
た
、
ゴ
ミ
処
理
場
建
設
の
差
し
止
め
を
求
め
る
訴
え
も
頻
繁
に
提
起
さ
れ
て
い（
２５
）

る
。
こ
の

よ
う
な
訴
訟
の
増
大
を
前
に
し
て
、
司
法
は
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
紛
争
に
対
す
る
自
ら
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
行
政
や
裁
判
外
紛

争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
に
よ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
の
連
携
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下

で
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
お
け
る
法
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
お
け
る
司
法
と
行
政
、
そ
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

三

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
と
法

（
一
）
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
法

前
章
で
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
対
処
す
る
基
本
視
点
は
、
過
去
に
定
位
す
る
「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
で
は
な
く
、
不
測
の
事

態
の
発
生
を
可
及
的
に
予
防
す
る
と
と
も
に
、「
被
影
響
者
」
が
将
来
に
対
す
る
不
安
・
不
信
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
と
い
う
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
求
め
ら

れ
る
の
は
「
完
全
な
意
味
で
の
解
決
」
で
は
な
く
、
紛
争
と
の
共
存
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
場
合
に
、

論 説

（阪大法学）５４（６―６６）１３５６〔２００５．３〕



法
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
法
は
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
に
対
し
て
な
ん
の
役
割
も
果
た
さ
ず
、
他
の
社
会
的
手
段
と
の

あ
い
だ
で
の
相
対
的
地
位
を
下
げ
て
い
く
ほ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
法
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン

フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
以
下
で
は
、
�
将
来
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
不
本
意
な
事
態

の
発
生
を
可
及
的
に
予
防
す
る
（
以
下
で
は
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）、
�
「
被
影
響
者
」
の
複
合
化
さ
れ
た
不
安

と
不
信
感
に
対
し
て
ケ
ア
を
施
す
（
以
下
で
は
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
と
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
に
引
き
つ
け
て
、

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
法
が
果
た
し
う
る
役
割
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
二
）
予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
法

�

リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
の
差
し
止
め

ま
ず
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
側
面
か
ら
考
え
て
み（
２６
）

る
。「
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
そ
れ
自
体
と
し
て
の
紛

争
」
の
よ
う
に
、
具
体
的
侵
害
が
な
ん
ら
見
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
将
来
に
お
け
る
事
故
の
危
険
性
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
紛
争

の
場
合
で
も
、
予
測
さ
れ
る
事
故
の
危
険
性
が
明
白
か
つ
甚
大
で
、
差
し
止
め
の
ほ
か
に
事
故
を
回
避
す
る
方
法
が
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
施
設
周
辺
住
民
等
は
、
人
格（
２７
）

権
に
も
と
づ
い
て
、
民
事
法
上
（
活
動
主
体
が
行
政
の
場
合
に
は
行
政
法
上
）
こ
れ
の
差
し
止
め

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い（
２８
）

る
。
た
と
え
ば
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
（
旧
動
燃
）
の
「
も
ん
じ
ゅ
」
事
件
が
限
界

事
例
と
思
わ
れ
る（
２９
）

が
、
こ
れ
に
引
き
よ
せ
て
言
え
ば
、
現
在
の
科
学
技
術
水
準
に
よ
る
か
ぎ
り
、
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
た
り
、
炉

心
溶
解
を
起
こ
し
た
り
す
る
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
は
施
設
建
設
・
運

転
の
差
し
止
め
し
か
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
施
設
建
設
・
運
転
の
差
し
止
め
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。「
も
ん
じ

ゅ
」
事
件
民
事
訴
訟
で
は
、
原
告
が
訴
え
を
取
り
下
げ
た
た
め
差
し
止
め
判
決
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
同
時
並
行
で
行
政
事
件
訴
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訟
が
有
利
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
訴
え
取
り
下
げ
が
な
け
れ
ば
、
差
し
止
め
判
決
が
出
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し

た
差
し
止
め
規
範
は
、
回
復
不
可
能
な
重
大
事
故
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
そ
れ
自
体
を
阻
止
し
、
そ
れ
以
上
の
リ
ス
ク
を
冒
す
こ

と
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
許
容
さ
れ
る
活
動
の
「
外
枠
」
を
画
す
る
機
能
を
果
た
す
。
も
っ
と
も
、
差
し
止
め
は
、
リ
ス
ク
を

は
ら
ん
だ
活
動
そ
れ
自
体
を
事
前
に
封
じ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
人
々
の
活
動
に
対
す
る
重
大
な
制
約
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
差
し
止
め
は
、
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な（
３０
）（
３０
a
）

ら
な
い
。

�

予
防
の
た
め
の
公
法
的
規
制

差
し
止
め
規
範
が
設
け
る
「
外
枠
」
は
き
わ
め
て
大
き
な
枠
で
あ
り
、
そ
の
内
側
を
埋
め
て
い
く
規
律
が
な
け
れ
ば
人
々
の
生
活
は

つ
ね
に
大
き
な
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
そ
う
し
た
規
律
を
社
会
規
範
に
ゆ
だ
ね
て
い
く
こ
と
は
、
規
範
に

特
定
性
が
な
い
う
え
、
規
律
の
遵
守
が
行
為
者
の
任
意
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
危
険
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
上
、
予
防
的
コ
ン
フ

リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
「
外
枠
」
の
内
側
を
埋
め
る
の
は
、
主
と
し
て
膨
大
な
数
の
「
公
法
的
規
制
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
公

法
的
規
制
は
、
医
療
紛
争
や
消
費
者
紛
争
等
の
「
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
を
背
景
と
し
て
発
生
す
る
紛
争
」
と
、
原
子
力
発
電
所

や
有
害
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
等
の
「
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
そ
れ
自
体
と
し
て
の
紛
争
」
と
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
関
わ
っ

て
く
る
。
公
法
的
規
制
に
は
、
法
律
の
み
な
ら
ず
、
政
令
・
省
令
、
通
達
・
指
針
ま
で
も
が
含
ま
れ
、
き
わ
め
て
詳
細
な
規
律
が
行
わ

れ
る
。
規
制
の
程
度
も
、
禁
止
を
定
め
る
も
の
か
ら
、
単
に
配
慮
を
求
め
る
も
の
ま
で
多
様
で
あ
る
。
原
子
力
発
電
や
有
害
廃
棄
物
処

理
の
よ
う
に
、
事
故
や
有
害
物
質
の
流
出
が
生
じ
た
場
合
の
被
害
が
甚
大
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
場
合
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
医
療
・

医
薬
品
安
全
、
技
術
開
発
上
の
安
全
、
食
品
安
全
、
労
働
安
全
、
交
通
安
全
、
治
安
・
生
活
安
全
等
に
対
し
て
、
き
め
の
細
か
い
予
防

的
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
（
３１
）

る
。
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
へ
の
対
処
の
中
核
を
担
う
の
が
、
こ
う
し
た
公
法
的
規
制
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
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公
法
的
規
制
は
、
行
政
の
許
認
可
権
限
を
背
景
と
し
て
、
活
動
主
体
に
対
し
て
か
な
り
強
力
な
規
制
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
必
ず
し
も
網
羅
的
と
は
言
え
ず
、
ま
た
多
く
の
法
令
が
な
ん
ら
罰
則
を
も
有
し
な
い
「
訓
示
規
定
」
に
留
ま
る
た
め
に
、

そ
の
実
効
性
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
ど
れ
だ
け
詳
細
な
規
制
が
設
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
活
動
主
体
が
受
け

い
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
が
十
分
な
実
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
規
制
を
企
業
等
の
活
動
主
体
が
受
け

い
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
「
媒
介
物
」
が
必
要
で
あ（
３２
）

る
。

�

ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
公
法
的
規
制
と
並
ん
で
実
効
性
を
発
揮
す
る
の
は
ソ

フ
ト
ロ
ー
で
あ（
３３
）

る
。
企
業
等
の
活
動
主
体
に
公
法
的
規
制
を
受
け
い
れ
さ
せ
る
「
媒
介
物
」
と
な
る
の
も
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
。
ソ
フ

ト
ロ
ー
と
は
、
国
の
法
令
で
は
な
く
、
最
終
的
に
裁
判
所
に
よ
る
強
制
的
実
行
が
担
保
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
守
ら
れ

る
諸
規
範
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
諸
外
国
の
規
制
立
法
、
国
際
条
約
の
動
向
、
国
内
外
の
判
例
動
向
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化

機
構
）
の
設
け
る
国
際
標
準
規（
３４
）

格
と
い
っ
た
規
範
は
、
裁
判
所
に
よ
る
強
制
的
実
行
と
は
無
関
係
に
、
企
業
等
の
活
動
主
体
に
よ
っ
て

遵
守
さ
れ
る
。
活
動
主
体
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
的
環
境
の
な
か
で
、
自
ら
の
社
会
的
信
用
資
源
を
確
保
し
、
持
続
的
に
発
展
し
て

い
く
た
め
に
、
そ
う
し
た
規
範
を
率
先
し
て
遵
守
す
る
。
つ
ま
り
、
競
争
の
論
理
が
規
範
遵
守
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
外
縁
は
社
会
規
範
と
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
問
題
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
し

ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
は
社
会
規
範
遵
守
と
法
令
遵
守
の
双
方
に
ま
た
が
っ
て
い（
３５
）

る
。
ソ
フ
ト
ロ

ー
の
多
く
は
安
全
・
予
防
に
関
す
る
指
針
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
公
法
的
規
制
よ
り
も
さ
ら
に
実
質
的
な
と
こ
ろ
で
、
リ
ス

ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
に
対
す
る
規
律
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
公
法
的
規
制
は
、
い
わ
ば
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
支
え
ら
れ
る
形
で
、

予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
法
の
機
能
を
全
う
す
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
交
渉
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
法

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
法
の
機
能
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
法
に
つ
い
て
は
、

人
々
の
活
動
を
規
制
す
る
と
い
う
側
面
ば
か
り
が
問
題
に
さ
れ
る
が
、
法
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
活
動
規
制
に
つ
い
て
ば
か
り

で
な
い
。
法
が
人
々
の
交
渉
を
促
進
す
る
と
い
う
機
能
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ス
ク
社
会
型
紛

争
の
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
の
関
連
で
は
、
法
が
「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
交
渉
を
促
進
し
、「
被
影
響

者
」
の
抱
え
て
い
る
不
安
や
不
信
感
に
対
し
て
ケ
ア
を
施
す
よ
う
「
決
定
者
」
に
促
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
法
は
、
交
渉
に
お
い
て
取
り
交
わ
さ
れ
る
言
葉
に
共
通
す
る
枠
を
与
え
、
ま
た
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
込
み
、
争
点
を
整
序
し

や
す
く
す
る
。
さ
ら
に
、
法
が
「
論
拠
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
際
限
な
く
増
大
し
か
ね
な
い
交
渉
コ
ス
ト
を
大
幅
に
節
約
す

る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
法
は
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
も
言
う
べ
き
役
割
を
果
た
す
の
で
あ（
３６
）

る
。
実
際
上
、
将
来
の
不
測
の
事
態
に
対
す

る
「
被
影
響
者
」
の
不
安
・
不
信
感
は
、
あ
ま
り
に
茫
漠
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
交
渉
に
持
ち
出
さ
れ
て
も
、

「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
で
意
味
の
あ
る
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
法
は
、
交
渉
に
持
ち
出
さ

れ
る
リ
ソ
ー
ス
を
絞
り
込
む
こ
と
で
、
よ
り
実
質
的
で
実
り
あ
る
交
渉
を
実
現
す
る
た
め
の
媒
体
と
な
る
。
実
り
の
あ
る
交
渉
を
実
現

す
る
う
え
で
、
法
が
果
た
す
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

交
渉
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
る
法
規
範
は
、
法
令
等
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
み
な
ら
ず
、
諸
外
国
の
立
法
動
向
等
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
で

あ
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
機
能
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
区
別
は
不
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ー
ド
ロ
ー

の
み
な
ら
ず
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
も
ま
た
、
交
渉
の
共
通
言
語
を
枠
づ
け
し
、
交
渉
の
争
点
を
整
序
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
が

「
論
拠
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
交
渉
コ
ス
ト
を
大
幅
に
節
約
で
き
、
実
り
あ
る
交
渉
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
く
と
、
交
渉
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
法
の
機
能
は
、
不
測
の
事
態
発
生
の
予
防
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
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重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
異
に
し
て
い
る
ゆ
え
、
他
方
の

盲
点
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
薬
品
製
造
業
者
が
当
該
医
薬
品
の
安
全
の
た
め
に
万

策
を
尽
く
し
た
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
の
表
示
が
な
お
分
か
り
に
く
く
、
そ
の
た
め
に
誤
っ
た
服
用
の
リ
ス
ク
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
、

そ
れ
を
指
摘
で
き
る
の
は
医
薬
品
を
服
用
す
る
「
被
影
響
者
」
で
あ
る
。「
被
影
響
者
」
は
「
決
定
者
」
に
対
し
て
そ
の
盲
点
を
指
摘

し
、
不
測
の
事
態
の
可
及
的
予
防
に
貢
献
す
る
の
で
あ（
３７
）

る
。「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
の
交
渉
を
促
進
す
る
こ
と
は
、

不
測
の
事
態
発
生
の
リ
ス
ク
を
最
小
化
し
て
い
く
う
え
で
特
別
の
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
３８
）

い
。

も
ち
ろ
ん
、
法
が
交
渉
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
被
影
響
者
」
の
不
安
や
不
信
感
の
重
要
な
部
分
が
ふ
る
い
落
と

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
不
安
や
不
信
感
に
含
ま
れ
る
感
情
の
ひ
だ
の
部
分
を
法
の
言
語
に
乗
せ
る
こ
と
は
困

難
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
法
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
交
渉
が
可
能
で
あ
る
状
態
は
、
交
渉
が
意
味
を
な
さ
な
い

状
態
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
望
ま
し
い
状
態
の
は
ず
で
あ
る
。
交
渉
に
際
し
て
、「
被
影
響
者
」
は
、
貨
幣
や
社
会
的
影
響
力
と
い

っ
た
他
の
交
渉
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
問
題
は
軽
減

で
き
る
。
た
と
え
そ
う
し
た
問
題
が
と
も
な
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
の
交
渉
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

（
四
）
小
括：

基
準
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

こ
こ
ま
で
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
法
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
か
に
つ
い
て
、
予
防

的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
そ
の
二
つ
の
基
本
内
容
に
引
き
よ
せ
て
検
討

し
て
き
た
。
そ
こ
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
法
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
予
防
的
「
基
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論拠の裏づけ 

基準としての法 交渉メディアとしての法 

新しい基準の源泉 

準
」
と
し
て
の
機
能
を
担
う
ば
か
り
で
な
く
、「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と

し
て
の
機
能
を
も
担
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
リ
ス
ク
社
会
型

紛
争
の
解
決
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
機
能
と
、「
交
渉
メ

デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
の
あ
い
だ
に
全
く
矛
盾
が
な
い
と
は
言
え
な

い
。
と
い
う
の
も
、「
基
準
」
は
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
が
、
他
方
、「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
法
」
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、

と
き
と
し
て
「
基
準
」
の
機
能
を
損
な
う
と
も
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
交
渉
を
通
じ
て
「
基
準
」
と
異
な
る
合
意
が
導
き
出
さ
れ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
法
の
「
基
準
」
と
し
て
の
機

能
と
、「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
の
関
係
を
さ
ら
に
明
確
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
一
方
が
他
方
の
機
能
を
損
な
い
、
い
ず
れ
も
が

機
能
不
全
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
ぬ
ぐ
い
去

る
こ
と
は
で
き
な（
３９
）

い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

法
が
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
に
は
、
法
は
交
渉

相
手
か
ら
説
得
力
の
あ
る
論
拠
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ

［図２：基準とメディアの交錯］
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ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
法
が
説
得
力
あ
る
論
拠
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
明
確
な
「
基
準
」
と
し
て
妥
当
し
、
交
渉
当
事
者
の
い

ず
れ
も
が
そ
れ
を
前
提
に
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
が
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
も
、
法
規
が

「
基
準
」
と
し
て
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
な
交
渉
は
差
し
控
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
明
確
に
制
限
や

禁
止
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
強
行
的
性
格
が
明
ら
か
な
規
範
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
性
格
を
無
視
し
た
融
通
無
碍
な
交
渉
は
許
さ

れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
交
渉
に
は
、
基
準
を
動
か
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
「
条
件
闘
争
」
の
余
地
が
残
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

他
方
、
法
が
「
基
準
」
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
に
は
、
法
は
そ
の
時
々
の
実
情
に
か
な
っ
た
「
基
準
」
と
し
て
参
照
さ
れ
う
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
法
が
実
情
に
か
な
っ
た
「
基
準
」
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
の
時
々
の
個
別
具
体
的
状
況
に
対
応

で
き
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
が
「
基
準
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
過
度
に
硬
直
的
な
も
の
と
見
な

し
、
取
引
交
渉
の
余
地
を
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
封
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
少
な
く
と
も
、「
配
慮
」
を
規
定
し
て

い
る
よ
う
な
規
範
に
つ
い
て
は
、
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
指
針
等
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
柔
軟
に
配
慮
の
内
容
を
形
成
し
て
い
く

こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
形
成
の
成
果
は
、
新
た
な
「
基
準
」
の
源
泉
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ

う
な
留
保
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、「
基
準
」
と
し
て
の
法
の
機
能
と
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
法
の
機
能
が
阻
害
し

あ
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
補
い
合
う
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
紛
争
解
決
機
関

（
一
）
司
法
の
役
割

以
上
述
べ
た
問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
紛
争
解

決
機
関
の
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
司
法
、
行
政
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
っ
た
担
当
機

リスク社会の紛争と法
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関
の
役
割
に
関
連
づ
け
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
進
め
る
。
最
初
に
司
法
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

す
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
司
法
は
、
将
来
に
定
位
す
る
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
適
し
て
は
い
な

い
。
も
っ
と
も
、
究
極
の
予
防
的
規
制
と
し
て
の
「
差
し
止
め
」
に
つ
い
て
審
理
判
断
す
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
差
し
止
め
は
、
あ

ら
か
じ
め
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
そ
れ
自
体
を
封
じ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
人
々
の
活
動
に
対
す
る
制
約
の
程
度
が
大
き
い
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
と
り
わ
け
明
確
に
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
々
の
活
動
を
必
要
以

上
に
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
法
律
を
解
釈
適
用
し
、
基
準
を
具
体
的
に
明
示
す
る
の
は
、
ま
さ
に

裁
判
所
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
差
し
止
め
規
範
を
明
示
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
司
法
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
原
子
力
発
電
所
や
有
害
廃
棄
物
処
理
場
建
設
の
差
し
止
め
が
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い
る
と
き
（
こ
れ
は
「
将
来
の
評
価
を

