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1
．
は
じ
め
に

　

環
境
問
題
を
扱
う
実
際
の
政
策
場
面
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
意
思
決
定
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
思
決
定
の
判
断
基
準
を
ど
の
よ
う
に
求

め
た
ら
い
い
の
か
、
そ
れ
は
環
境
政
策
や
地
域
開
発
の
歴
史
の
中
で
も
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
政
策
の
立
案
や
実
行
の
際
に
は
、
判
断
基
準
の
一
つ
と

し
て
、
政
策
実
施
に
よ
る
便
益
が
そ
の
費
用
を
上
回
る
べ
き
と
す
る
と
い
っ
た

経
済
学
に
お
け
る
経
済
効
率
性
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
効
率

性
の
み
を
重
視
す
る
現
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
反
省
し
、
便
益
と
費
用
の
配
分

は
公
平
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
公
平
性
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
た
だ
し
、
こ
の
効
率
性
と
公
平
性
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
議

論
が
あ
る
と
共
に
、
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
、
効
率
性
と
公

平
性
は
、
環
境
悪
化
防
止
の
動
機
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と

い
っ
た
理
解
は
十
分
得
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
政
策
の
判
断
基
準
の
一
つ
と
し

て
、
実
際
の
政
策
現
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る

）
1
（

。

　

環
境
悪
化
を
な
ぜ
防
止
す
る
の
か
、
も
し
く
は
開
発
の
中
で
環
境
を
な
ぜ
守

る
の
か
と
い
っ
た
動
機
に
は
、
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
。
環
境
問
題
に
お
い

て
歴
史
的
に
長
く
支
配
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
人
間
中
心
主
義
は
そ
の
一
つ
で

あ
る
が
、
経
済
学
に
お
け
る
効
率
性
基
準
は
人
間
中
心
主
義
、
な
か
で
も
資
源

の
有
効
利
用
の
視
点
を
反
映
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
人
間
中
心
主
義
に
も
、
単
な
る
資
源
の
有
効
利
用
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な

く
、
公
衆
衛
生
や
環
境
の
精
神
的
価
値
な
ど
様
々
な
視
点
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
様
々
な
視
点
を
、
費
用
便
益
分
析
に
代
表
さ
れ
る
経
済
学
に
よ
る
政
策

分
析
手
法
は
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
環
境
正
義
の
考
え
方
は
、
公
平
性
の
議
論
を
生
ん
だ
。
公
平
性
の
議

論
は
、
現
在
生
き
る
人
々
の
間
の
世
代
内
公
平
性
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
将
来

世
代
に
対
す
る
義
務
の
問
題
に
も
及
ん
で
い
る
。
従
来
の
費
用
便
益
分
析
が
持

つ
最
大
の
欠
点
は
、
こ
の
公
平
性
の
議
論
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ

と
だ
っ
た
。
従
来
の
費
用
便
益
分
析
で
は
、
社
会
的
便
益
の
総
額
が
社
会
的
費

用
の
総
額
を
上
回
る
こ
と
を
効
率
的
で
あ
る
と
解
し
、
そ
の
便
益
と
費
用
が
ど

の
よ
う
に
各
主
体
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
分
析
の
範

囲
外
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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本
稿
の
目
的
は
、
主
に
環
境
問
題
に
対
処
す
る
こ
れ
ま
で
の
政
策
現
場
で
、

意
思
決
定
ツ
ー
ル
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
費
用
便
益
分
析
が
、
環
境
悪

化
防
止
を
巡
る
様
々
な
考
え
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
き
た
か
を
、
効
率
性
と

公
平
性
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
実
務
に
お
け
る

費
用
便
益
分
析
の
到
達
点
と
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
倫
理
の
議
論
か
ら
認
識
さ
れ

る
分
析
の
課
題
を
検
討
す
る
。
政
策
の
意
思
決
定
基
準
と
し
て
効
率
性
や
公
平

性
の
み
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
幅
広
く
議
論
さ
れ
て
き
た
環
境
悪
化
防
止
の
考