め
ぐ
る
闘
争
そ
れ
自
体
と
し
て
の
紛
争
」
で
あ
る
）
に
は
、
法
の
予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
機
能
が
重
視
さ
れ
、
厳
格
に
差
し
止
め

要
件
が
審
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
裁
判
所
が
、
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
事
故
の
破
壊
的
影
響
が
回
復
不

可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
差
し
止
め
以
外
に
方
法
が
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
差
し
止
め
判
決
は
曖
昧
で

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
判
断
基
準
を
具
体
的
に
明
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
場
合
に
も
「
決
定
者
」

と
「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
で
交
渉
は
行
わ
れ
う
る
の
だ
が
、
差
し
止
め
が
争
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
強
行
性
の
強
い
予
防
的
規

制
が
問
題
に
な
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
交
渉
」
よ
り
も
「
基
準
」
の
明
示
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
た
と
え
ば
医
療
紛
争
や
消
費
者
紛
争
（
こ
れ
は
「
将
来
の
評
価
を
め
ぐ
る
闘
争
を
背
景
と
し
て
生
じ
る
紛
争
」
で
あ
る
）
の

場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
規
制
規
範
の
強
行
性
の
程
度
が
低
く
、
ま
た
個
人
に
お
い
て
処
分
可
能
な
利
益
に
関
わ
る
場
合
が
多

い
の
で
、「
被
影
響
者
」
の
不
安
や
不
信
感
に
対
す
る
「
配
慮
」
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
の
「
交
渉
メ
デ
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ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
法
廷
が
「
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
場
面

が
増
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
医
療
紛
争
な
ど
の
場
合
、
診
療
ミ
ス
の
よ
う
な
「
具
体
的
侵
害
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
具

体
的
侵
害
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
形
式
的
に
法
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
も
、
当
事
者
間
の

交
渉
を
重
視
し
、「
被
影
響
者
」
が
抱
え
て
い
る
強
い
不
信
感
を
和
ら
げ
て
い
く
よ
う
な
配
慮
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
を
欠
く
場
合
に
は
、
判
決
が
出
さ
れ
て
も
紛
争
そ
の
も
の
の
解
決
に
は
繋
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
被

影
響
者
」
の
不
安
・
不
信
感
へ
の
配
慮
は
、
残
念
な
が
ら
裁
判
所
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
行
政
や
Ａ

Ｄ
Ｒ
が
そ
う
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
二
）
行
政
の
役
割

行
政
は
、
司
法
と
は
異
な
る
仕
方
で
予
防
的
「
基
準
」
を
提
示
す
る
機
能
を
担
う
と
と
も
に
、
法
の
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の

機
能
促
進
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
ま
ず
、
行
政
に
よ
る
予
防
的
「
基
準
」
の
提
示
は
、
法
令
を
具
体
化
す
る
指
針
等
を

定
め
、
行
政
指
導
を
通
じ
て
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
企
業
等
の
活
動
主
体
（
彼
ら
は
リ
ス
ク
に
関
す
る
「
決
定

者
」
で
あ
る
）
は
そ
れ
ぞ
れ
監
督
官
庁
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
行
政
指
導
を
受
け
る
。
活
動
主
体
は
、
監
督
官
庁
に
よ
る
行
政
指
導
を
通

じ
て
具
体
化
さ
れ
た
予
防
的
「
基
準
」
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
、
行
政
機
関
は
監
督
行
政
の
た
め
に
、
膨
大
な
情
報
を
収
集
整
理
し
、
そ
れ
を
蓄
積
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
許
認
可
に
関

連
し
て
多
角
的
な
リ
ス
ク
評
価
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
評
価
に
関
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
関
連
づ
け
て
保
存
さ
れ
、
ま
た
、
苦
情

処
理
情
報
も
そ
こ
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
も
実
効
的
に
予
防
的
「
基
準
」
を
提
示
で
き
る
の
は
行
政
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
だ
が
他
方
、
行
政
に
よ
る
予
防
的
「
基
準
」
提
示
は
公
示
性
に
欠
け
、
社
会
一
般
の
目
か
ら
見
て
透
明
で
あ
る
と
は
言
い
難
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い
。
行
政
が
活
動
主
体
に
対
し
て
密
室
で
予
防
的
「
基
準
」
の
提
示
を
行
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
「
被
影
響
者
」
の
不
安
と
不
信
感
を

増
大
さ
せ
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
に
よ
る
予
防
的
「
基
準
」
提
示
は
、「
被
影
響
者
」
の
不
安
と
不
信
感
に
対
す

る
ケ
ア
に
と
っ
て
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
な
ら
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
鑑
み
れ
ば
、
行
政
に
よ
る
予
防
的
「
基
準
」
提
示

に
は
あ
ま
り
依
存
し
す
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
、
行
政
は
、
法
の
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
促
進
と
の
関
係
で
は
、「
決
定
者
」
た
る
活
動
主
体
（
し
ば
し
ば
行
政

自
身
が
そ
の
よ
う
な
活
動
主
体
で
あ
る
）
と
、
そ
う
し
た
活
動
の
影
響
を
受
け
る
「
被
影
響
者
」
と
の
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
け
、

「
被
影
響
者
」
が
将
来
起
こ
り
う
る
事
態
に
つ
い
て
不
安
や
不
信
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
役
割
を
も
担
っ
て
い

（
４０
）

る
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
「
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
け
る
行
政
の
役
割
で
あ
る
。
行
政
は
、
審
議
会
等
に

「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
双
方
を
招
い
て
、
リ
ス
ク
評
価
や
予
防
対
策
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
す
り
あ
わ
せ
を
行
わ
せ
る
。

行
政
は
、
そ
の
よ
う
な
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
乖
離
を
少
な
く
し
、「
被
影

響
者
」
が
不
安
や
不
信
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
も
っ
と
も
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
は
、

往
々
に
し
て
「
決
定
者
」
の
側
に
「
被
影
響
者
」
を
抱
き
込
み
、「
決
定
者
」
の
決
定
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
用
い
ら
れ
る
。
と
り

わ
け
、
行
政
自
身
が
活
動
主
体
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
と
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
乖

離
は
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
や
る
か
ら
と
い
っ
て
埋
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
隠
蔽
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
乖
離
の
隠
蔽
は
、
将
来
に
お
い
て
問
題
が
顕
在
化
し
た
場
合
に
よ
り
大
き
な
不
信
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な（
４１
）

る
。

そ
れ
ゆ
え
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
設
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
決
定
者
」
の
決
定
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
主

眼
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
両
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
乖
離
を
容
認
し
た
う
え
で
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
と
が

交
渉
を
容
易
に
進
め
て
い
け
る
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
配
慮
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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（
三
）
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
役
割

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
法
の
「
基
準
」
と
し
て
の
機
能
以
上
に
、「
交

渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
単
に
不
測
の
事
態
の
発
生
を
予
防
し
よ
う
と
試
み
る
ば
か
り
で
な
く
、

さ
ら
に
「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
交
渉
を
促
進
し
、「
被
影
響
者
」
が
不
安
・
不
信
感
を
募
ら
せ
ず
に
す
む
よ
う
に
配
慮
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
と
の
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
け
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、
そ

う
し
た
場
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
司
法
や
行
政
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
司
法
は
主
と
し
て
裁
断
の
場
で
あ
る
し
、
ま
た
行
政
は

自
ら
が
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
の
活
動
主
体
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
司
法
や
行
政
以
外
に
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
中

心
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
社
会
の
な
か
の
あ
ら
ゆ
る
場
が
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
う
る
。
そ
し
て
、

そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
、
苦
情
処
理
機
関
と
し
て
の
「
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
で
あ
る
。

Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解
決
）
は
、
和
解
や
仲
裁
と
い
っ
た
合
意
を
基
礎
と
す
る
紛
争
解
決
を
行
う
機
関
と
し
て
そ
の
役
割
が
と
く

に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
今
般
の
司
法
制
度
改
革
に
お
い
て
は
司
法
と
な
ら
ぶ
重
要
な
紛
争
解
決
機
関
と
見
な
さ
れ

る
に
い
た
っ
て
い
（
４２
）

る
。
こ
の
点
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
紛
争
解
決
領
域
ご
と
に
専
門
分
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
専

門
特
化
さ
れ
た
苦
情
処
理
情
報
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
、
紛
争
の
予
防
や
拡
大
防
止
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担

う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い（
４３
）

る
。
い
ま
や
主
要
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
「
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
で
あ（
４４
）

る
。
と
り
わ
け
消
費
者
紛
争
に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
「
被
影
響
者
」
は
、
必
要
な
情
報
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
不
安
と
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
る
場

合
が
多
い
。
彼
ら
は
、
必
要
な
情
報
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
、
む
や
み
に
不
安
に
陥
っ
た
り
、
不
信
感
を
抱
い
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
自
主

的
に
交
渉
を
進
め
て
問
題
を
整
理
し
、
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
被
影

響
者
」
で
あ
る
一
般
消
費
者
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
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し
う
る
の
が
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
各
都
道
府
県
の
消
費
者
セ
ン
タ
ー
は
、
各
機
関
を
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
結
び
つ
け(

全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ムP
IO

-N
E

T
)

、
製
品
等
の
情
報
を
組
織
的
に
収
集
す
る
と
と
も

に
、
消
費
生
活
相
談
等
の
た
め
に
収
集
さ
れ
、
ま
た
苦
情
処
理
を
通
じ
て
集
積
さ
れ
た
情
報
を
整
理
分
析
し
、
必
要
に
応
じ
て
提
供
で

き
る
体
制
を
整
え
て
い（
４５
）

る
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
消
費
者
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
う
し
た
蓄
積
情
報
を
適
宜
消
費
者
に
提
供
す
る
こ

と
で
、
製
造
業
者
や
販
売
店
（
決
定
者
）
と
一
般
消
費
者
（
被
影
響
者
）
と
の
交
渉
を
支
援
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
交
渉
に
際
し
て
、

適
宜
示
談
仲
介
・
和
解
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
造
業
者
や
販
売
店
と
一
般
消
費
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
処
理
に
貢
献
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
被
影
響
者
」
で
あ
る
一
般
消
費
者
が
「
賢
明
な
消
費
者
」
と
し
て
交
渉
に
臨
め
る
よ
う
支
援
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
様
の
こ
と
は
、
国
土
交
通
省
お
よ
び
各
都
道
府
県
に
設
け
ら
れ
て
い
る
建
設
工
事
紛
争
審
査（
４６
）

会
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
建
設
工

事
紛
争
審
査
会
も
ま
た
、
建
設
工
事
等
に
関
す
る
情
報
を
収
集
の
う
え
整
理
分
析
し
、
そ
う
し
た
情
報
を
相
談
者
に
適
宜
提
供
す
る
こ

と
で
、
建
設
業
者
と
相
談
者
の
あ
い
だ
で
の
自
主
的
な
交
渉
を
促
進
し
、「
被
影
響
者
」
た
る
一
般
消
費
者
が
問
題
に
賢
明
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
必
ず
し
も
情
報
提
供
に
重
心
を
置
か
な
い
が
、
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
等
の

場
合
に
、
廃
棄
物
処
理
事
業
者
や
自
治
体
と
周
辺
住
民
と
の
交
渉
を
仲
介
す
る
こ
と
で
紛
争
解
決
に
あ
た
る
機
関
と
し
て
公
害
等
調
整

委
員
会
が
あ（
４７
）

る
。
公
害
等
調
整
委
員
会
は
、
有
名
な
例
で
は
、
豊
島
産
業
廃
棄
物
水
質
汚
濁
被
害
事
件
に
つ
い
て
、
島
民
と
不
法
投
棄

を
行
っ
た
処
理
業
者
、
そ
し
て
県
と
の
あ
い
だ
の
交
渉
を
仲
介
、
豊
島
か
ら
の
廃
棄
物
の
撤
去
を
含
む
解
決
を
実
現
し（
４８
）

た
。

以
上
の
例
は
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
る
が
、
業
界
団
体
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
し
て
い
る
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
製
薬
団
体
連
合
会
が
設
立
し
た
医
薬
品
Ｐ
Ｌ
セ
ン
タ
ー
や
、（
社
）
日
本
化
学
工
業
協
会
が
設
立
し

運
営
し
て
い
る
化
学
製
品
Ｐ
Ｌ
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、
医
薬
品
や
化
学
製
品
に
つ
い
て
の
製
品
情
報
な
ど
を
収
集
し
、
ま
た
苦
情
処
理
等
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を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
整
理
分
析
し
、
相
談
者
が
助
言
や
相
談
を
求
め
て
き
た
場
合
に
、
適
宜
そ
れ
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

必
要
で
あ
れ
ば
和
解
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
で
、
医
薬
品
・
化
学
製
品
被
害
者
等
が
自
主
的
交
渉
を
通
じ
て
製
品
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
い（
４９
）

る
。

専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
な
お
十
分
に
定
着
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、P

IO
-N

E
T

の
成
功
に
触
発
さ（
５０
）

れ
、
急
速

に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
は
い
ま
の
と
こ
ろ
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
多
い
。
し
か
し
、
業
界
団
体
や
消
費
者
団
体
等
が
中
心
と

な
っ
て
、
同
様
の
情
報
集
約
型
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
育
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
言
え
ば
、
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
、「
決
定
者
」
と
「
被

影
響
者
」
の
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
貢
献
す

る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
四
）
小
活：

法
の
二
つ
の
機
能
の
連
携

本
章
で
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
司
法
、
行
政
、
そ
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
役
割
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
。
ま
ず
司
法
は
、
主
と
し
て
予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
法
の
機
能
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、

差
し
止
め
規
範
を
は
じ
め
と
す
る
強
行
性
の
強
い
予
防
的
規
制
に
関
す
る
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
に
本
領
を
発
揮
す
る
。
こ
の
面
で
の

司
法
の
役
割
は
、
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
の
許
容
さ
れ
る
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
を
明
確
に
輪
郭
づ
け
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
と
言

っ
て
よ
い
。
他
方
、
行
政
は
、
行
政
指
導
を
通
じ
て
予
防
的
規
制
の
基
準
を
提
示
す
る
機
能
も
果
た
す
が
、
ま
た
同
時
に
、
リ
ス
ク
を

は
ら
ん
だ
活
動
を
行
う
活
動
主
体
（
決
定
者
）
と
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
影
響
を
受
け
る
一
般
市
民
（
被
影
響
者
）
と
の
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
の
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
を
促
進
し
、「
被
影
響
者
」
の
不
安
・
不

信
感
に
対
す
る
ケ
ア
の
面
で
も
貢
献
す
る
。
行
政
は
、
司
法
が
設
け
る
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
の
内
側
に
含
ま
れ
る
予
防
的
規
制
を
実
効
的
に
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埋
め
る
と
と
も
に
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
の
交
渉
を
促
進
す
る
の
で
あ
り
、
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
と
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
両
方
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
機
関
ご
と
に
専
門
性
を
強
化
し
（
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
化
）、
収
集
し
た
苦
情
処
理
情
報
等
を
整
理
分
析
し
た
う
え
で
、
適
宜
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
（
被
影
響
者
）
に
提
供
す
る
こ
と
で
、「
被
影
響
者
」
が
不
安
や
不
信
感
を
む
や
み
に
膨
張
さ
せ
ず
、
賢
明
に
問
題
に
対
処
で
き
る

よ
う
に
支
援
す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
法
の
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
に
貢
献
し
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
司
法
と
行
政
と
は
異
な
る
独
自
の
役
割
を
果
た
す
。
今
後
は
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ

ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
活
躍
す
る
場
面
が
ま
す
ま
す
増
え
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

む
す
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
リ
ス
ク
と
は
「
ど
う
し
た
ら
○
○
を
回
避
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
設
定
の
一
種
の
「
否
定
的
相
関
物
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
の
は
ら
む
困
難
性
に
つ
い
て
「
時
間
の
社
会
理
論
」
と
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

の
社
会
理
論
」
と
を
手
が
か
り
に
分
析
し
た
。
こ
の
分
析
を
前
提
と
し
て
、
つ
ぎ
に
リ
ス
ク
社
会
に
特
徴
的
な
紛
争
（
リ
ス
ク
社
会
型

紛
争
）
が
、
過
去
の
侵
害
に
定
位
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
将
来
に
対
す
る
複
合
的
不
安
・
不
信
感
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
解
決
に
は
「
紛
争
の
因
果
モ
デ
ル
」
は
適
切
で
は
な
く
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
、
す
な
わ
ち
、
将
来
生
ず
る

か
も
し
れ
な
い
危
難
を
可
及
的
に
予
防
す
る
（
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
危
難
に
対
す
る
不

安
や
、
活
動
主
体
へ
の
不
信
感
へ
の
十
分
な
ケ
ア
を
施
す
（
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
と
い
う
視
点
が
重
要
に
な
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
け
て
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お

い
て
法
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
際
、
法
は
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
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ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
連
し
て
、
予
防
的
「
基
準
」
と
し
て
の
機
能
を
担
う
と
と
も
に
、
ケ
ア
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し

て
「
交
渉
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
機
能
を
も
担
い
、
と
り
わ
け
後
者
ゆ
え
に
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
解
決
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
そ
う
し
た
検
討
を
前
提
と
し
て
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
お
い
て
司
法
が
果
た
す
役
割
、
行

政
が
果
た
す
役
割
、
そ
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
は
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
対
す
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
対
処
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
展
望
を
見
い
だ
し
て

い
る
。
だ
が
、
司
法
や
行
政
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
現
状
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
対
す
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
的
対
処
が
定
着
し
て
い
く
の
は
ま
だ
少
し
先
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
は
い
え
、
近
時
で
は
安
全
志
向
と
危
機

管
理
的
問
題
意
識
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
徐
々
に
「
被
影
響
者
」
の
抱
え
る
不
安
や
不
信
感
に
対
す
る
ケ
ア
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ

ー
チ
が
有
力
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
医
療
紛
争
に
関
し
て
言
え
ば
、
多
く
の
病
院
で
、
患
者
や
そ
の
家

族
が
医
師
や
病
院
に
対
す
る
不
安
や
不
信
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
等
の
指
示
の
も
と
に
、
医
師
と

患
者
等
が
常
時
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
様
々
の
施
策
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
も
そ
の
よ
う
な
施
策
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
５１
）

。
も
は
や
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

は
、
危
険
な
治
療
を
行
う
際
の
「
免
罪
符
」
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
消
費
者
紛
争
に
つ
い
て
も
、
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
中
心
と

な
っ
て
一
般
消
費
者
に
適
宜
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
彼
ら
が
製
造
業
者
や
販
売
店
に
対
し
て
も
つ
不
安
や
不
信
感
を
和
ら
げ
、
彼
ら