え
方
の
一
部
し
か
取
り
込
ん
で
い
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
稿
は
、
現
実
の
政
策
現
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る
意
思
決
定
ツ
ー
ル

と
し
て
の
費
用
便
益
分
析
が
、
効
率
性
に
つ
い
て
判
断
材
料
を
与
え
て
い
る
と

い
う
現
実
を
踏
ま
え
、
広
く
議
論
さ
れ
て
き
た
環
境
悪
化
防
止
の
考
え
方
と
、

実
際
の
費
用
便
益
分
析
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
整
理
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い

る
）
2
（

。
そ
の
た
め
、
ま
ず
環
境
問
題
を
防
止
す
る
い
く
つ
か
の
考
え
方
を
整
理
す

る
。
そ
し
て
、
政
策
決
定
の
判
断
材
料
を
提
示
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
費
用
便

益
分
析
に
お
け
る
効
率
性
と
公
平
性
が
、
環
境
倫
理
学
の
議
論
と
ど
の
よ
う
に

整
合
性
を
持
っ
て
い
る
か
を
議
論
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
主
に
日
本
に
お
け
る

環
境
問
題
を
扱
う
政
策
評
価
プ
ロ
セ
ス
で
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
費
用
便
益
分
析

の
実
態
を
解
説
し
、
環
境
悪
化
防
止
の
考
え
方
と
実
際
の
政
策
場
面
に
お
け
る

費
用
便
益
分
析
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
考
察
す
る
。

2
．
人
間
中
心
主
義
に
お
け
る
効
率
性

　

人
間
非
中
心
主
義
と
の
二
項
対
立
図
式
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
人
間
中
心
主

義
に
は
、
人
々
の
公
衆
衛
生
、
生
産
に
お
け
る
資
源
の
有
効
利
用
、
人
間
が
価

値
を
認
め
る
自
然
系
の
維
持
、
環
境
の
精
神
的
価
値
に
基
づ
く
自
然
の
保
護
と

い
っ
た
視
点
が
反
映
さ
れ
て
い
る

）
3
（

。
い
ず
れ
も
自
然
環
境
は
人
間
に
よ
っ
て
利

用
さ
れ
る
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
、
特
に
生
産
に
お

け
る
資
源
の
有
効
利
用
と
い
う
視
点
は
多
く
の
経
済
学
者
が
注
目
し
た
。
こ
の

資
源
の
有
効
利
用
を
強
く
主
張
し
た
の
が
、
米
国
の
ピ
ン
シ
ョ
ー
で
あ
る
。
彼

は
合
衆
国
農
務
省
林
野
部
の
初
代
代
表
で
あ
り
、彼
は
開
発
を
認
め
た
上
で
の
、

天
然
資
源
の
浪
費
を
抑
え
る
保
全
を
主
張
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
第
一
に
開
発

に
つ
い
て
、
い
ま
あ
る
天
然
資
源
の
利
用
は
い
ま
生
き
て
い
る
人
間
に
利
す
る

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
第
二
に
浪
費
の
回
避
こ
そ
が
保
全
で
あ
る
、
第
三
に

天
然
資
源
は
特
定
の
人
間
だ
け
に
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
に
利

す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

）
4
（

。
環
境
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
近
代

経
済
学
者
は
、
環
境
経
済
学
の
構
築
に
お
い
て
自
然
資
源
は
い
か
に
使
わ
れ
る

べ
き
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
経
済
効
率
性
は
、
ピ
ン
シ
ョ
ー
の

主
張
し
た
資
源
の
有
効
利
用
と
い
う
観
点
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

　

環
境
悪
化
を
防
止
す
る
動
機
と
し
て
の
「
人
々
の
公
衆
衛
生
」、「
生
産
に
お

け
る
資
源
の
有
効
利
用
」、「
人
間
が
価
値
を
認
め
る
自
然
系
の
維
持
」、「
環
境

の
精
神
的
価
値
に
基
づ
く
自
然
の
保
護
」
と
い
っ
た
四
つ
の
視
点
は
、
レ
オ
ナ

ル
ド
・
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
が
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
を
元
に
再
整
理
す
れ
ば
、
ま