が
自
主
的
に
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
仕
組
み
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
原
子
力
発
電
所
や
有
害
廃
棄
物
処
理

場
設
置
紛
争
等
の
よ
り
深
刻
な
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
つ
い
て
も
、
周
辺
住
民
の
抱
え
る
不
安
や
不
信
感
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い

く
か
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
先
述
し
た
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
（
旧
動
燃
）「
も
ん
じ
ゅ
」
事
故
な
ど
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
原
子
力
発
電
所
等
施
設
側
と
周
辺
住
民
等
と
の
対
話
を
増
や
そ
う
と
す
る
努
力
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
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る
。現

在
の
と
こ
ろ
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
対
話
促
進
の
動
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
に
進
展
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
今
後
は
行
政
や
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
中
心
と
な
っ
て
整
合
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
本
稿
の
試
論
は
、
こ

う
し
た
動
き
を
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
視
点
の
も
と
に
整
理
し
よ
う
と
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
、
そ
う
し
た
「
整
合
化
」
の
た
め
の
一
視
点
の
提
示
と
な
っ
て
い
れ
ば
と
願
う
し
だ
い
で
あ
る
。

【
附
記
】
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
一
四
―
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
市
民
生
活
基
盤
の

法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
」（
研
究
代
表
者
平
田
健
治
・
課
題
番
号
１
４
２
０
２
０
０
４
）
お
よ
び
、
平
成
一

六
―
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
２
）「
紛
争
回
避
と
法
化
の
法
理
論
的
・
実
証
的
検
討
」（
研
究
代
表
者
福

井
康
太
・
課
題
番
号
１
６
３
３
０
０
０
３
）
の
補
助
を
受
け
た
。

註（
１
）

本
稿
は
、
初
期
の
拙
稿
「
リ
ス
ク
の
社
会
理
論
と
法
―
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
のS

oziologie
des

R
isikos

を
手
が
か
り
と
し
て
―
」、

九
大
法
学
七
二
号
（
九
大
法
学
会
、
一
九
九
六
年
）、
一
―
四
五
頁
の
構
想
を
発
展
さ
せ
、
現
在
の
問
題
意
識
の
も
と
に
構
成
し
な
お
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
２
）

S
ee

A
n

th
on

y
G

idden
s,T

h
e

C
on

cequ
en

ces
of

M
od

ern
ity,

S
tan

ford
U

n
iversity

P
ress,S

tan
ford

1990,pp.151

―154.

松
尾
精
文
／
小
幡
正
敏
訳
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
―
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
の
帰
結
―
』、
而
立
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
八
八
―
一
九
一

頁
。

（
３
）

現
代
の
リ
ス
ク
を
念
頭
に
置
い
た
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
内
容
と
手
法
、
そ
し
て
そ
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

論 説

（阪大法学）５４（６―８２）１３７２〔２００５．３〕



山
口
光
恒
『
現
代
の
リ
ス
ク
と
保
険
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
一
〇
五
―
一
三
三
頁
（
第
二
章
「
リ
ス
ク
と
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」）
を

参
照
。

（
４
）

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
リ
ス
ク
を
深
刻
な
も
の
と
捉
え
る
社
会
も
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
社
会
も
あ
る
。

そ
う
し
た
違
い
は
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
し
て
い
る
。In

relation
to

th
is,see

M
ary

D
ou

glas
/A

aron
W

ildavsky,R
isk

an
d

C
u

ltu
re

:
A

n
E

ssay
on

th
e

S
election

ofT
ech

n
ologicalan

d
E

n
viron

m
en

talD
an

gers,
U

n
iversity

ofC
aliforn

ia
P

ress,

B
erkeley

/L
os

A
n

geles
/L

on
don

1983,pp.1

―15.

（
５
）

ド
イ
ツ
で
「
リ
ス
ク
社
会
」
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
社
会
論
を
方
向
づ
け
し
た
の
は
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
で

あ
っ
た
。
ベ
ッ
ク
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
産
業
と
科
学
の
も
た
ら
し
た
世
界
規
模
の
予
測
不
可
能
な
リ
ス
ク
の
問
題
性
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
科
学
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
「
サ
ブ
政
治
」
を
活
性
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ベ
ッ
ク
の
議
論
は
、
リ
ス
ク
を
実
体
視
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
ほ
か
、
問
題
へ
の
対
処
方
法
も

運
動
論
に
終
始
し
て
お
り
、
発
展
性
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。S

ieh
e

dazu
U

rlich
B

eck,R
isikogesellsch

aft:
A

u
f

d
em

W
eg

in
ein

e
an

d
ere

M
od

ern
e,

S
u

h
rkam

p
V

erlag,F
ran

kfu
rt

am
M

ain
,1986.

東
廉
／
伊
藤
美
登
里
訳
『
危
険
社
会
』、
法
政
大
学
出

版
会
、
一
九
九
八
年
。
こ
う
し
た
議
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
山
口
節
郎
『
現
代
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
リ
ス
ク
』、
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
を

参
照
。

（
６
）

S
ieh

e
dazu

au
ch

K
lau

s
P

eter
Japp,S

oziologisch
e

R
isikoth

eorie
:

F
u

n
ktion

ale
D

ifferen
zieru

n
g,P

olitisieru
n

g
u

n
d

R
eflexion

,Ju
ven

ta
V

erlag,W
ein

h
eim

u
n

d
M

ü
n

ch
en

,1996.

（
７
）

た
と
え
ば
環
境
紛
争
や
公
害
紛
争
を
訴
訟
を
通
じ
て
解
決
す
る
際
の
困
難
に
つ
い
て
、
牛
山
積
「
公
害
・
環
境
紛
争
と
法
」、
牛
山
ほ
か

著
『
環
境
と
法
』、
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
一
―
三
七
頁
。

（
８
）

法
的
紛
争
解
決
が
未
来
に
定
位
す
る
紛
争
解
決
を
な
に
ゆ
え
回
避
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
法
理
論
の
ル
ー
マ
ン
』、

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
一
頁
以
下
。S

ieh
e

dazu
N

iklas
L

u
h

m
an

n
,D

as
R

ech
t

d
er

G
esellsch

aft,
S

u
h

rkam
p

V
erlag,

F
ran

kfu
rt

am
M

ain
1993,S

.377
ff.

馬
場
靖
雄
／
上
村
隆
広
／
江
口
厚
仁
訳
『
社
会
の
法
２
』、
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、

五
〇
七
頁
以
下
。

（
９
）

リ
ス
ク
の
様
々
な
捉
え
方
の
的
確
な
整
理
と
し
て
、
小
松
丈
晃
『
リ
ス
ク
論
の
ル
ー
マ
ン
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
頁
以
下
。

リスク社会の紛争と法

（阪大法学）５４（６―８３）１３７３〔２００５．３〕



（
１０
）

Im
Z

u
sam

m
en

h
an

g
dam

it,
sieh

e
N

iklas
L

u
h

m
an

n
,

S
oziologie

d
es

R
isikos,

W
alter

de
G

ru
yter

V
erlag,

B
erlin

/

N
ew

Y
ork

1991,S
.41

ff.
（
１１
）

こ
こ
に
「
時
間
の
社
会
理
論
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
に
お
け
る
「
意
味
の
三
次

元
」
分
析
の
う
ち
の
「
時
間
次
元
」
に
つ
い
て
の
分
析
の
こ
と
で
あ
る
。S

ieh
e

dazu
N

iklas
L

u
h

m
an

n
,S

oziale
S

ystem
e

:

G
ru

n
d

ri β
ein

er
allgem

ein
en

T
h

eorie,
S

u
h

rkam
p

V
erlag,F

ran
kfu

rt
am

M
ain

1984,S
.116

―118.

佐
藤
勉
監
訳
『
社
会
シ

ス
テ
ム
理
論
（
上
）』、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
三
年
、
一
二
〇
―
一
二
三
頁
。S

ieh
e

dazu
au

ch
ders.,S

oziologie
d

es
R

isikos,
a.

a.O
.,S

.49
―51.

（
１２
）

以
上
の
よ
う
な
「
主
観
的
時
間
」
の
捉
え
方
は
現
象
学
的
時
間
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
現
象
学
的
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
立
松
弘
孝
訳
）『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
、
九
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
１３
）

時
間
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ミ
ン
・
ナ
セ
ヒ
（
庄
司
信
訳
）「
リ
ス
ク
回
避
と
時
間
処
理
―
近
代
社
会
に
お
け
る
時
間
の

パ
ラ
ド
ク
ス
―
」
土
方
透
／
ア
ル
ミ
ン
・
ナ
セ
ヒ
編
著
『
リ
ス
ク：

制
御
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』、
新
泉
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
八
―
五
一
頁
を

参
照
。

（
１４
）

こ
こ
に
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
社
会
理
論
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
に
お
け
る

「
意
味
の
三
次
元
」
分
析
の
う
ち
の
「
社
会
次
元
」
に
つ
い
て
の
分
析
の
こ
と
で
あ
る
。S

ieh
e

dazu
N

iklas
L

u
h

m
an

n
,S

oziale

S
ystem

e,a.a.O
.,

S
.119

―122.

邦
訳
一
二
三
―
一
二
六
頁
。

（
１５
）

V
gl.N

iklas
L

u
h

m
an

n
,S

oziologie
d

es
R

isikos,
a.a.O

.,S
.111

ff.

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
は
、
前
出
小
松
『
リ
ス
ク

論
の
ル
ー
マ
ン
』、
四
七
頁
以
下
。

（
１６
）

い
わ
ゆ
る
「
環
境
ホ
ル
モ
ン
」（
内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
）
問
題
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
環
境
保
健
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い：

h
ttp

://w
w

w
.en

v.go.jp/ch
em

i/en
d/in

dex.h
tm

l/

（
１７
）

医
療
紛
争
に
つ
い
て
、
和
田
仁
孝
／
前
田
正
一
『
医
療
紛
争
―
メ
デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
提
案
―
』、
医
学
書

院
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
。

（
１８
）

消
費
者
紛
争
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
多
様
な
ト
ラ
ブ
ル
の
諸
事
例
を
概
観
す
る
に
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
あ
る
「
消
費
者
か
ら
の
相
談
事
例
」
の
サ
イ
ト
が
便
利
で
あ
る：

h
ttp

://w
w

w
.koku

sen
.go.jp/jirei/in

dex.h
tm

l/

そ
れ

論 説
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ら
の
諸
事
例
か
ら
、
消
費
者
紛
争
が
、
消
費
者
の
不
安
・
不
信
感
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
こ
に
不
本
意
な
出
来
事
や
事
後
対
応
の
拙
さ
が
介

在
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

（
１９
）

有
害
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
と
は
異
な
る
が
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
将
来
の
不
測
の
事
態
に
関
す
る
評
価
の
乖
離
が
と
り

わ
け
鮮
明
な
形
で
問
題
化
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、「
諫
早
湾
干
拓
事
業
」
を
め
ぐ
る
紛
争
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
干
拓
事

業
を
進
め
た
い
国
と
、
周
辺
地
域
の
漁
民
や
農
民
（
も
っ
と
も
、
東
京
な
ど
都
市
部
の
市
民
団
体
が
か
な
り
関
与
し
て
い
る
）
と
の
環
境
影

響
評
価
の
乖
離
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
漁
民
や
農
民
の
不
安
と
不
信
感
の
拡
大
が
紛
争
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
評
価
の
ギ

ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
九
州
農
政
局
の
諫
早
湾
干
拓
事
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(h

ttp
://w

w
w

.kyu
sh

u
.m

aff.go.jp/isah
ayain

dex.h
tm

l/)

と
、
有
明
海
漁
民
・
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(h

ttp
://gyom

in
et.h

p.in
foseek.co.jp/)

を
対
比
さ
せ
て
み
れ
ば
、
明
ら
か

で
あ
る
。

（
２０
）

や
や
観
点
を
異
に
す
る
が
、
以
上
に
つ
い
て
、
カ
ー
ル
�
ハ
イ
ン
ツ
・
ラ
デ
ー
ア
（
高
橋
直
哉
訳
）「
危
険
の
予
防
と
リ
ス
ク
処
理
―
環

境
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
―
」、
前
出
土
方
／
ナ
セ
ヒ
編
著
『
リ
ス
ク
』、
九
九
―
一
二
五
頁
を
参
照
。

（
２１
）

医
療
紛
争
の
訴
訟
に
よ
る
解
決
の
限
界
に
つ
い
て
、
前
出
和
田
／
前
田
『
医
療
紛
争
』、
一
四
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
２２
）

リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
一
類
型
で
あ
る
医
療
紛
争
の
本
質
は
、
医
師
に
予
防
の
た
め
の
技
術
や
知
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
見
い
だ
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欠
如
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
医
療
紛
争
の
本
質
が
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
医
療
紛
争
へ
の
対
応
も
ま
た
、
医
療
者
と
患
者
・
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欠
如
を
回
復
し
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
彼
ら
と

の
信
頼
関
係
を
再
構
築
す
る
と
い
っ
た
、
ケ
ア
の
視
点
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
た

と
え
ば
中
島
和
恵
／
児
玉
安
司
著
『
ヘ
ル
ス
ケ
ア
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』、
医
学
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
、
お
よ
び
、

前
出
和
田
／
前
田
『
医
療
紛
争
』、
六
六
―
六
八
頁
を
参
照
。

（
２３
）

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
、
村
上
陽
一
郎
は
「
ユ
ニ
ー
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
き
ら
め
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
最
終
的
解
決
を
過

度
に
求
め
れ
ば
、「
決
定
者
」
は
解
消
不
可
能
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
り
、「
被
影
響
者
」
と
同
じ
目
線
で
対
話

す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
に
対
処
す
る
に
は
、
あ
く
ま
で
「
決
定
者
」
に
無
理
を
求
め
る

の
で
は
な
く
、
可
能
な
範
囲
で
最
善
の
策
を
立
て
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、「
被
影
響
者
」
と
同
じ
目
線
で
対
話
を
続
け
る
よ
う
求
め

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
村
上
陽
一
郎
『
安
全
学
』、
青
土
社
、
一
九
九
八
年
、
二
三
七
―
二
三
九
頁
を
参
照
。
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（
２４
）

医
療
裁
判
の
事
件
数
や
審
理
期
間
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
大
阪
地
方
裁
判
所
医
療
集
中
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
統
計
で
見
る
医

療
裁
判
」
に
詳
し
い：

h
ttp

://cou
rtdom

in
o

2.cou
rts.go.jp/K

_in
tro.n

sf/678119
cba

3
b

9
dfd

649256
b

13000
c

54
bc/9

db

07506
f62513

e
049256

c
99000

f6
a

2
e?O

pen
D

ocu
m

en
t/
（
２５
）

廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
田
口
正
巳
『「
ゴ
ミ
紛
争
」
の
展
開
と
紛
争
の
実
態
』、
本
の
泉
社
、
二
〇
〇
三
年
を

参
照
。

（
２６
）

予
防
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
「
予
防
原
則
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。
予
防
原
則
が
ど
の
よ
う
な
原
理
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
様
々
の
見
解
が
あ
る
が
、
概
ね
「
た
と
え
原
因
と
結
果
の
あ
い
だ
に
科
学
的
証
明
が
存
在
し
な
く
と
も
、
深
刻
か
つ
回
復
不

可
能
な
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
そ
う
し
た
結
果
を
予
防
す
る
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
内
容
の
基
本
原

理
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
欧
州
で
の
森
林
破
壊
や
大
気
汚
染
の
進
行
を
背
景
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
環
境
政
策
上
の
原
理
と
し

て
主
張
さ
れ
は
じ
め
、
八
〇
年
代
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
爆
発
事
故
と
い
っ
た
、
深
刻
か
つ
回
復
困
難
な
環
境
破
壊
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
持
続
的
な
社
会
発
展
の
た
め
の
基
本
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
ス
ク
社
会
型
紛
争
の
本
質
が
将
来
起
こ
る

か
も
し
れ
な
い
破
滅
的
な
危
難
に
対
す
る
「
被
影
響
者
」
の
不
安
と
不
信
感
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
危
難
の
予
防
措
置
を
と

る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
紛
争
へ
の
対
処
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
で
見
た
よ
う
に
、
未
来
１
と
現
在

２
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
埋
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
予
防
措
置
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
防
措
置
だ
け
で
「
被
影
響
者
」

の
不
安
と
不
信
感
を
ぬ
ぐ
い
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
、
不
安
と
不
信
感
そ
れ
自
体
を
対
象
と
す
る
独
自
の
ケ

ア
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
あ
い
だ
の
交
渉
で
あ
る
。「
予
防
原
則
」
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
松
本
和
彦
「
環
境
法
に
お
け
る
予
防
原
則
の
展
開
（
一
）」、
阪
大
法
学
五
三
巻
二
号
（
大
阪
大
学
法
学
会
、
二
〇

〇
三
年
）、
一
―
二
〇
頁
、
ま
た
、
中
山
竜
一
「
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
法
と
自
己
決
定
」、
田
中
成
明
編
『
現
代
法
の
展
望
―
自
己
決
定
の

諸
相
―
』、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
三
―
二
八
〇
頁
を
参
照
。

（
２７
）

人
格
権
を
固
有
の
法
益
と
見
な
し
、
権
利
の
体
系
を
人
格
権
を
中
心
に
構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
た
興
味
深
い
論
考
と
し
て
、

五
十
嵐
清
『
人
格
権
法
概
説
』、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
。

（
２８
）

人
格
権
に
も
と
づ
く
差
し
止
め
請
求
の
要
件
等
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
判
決
（
北
方
ジ
ャ
ー
ナ

ル
事
件
判
決
）
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
以
下
を
参
照
。
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（
２９
）

旧
動
燃
（
現
・
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
）
が
設
置
を
進
め
て
い
た
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
は
、
一
九
八
三
年
、
国
か
ら
原
子

炉
設
置
許
可
を
受
け
た
。
も
っ
と
も
、
周
辺
住
民
等
が
こ
れ
に
強
く
反
発
し
て
お
り
、
彼
ら
は
、
一
九
八
五
年
、
福
井
地
方
裁
判
所
に
、
国

に
対
す
る
設
置
許
可
の
無
効
を
求
め
る
行
政
訴
訟
と
、
旧
動
燃
に
対
す
る
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
建
設
・
運
転
差
し
止
め
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を

提
起
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
三
月
に
は
原
告
の
両
方
の
訴
え
を
棄
却
す
る
地
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
が
、
原
告
は
こ
れ
を
不
服

と
し
て
控
訴
、
原
子
炉
設
置
許
可
の
無
効
を
争
う
行
政
事
件
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
が
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）
一
月
二
七
日
、
名
古

屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
、
設
置
許
可
処
分
の
無
効
が
判
示
さ
れ
た
。
設
置
許
可
処
分
の
無
効
が
出
さ
れ
た
背
景
と

し
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
発
生
し
た
「
も
ん
じ
ゅ
」
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
事
故
に
よ
り
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
安
全
性
に
対
す
る
重
大
な

疑
義
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
民
事
訴
訟
も
同
時
に
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
控
訴
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三

年
三
月
二
四
日
、
原
告
の
訴
え
取
り
下
げ
に
よ
っ
て
終
結
し
た
。
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
現
在
最
高
裁
に
上
告
中
で
あ
る
。
以
上
の
訴
訟

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
も
ん
じ
ゅ
訴
訟
の
経
緯
」(h

ttp
://w

w
w

.

jn
c.go.jp/n

ew
s/m

on
ju

/z.pdf/)
等
を
参
照
。
福
井
地
方
裁
判
所
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
判
決
に
つ
い
て
は
判
例
時
報
一
七
二
七
号
三
三

頁
以
下
（
行
政
訴
訟
）
お
よ
び
七
七
頁
以
下
（
民
事
訴
訟
）、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
平
成
一
五
年
一
月
二
七
日
判
決
に
つ
い
て
は
、

判
例
時
報
一
八
一
八
号
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
３０
）

予
想
さ
れ
る
危
害
が
発
生
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
が
、
か
り
に
そ
れ
が
発
生
す
れ
ば
回
復
不
可
能
な
破
局
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す

よ
う
な
場
合
に
差
し
止
め
を
認
め
る
立
場
に
対
し
て
は
、
人
々
の
活
動
を
萎
縮
さ
せ
、
ま
た
人
類
の
発
展
に
繋
が
っ
て
い
く
「
試
行
錯
誤
」

の
余
地
が
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
で
批
判
が
多
い
。In

relation
to

th
is

argu
em

en
t,see

Ju
lian

M
orris

(ed.),

R
eth

in
kin

g
R

isk
an

d
th

e
P

recau
tion

ary
P

rin
ciple,B

u
tterw

orth
-H

ein
em

an
n

,O
xford

et
al.2000.

（
３０
a
）

有
害
廃
棄
物
処
理
場
設
置
紛
争
の
際
に
、
設
置
阻
止
の
手
段
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
建
設
工
事
お
よ
び
操
業
差
し
止
め
の
仮
処
分
」

と
い
う
形
で
、
不
作
為
を
命
じ
る
仮
処
分
（
民
事
保
全
法
二
四
条
）
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
仮
処
分
は
、
し
ば
し
ば
廃
棄
物
処
理
業
者

に
移
転
等
の
計
画
変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
実
質
的
に
「
廃
棄
物
処
理
場
設
置
阻
止
」
と
い
う
周
辺
住
民
側
の
目
標
を
実
現
さ
せ
て
し
ま
う

（
い
わ
ゆ
る
「
満
足
的
仮
処
分
」）
傾
向
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
、
仮
処
分
命
令
だ
け
で
事
実
上
差
し
止
め
本
案
判
決
と
同
様
の

効
果
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
仮
処
分
の
審
理
が
本
案
審
理
と
同
様
に
長
期
化
し
て
し
ま
う
「
仮
処

分
の
本
案
化
」
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
、
申
立
人
に
実
質
的
に
満
足
的
結
果
が
生
じ
て
し
ま

リスク社会の紛争と法
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う
以
上
、
裁
判
所
が
あ
る
程
度
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
う
え
で
仮
処
分
命
令
を
出
す
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
し
か
し
、
仮
処
分
は
あ
く
ま

で
本
案
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
暫
定
的
・
仮
定
的
性
格
は
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
思
う
に
、「
建
設
工
事
お
よ
び
操
業
差
し
止
め
の
仮

処
分
」
の
申
立
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
の
多
く
は
、
廃
棄
物
処
理
業
者
が
周
辺
住
民
と
の
あ
い
だ
で
設
置
条
件
等
に
つ
い
て
十
分
に
交
渉

し
な
い
ま
ま
に
設
置
許
可
を
取
得
し
、
工
事
に
着
手
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
廃
棄
物
処
理
業
者
が
事
前
に
周
辺
住
民
と

社
会
通
念
上
十
分
と
言
え
る
だ
け
の
交
渉
を
し
た
か
ど
う
か
を
中
心
に
「
保
全
の
必
要
性
」
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
し
、
業
者
と
周
辺
住
民

と
の
交
渉
が
著
し
く
欠
け
る
よ
う
な
場
合
に
は
速
や
か
に
仮
処
分
命
令
を
出
す
こ
と
に
す
れ
ば
、
問
題
は
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
。
実
際
、
債

務
者
（
廃
棄
物
処
理
業
者
）
の
主
観
的
態
様
は
「
保
全
の
必
要
性
」
の
判
断
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
事
情
で
あ
り
、
こ
う
し
た
判
断
は
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
。
他
方
、
業
者
側
が
き
ち
ん
と
周
辺
住
民
と
交
渉
を
は
じ
め
れ
ば
、
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
（
同
法
三
八
条
）
を
認
め

る
こ
と
で
、
仮
処
分
の
暫
定
的
・
仮
定
的
性
格
は
保
持
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
処
理
に
は
、
当
事
者
間
の
交
渉
を
促
進
す
る
効
果
が
あ
り
、
そ

れ
は
周
辺
住
民
の
不
安
や
不
信
感
に
対
す
る
ケ
ア
に
も
有
益
で
あ
ろ
う
。「
満
足
的
仮
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
竹
下
守
夫
／
藤
田

耕
三
編
『
民
事
保
全
法
』、
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
、
三
八
頁
以
下
お
よ
び
四
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
３１
）

政
府
の
規
制
改
革
路
線
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
全
や
予
防
に
関
す
る
規
制
は
急
増
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
の
法
令
デ
ー
タ
提
供
シ
ス
テ
ム
で
「
安
全
・
予
防
」
の
両
方
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
む
法
令
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
（
二
〇
〇
五
年
一
月
五

日
現
在
）
三
三
〇
法
令
が
ヒ
ッ
ト
し
、
こ
れ
を
平
成
元
年
以
降
に
公
布
さ
れ
た
法
令
に
絞
り
込
ん
で
検
索
し
て
も
八
四
法
令
、
平
成
一
〇
年

以
降
に
公
布
さ
れ
た
法
令
に
絞
り
込
ん
で
も
六
六
法
令
が
ヒ
ッ
ト
す
る
（
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
防
衛
上
の
安
全
・
予
防
を
含
む
数
字
で
あ

る
）。

（
３２
）

介
入
的
規
制
は
「
規
制
の
ト
リ
レ
ン
マ
」
と
も
言
う
べ
き
困
難
を
は
ら
ん
で
い
る
。
グ
ン
タ
ー
・
ト
イ
プ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
規
制
の
ト

リ
レ
ン
マ
」
と
は
、
法
が
介
入
的
規
制
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
は
、「
法
と
社
会
の
相
互
無
視
」、「
法
に
よ
る
社
会
の
不
統
合
」、「
社
会
に

よ
る
法
の
不
統
合
」
と
い
っ
た
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
結
局
、「
規
範
の
爆
発
」
と
も
言
う
べ
き
規
制
立
法
の
増
大
を
招

き
、
法
が
だ
れ
に
も
見
渡
せ
な
い
ほ
ど
に
複
雑
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
の
こ
と
で
あ
る
。
実
体
を
見
る
か
ぎ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
公

法
的
規
制
も
ま
た
こ
の
問
題
を
回
避
で
き
て
は
い
な
い
。S

ieh
e

dazu
G

u
n

th
er

T
eu

bn
er,D

as
R

egu
latorisch

e
T

rilem
m

a-
Z

u
r

D
isku

ssion
u

m
post-in

stru
m

en
tale

R
ech

tsm
odelle,in

:
Q

u
ad

ern
iF

ioren
tin

i,
V

ol.13,1984,S
.109

―149.

関
連
す
る
論
文

と
し
て
、
樫
沢
秀
木
「
介
入
主
義
法
の
限
界
と
そ
の
手
続
化
―
『
法
化
』
研
究
序
説
―
」、
三
島
淑
臣
／
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
編
『
法
の
理
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論
１０
』、
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
七
―
一
七
九
頁
を
参
照
。

（
３３
）

ソ
フ
ト
・
ロ
ー
は
、
企
業
法
や
環
境
法
の
領
域
で
最
近
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
お
り
、
東
京
大
学
の
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
国
家
と
市
場
の
相
互
関
係
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
な
ど
で
活
発
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
や
研
究
成

果
な
ど
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.j.u

-tokyo.ac.jp/coelaw
/

（
３４
）

Ｉ
Ｓ
Ｏ(

国
際
標
準
化
機
構In

tern
ation

alO
rgan

ization
for

S
tan

dardization
)

と
は
、
工
業
標
準
の
策
定
を
目
的
と
す
る
国
際

機
関
で
、
各
国
の
標
準
化
機
関
の
連
合
体
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
一
九
四
七
年
に
設
立
さ
れ
、
本
部
を
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
置
い

て
お
り
、
現
在
で
は
一
五
〇
カ
国
ほ
ど
が
加
盟
し
て
い
る
。
な
お
、
日
本
の
加
盟
機
関
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ(

日
本
工
業
標
準
調
査
会Japan

ese

In
du

strial
S

tan
dards

C
om

m
ittee)

で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
概
要
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.iso.org/iso/en

/abou
tiso/in

trodu
ction

/

in
dex.h

tm
l/

（
３５
）

Ｃ
Ｓ
Ｒ(

企
業
の
社
会
的
責
任C

orporate
S

ocial
R

espon
sibility)

に
つ
い
て
は
、
法
律
時
報
七
六
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
一
一

月
号
）
で
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、（
株
）
日
本
総
合
研
究
所
創
発
戦
略
セ
ン
タ
ー
の
運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
上
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
か
ら
最
新
の
情
報
を
収
集
で
き
る：

h
ttp

://w
w

w
.csrjapan

.jp/

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
連
す
る
文
献
と
し
て
、
清

水
克
彦
『
社
会
的
責
任
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』、
共
立
出
版
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

（
３６
）

こ
こ
に
述
べ
た
、
法
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
法
理
論
に
由
来
し
て

い
る
。V

gl.N
iklas

L
u

h
m

an
n

,D
as

R
ech

td
er

G
esellsch

aft,a.a.O
.,245

―256.