ず
「
人
々
の
公
衆
衛
生
」
と
い
う
視
点
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
産
業
都
市

で
引
き
起
こ
っ
た
伝
染
病
を
始
め
と
す
る
劣
悪
な
環
境
質
に
遡
る
。
そ
こ
で

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
環
境
を
復
元
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
健
康
を
増
進
さ

せ
、
家
族
関
係
を
強
め
る
。
そ
し
て
何
千
も
の
市
民
を
経
済
生
活
の
本
流
に
乗
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せ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
（
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
一
九
九
七

：

五
）。
こ
の
記
述
で

わ
か
る
よ
う
に
、
都
市
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
環
境
改
善
に
主
眼
を
置
い
て
、

人
間
の
生
活
、
経
済
活
動
の
た
め
に
環
境
悪
化
を
防
止
す
る
、
ま
た
は
改
善
す

る
と
い
う
動
機
が
生
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
、
人
間
の
た
め
の
環
境
と
い
う
立
場

が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
永
明
弘
が
ラ
イ
ト
（L

ight2001: 12

）
の

論
考
と
し
て
、「
従
来
の
ア
メ
リ
カ
の
環
境
倫
理
学
で
は
、「
都
市
」
は
無
視
さ

れ
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
論
者
た
ち
が
文
化
の

相
対
性
を
乗
り
越
え
て
、
文
化
に
よ
ら
ず
自
然
（
と
り
わ
け
「
原
野
」）
の
価

値
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
」
と
紹
介
し
て
い
る
（
吉
永
明
弘

二
〇
〇
八
）。
従
来
の
ア
メ
リ
カ
の
環
境
倫
理
学
が
、
人
間
非
中
心
主
義
と
自

然
の
本
質
的
価
値
に
関
す
る
議
論
に
偏
重
し
て
い
た
際
に
は
、
都
市
は
議
論
の

範
囲
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
都
市
は
経
済
活
動
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た

め
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
公
衆
衛
生
と
い
う
視
点
も
、
経
済
学
に
お
い
て
環
境

を
扱
う
動
機
に
な
り
、
さ
ら
に
環
境
経
済
学
に
お
け
る
効
率
性
が
強
く
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
の
ピ
ン
シ
ョ
ー
が
説
く
「
生
産
に
お
け
る
資
源
の
有
効
利
用
」
に
つ

い
て
は
、
先
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
期
の
環
境
経
済
学
の
成

立
の
背
景
を
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
、
経
済
効
率
性
に
関
心
を
抱
く
経
済
学
者

が
強
く
依
存
す
る
動
機
と
言
え
よ
う
。
ま
た
反
対
に
、
ピ
ン
シ
ョ
ー
ら
自
然
保

護
論
者
ら
は
、
費
用
便
益
分
析
と
い
う
経
済
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
分
析
ツ
ー
ル

と
、そ
こ
に
内
在
す
る
経
済
効
率
性
と
い
う
意
思
決
定
基
準
に
助
け
ら
れ
た（
オ

ル
ト
ラ
ー
ノ
一
九
九
七

：

一
九
）。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
初
め
の
時
点
で
す
で

に
、
米
国
に
お
い
て
洪
水
防
止
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
な
ら
ば
、
見
込
ま
れ
る

支
出
に
勝
る
便
益
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
九
三
六

年
米
国
に
お
け
る
洪
水
管
理
法
の
制
定
以
来
、
費
用
便
益
分
析
の
開
発
と
利

用
は
進
み
、
様
々
な
公
共
事
業
、
環
境
政
策
に
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の

後
、
費
用
便
益
分
析
の
提
唱
者
ら
は
環
境
政
策
や
資
源
計
画
の
適
否
を
判
断
す

る
際
に
は
、
経
済
効
率
性
を
必
ず
考
慮
す
る
よ
う
に
政
策
決
定
者
ら
に
説
き
、

一
九
八
一
年
に
は
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
下
で
、
全
て
の
新
た
な
政
策
に
費
用
便

益
分
析
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　

「
自
然
系
の
維
持
」
と
い
う
視
点
で
は
、
マ
ー
シ
ュ
が
、
自
然
系
が
様
々
な

変
化
か
ら
回
復
す
る
能
力
、
人
間
の
諸
活
動
が
そ
の
安
定
性
、
可
逆
性
を
損
な

い
か
ね
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
人
間
が
環
境
に
も
た
ら
す
悪
影

響
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
り
、
人
間
が
軽
率
な
ま
ま
で
い
る
と
地
球
が
人
間

社
会
を
保
つ
こ
と
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
と
警
告
し
た
（
レ
オ
ナ
ル
ド
一
九
九
七

：

七
）。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
人
間
は
不
可
逆
的
に
自
然
を
壊
す
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
社
会
そ
の
も
の
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
警
告
を
発
し
て
い

る
。
つ
ま
り
は
、
人
間
が
自
然
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
前
提
で
の
警
告
を
発

し
て
お
り
、
道
具
的
価
値
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る

）
5
（

。

　

最
後
に
「
環
境
の
精
神
的
価
値
」
は
、
エ
マ
ソ
ン
や
ソ
ロ
ー
ら
の
超
越
主
義

の
考
え
を
汲
み
、
野
生
生
物
保
護
、
野
生
的
な
自
然
を
喪
失
し
な
い
こ
と
の

必
要
性
の
根
拠
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
考
え
を
引
き
継
い
で
ミ
ュ
ー
ア
と
ピ
ン

シ
ョ
ー
の
、
ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
渓
谷
に
お
け
る
ダ
ム
建
設
を
巡
っ
て
の
論
争

）
6
（

が
多

く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ピ
ン
シ
ョ
ー
が
、
自
然
保
護
の
原
則
と
し

て
人
間
の
経
済
的
利
益
の
た
め
に
自
然
を
合
理
的
に
管
理
し
よ
う
と
し
た
の
に
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対
し
、
ミ
ュ
ー
ア
は
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
自
然
を
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
に

保
持
し
よ
う
と
し
た
。ど
ち
ら
も
自
然
の
保
護
を
主
張
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、

人
間
に
よ
る
利
用
を
ど
ち
ら
も
意
識
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
ミ
ュ
ー

ア
の
立
場
が
人
間
中
心
主
義
か
、
人
間
非
中
心
主
義
か
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
筆
者
は
ミ
ュ
ー
ア
の
求
め
る
審
美
的
価
値
も
広
い
意
味
で
人
間
中
心
主
義

と
し
て
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
。
人
間
中
心
主
義
は
、
自
然
を
道
具
的
価
値
と

み
な
し
、
あ
く
ま
で
人
間
を
中
心
に
考
え
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
の
価
値
と
い

う
側
面
を
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
多
く
は
、
人
間

に
と
っ
て
の
価
値
は
、い
わ
ゆ
る
経
済
的
価
値
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

人
間
に
と
っ
て
の
価
値
は
経
済
的
価
値
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然

を
大
聖
堂
の
よ
う
に
捉
え
、
精
神
的
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
も
、
人
間
に
と
っ

て
の
価
値
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
的
価
値
も
、
後
述
す

る
環
境
経
済
学
で
の
位
置
づ
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
人
間
中
心
主
義
と
対
比
さ
れ
て
き
た
人
間
非
中
心
主
義

は
、
人
間
以
外
の
生
き
物
や
生
態
系
全
体
を
中
心
に
見
る
も
の
で
あ
り
、
本

稿
で
対
象
と
し
て
い
る
経
済
学
に
お
け
る
効
率
性
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
経
済
学
は
、
人
間
の
効
用
や
企
業
の
利
潤
と
い
っ
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し

て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
の
経
済
、
自
然
と
い

う
も
の
の
見
方
を
す
る
。つ
ま
り
、経
済
学
は
人
間
中
心
主
義
の
上
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
人
間
非
中
心
主
義
の
議
論
は
行
わ

な
い
。
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
派
の
環
境
哲
学
、
環
境
倫
理
学
か
ら
す
れ
ば
、