邦
訳
二
六
七
―
二
七
九
頁
を
参
照
。

（
３７
）

医
療
の
安
全
の
問
題
を
医
療
ス
タ
ッ
フ
間
、
ス
タ
ッ
フ
・
患
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
捉
え
る
見
方
と
し
て
、
た
と
え

ば
坂
上
正
道
／
村
上
陽
一
郎
「
医
療
の
安
全
学
―
『
患
者
中
心
の
医
療
』
と
し
て
の
安
全
学
―
」、
村
上
陽
一
郎
対
談
集
『
安
全
学
の
現
在
』、

青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
四
―
八
七
頁
を
参
照
。

（
３８
）

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
Ｊ
Ｓ
Ａ
（﹇
財
﹈
日
本
規
格
協
会
）
が
中
心
と
な
り
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
と
し
て
「
苦
情
対
応
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
指
針
」(

規
格
番
号JIS

Z
9920)

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
指
針
は
、
組
織
に
お
け
る
苦
情
の
受
付
か
ら
対
応
の
終
了
に

至
る
プ
ロ
セ
ス
の
苦
情
対
応
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
苦
情
原
因
の
是
正
お
よ
び
予
防
措
置
へ
の
苦

情
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
苦
情
対
応
が
予
防
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
情
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
あ
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ
検
索
か
ら
資
料
を
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ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る：

h
ttp

://w
w

w
.jisc.go.jp/

（
３９
）

こ
う
し
た
問
題
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
有
害
論
を
唱
え
る
論
者
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
濱
野
亮
「
日
本
型

紛
争
管
理
シ
ス
テ
ム
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
論
議
」、
早
川
吉
尚
／
山
田
文
／
濱
野
亮
編
著
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
視
座
』、
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
四

一
―
五
九
頁
は
、
日
本
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
充
が
「
法
の
支
配
」
の
確
立
を
妨
げ
る
方
向
で
悪
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
表
明
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
懸
念
は
、
本
稿
で
の
議
論
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
法
の
「
基
準
」
と
し
て
の
機
能
と
「
交
渉
メ
デ
ィ

ア
」
と
し
て
の
機
能
の
両
立
可
能
性
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
４０
）

行
政
の
担
う
こ
う
し
た
役
割
は
、
行
政
機
関
に
属
す
る
「
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
が
担
う
場
合
が
多
く
、
こ
の
か
ぎ
り
で
、
こ
こ
で
の
議
論

は
次
節
で
論
じ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
役
割
論
と
重
複
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
本
文
中
で
「
行
政
の
役
割
」
と
し
て
念
頭
に

置
い
て
い
る
の
は
「
監
督
行
政
」
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
交
渉
に
よ
る
紛
争
予
防
・
解
決
の
機
能
は
、
監
督
行
政
と
は
異
な
る
独
自
の
機
能
な

の
で
あ
り
、
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
そ
れ
も
含
め
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
の
と
こ
ろ
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

（
４１
）

リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
吉
川
筆
子
『
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
相
互
理
解
と
よ
り
よ
い

意
思
決
定
を
め
ざ
し
て
―
』、
福
村
出
版
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。
た
し
か
に
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
決
定
者
」
と
「
被

影
響
者
」
の
あ
い
だ
の
情
報
の
共
有
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
被
影
響
者
」
に
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
だ
が
、
リ
ス
ク

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
境
界
を
曖
昧
に
し
、「
被
影
響
者
」
が
問
題
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
を
困

難
に
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
決
定
者
」
と
「
被
影
響
者
」
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
乖
離
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
被
影
響
者
」
を
心
情
的
に
「
決
定
者
」
に
近

づ
け
る
効
果
を
も
つ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
被
影
響
者
」
が
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動
の
活
動
主
体
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。「
決
定
者
」

と
「
被
影
響
者
」
と
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
乖
離
は
あ
く
ま
で
見
え
に
く
く
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
の
ち
に
こ
の
乖
離
が
埋

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
発
覚
す
る
と
き
に
は
、「
被
影
響
者
」
の
不
信
感
は
極
大
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、

前
出
小
松
『
リ
ス
ク
論
の
ル
ー
マ
ン
』、
九
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
４２
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
的
基
盤
整
備
が
今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
重
要
な
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基

盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
一
二
日
に
提
出
さ
れ
た
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
」
�
―
第
一
―
８
「
裁
判
外
の
紛
争
解

決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
拡
充
・
活
性
化
」
で
提
言
さ
れ
、
そ
の
後
は
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
に
設
け
ら
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
で
法
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案
等
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
去
る
二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
一
一
月
一
九
日
に
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
」
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/

sih
ou

seido/report/iken
syo/

ま
た
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
に
お
け
る
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
検
討
の
概

要
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/sih

ou
/ken

tou
kai/03

adr.h
tm

l/

（
４３
）

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
『
共
通
的
な
制
度
基
盤
』
整
備
の
問
題
点
―
裁
判
外
紛
争
解
決
の
柔
軟
で
多
様
な
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
―
」、
阪
大
法
学
五
四
巻
三
号
（
大
阪
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
七
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
４４
）

専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
高
橋
裕
「
司
法
改
革
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
位
置
」、
法
と
政

治
五
一
巻
一
号
（
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
三
六
三
―
四
一
六
頁
を
参
照
。
各
種
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

大
川
宏
／
田
中
圭
子
／
本
山
信
二
郎
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
活
用
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
相
談
紛
争
解
決
機
関
ガ
イ
ド
―
』、
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
を
参

照
。

（
４５
）

P
IO

-N
E

T
(

全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ムP

ractifcal
L

ivin
g

In
form

ation
O

n
lin

e
N

etw
ork

S
ystem

)

の

概
要
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照：

h
ttp

://w
w

w
.koku

sen
.go.jp/

（
４６
）

建
設
工
事
紛
争
審
査
会
は
建
設
業
法
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
、
国
土
交
通
省
に
設
け
ら
れ
た
中
央
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
と
、
各
都

道
府
県
に
設
け
ら
れ
た
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
と
が
あ
る
。
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
概
要
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.m

lit.go.jp/

sogoseisaku
/con

st/fu
n

ch
o/fu

n
ch

o.h
tm

/
な
お
、
本
東
真
「
行
政
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
―
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
等
に
つ
い
て
―
」、
小
島
武
司
編

『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
�
』、
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
九
―
一
三
一
頁
を
参
照
。

（
４７
）

公
害
等
調
整
委
員
会
の
概
要
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.sou

m
u

.go.jp/kou
ch

oi/com
plain

t/in
dex.h

tm
l/

（
４８
）

豊
島
産
業
廃
棄
物
不
法
投
棄
問
題
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
廃
棄
物
対
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い：

h
ttp

://w
w

w
.pref.

kagaw
a.jp/h

aitai/tesh
im

a/in
dex.h

tm
/

（
４９
）

製
造
物
責
任
関
連
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
生
活
用
品
Ｐ
Ｌ
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
す
る
論
考
と
し
て
、
た
と
え
ば

三
枝
繁
雄
「
製
造
物
責
任
関
連
の
紛
争
処
理
の
現
状
と
課
題
」、
同
前
小
島
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
�
』、
一
九
五
―
二
二
六
頁
を
参
照
。

医
薬
品
Ｐ
Ｌ
セ
ン
タ
ー
の
概
要
に
つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.fpm

aj.gr.jp/P
L

/pl_idx.h
tm

/

ま
た
化
学
製
品
Ｐ
Ｌ
相
談
セ
ン
タ
ー
の
概
要
に

つ
い
て：

h
ttp

://w
w

w
.n

ikkakyo.org/organ
ization

s/pl_cen
ter/in

dex.ph
p

3/
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（
５０
）

P
IO

-N
E

T

の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
編
『
消
費
生
活
年
報
二
〇
〇
四
』、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、

一
二
頁
以
下
（
�
―
２
「P

IO
-N

E
T

に
み
る
消
費
生
活
相
談
」）
を
参
照
。
な
お
、
同
様
の
分
析
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
読
む
こ
と
が
で
き
る：

h
ttp

://w
w

w
.koku

sen
.go.jp/n

ew
s/data/n

_20040804_4.h
tm

l/
（
５１
）

た
と
え
ば
、
前
出
中
島
／
児
玉
『
ヘ
ル
ス
ケ
ア
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』、
一
四
〇
頁
以
下
を
参
照
。
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