浅
は
か
な
議
論
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
主
眼

を
置
い
て
い
る
現
実
の
環
境
問
題
を
巡
る
意
思
決
定
問
題
と
、
こ
れ
ま
で
議
論

さ
れ
て
き
た
環
境
悪
化
防
止
の
議
論
を
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
そ
の
第
一
歩
と
し

て
、
人
間
中
心
主
義
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

3
．
環
境
正
義
に
お
け
る
公
平
性

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
環
境
正
義
の
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
環
境
正
義
を

取
り
上
げ
る
理
由
は
、
本
論
で
主
眼
を
置
い
て
い
る
政
策
決
定
の
場
面
で
、
し

ば
し
ば
公
平
性
の
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
務
に
お
い
て
定
着
し
つ
つ

あ
る
費
用
便
益
分
析
は
、
経
済
効
率
性
の
基
準
に
は
成
り
う
る
が
、
公
平
性

の
問
題
に
は
何
ら
意
思
決
定
の
判
断
材
料
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ

り
、
そ
れ
で
は
公
平
性
は
意
思
決
定
の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の

か
と
い
う
疑
問
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

環
境
に
何
ら
か
の
影
響
を
も
た
ら
す
事
業
の
費
用
負
担
や
便
益
の
配
分
は
、

し
ば
し
ば
平
等
に
は
な
ら
ず
公
平
性
の
問
題
が
生
じ
る
。
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
は
、

米
国
に
お
け
る
ウ
ォ
ー
レ
ン
郡
で
の
土
壌
汚
染
の
問
題
、
コ
リ
ン
ズ
（C

ollins 

1977

）
の
排
水
処
理
施
設
の
公
的
補
助
が
も
た
ら
し
た
富
の
配
分
の
問
題
、
ハ

リ
ソ
ン
・
ル
ビ
ン
フ
ェ
ル
ド
（H

arrison and R
ubinfeld 1978

）
の
大
気
汚
染

の
問
題
、
環
境
保
護
庁
（
一
九
九
二
）
に
よ
る
鉛
中
毒
に
よ
る
健
康
被
害
の

人
種
と
の
関
連
性
の
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ

）
7
（

、
様
々
な
局
面
に
お
い
て
環
境
正

義
の
問
題
が
現
実
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本

に
お
け
る
代
表
的
な
事
例
と
し
て
は
、
丸
山
徳
次
（
二
〇
〇
四
）
や
生
田
省

悟
（
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
水
俣
病
事
件
の
経
験
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
う

ち
い
く
つ
か
事
例
を
取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
公
平
性
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
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か
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
米
国
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
ウ
ォ
ー
レ
ン
郡
で

の
土
壌
汚
染
の
問
題
は
、
有
毒
な
ポ
リ
塩
化
フ
ェ
ニ
ル
や
P 

C 

B
に
よ
っ
て
、

三
二
、〇
〇
〇
m3

も
の
土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
一
九
八
二

年
、
P 

C 
B
処
分
案
に
対
し
て
ア
フ
リ
カ
系
住
民
が
抗
議
運
動
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
翌
年
、
会
計
検
査
院
が
、
南
部
に
あ
る
民
間
の
有
害
廃
棄
物
処

分
施
設
の
場
所
と
人
種
の
相
関
に
関
し
て
、
東
南
部
八
州
で
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
近
隣
に
有
害
廃
棄
物
処
理
施
設
が
あ
る
四
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
う
ち
三

つ
で
、
黒
人
が
人
口
構
成
の
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
し
て
C 

R 

J
（T

he U
nited C

hurch of C
hrist C

om
m

ission for R
adical 

Justice

）
が
総
合
的
な
調
査
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

が
鉛
、
ペ
ス
ト
、
汚
染
さ
れ
た
魚
な
ど
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
の
結
果
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
環
境
保
護
庁
が
一
九
九
二
年
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
低
所

得
者
が
被
る
環
境
コ
ス
ト
が
、不
当
に
高
い
こ
と
の
証
拠
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
二
年
後
の
一
九
九
四
年
に
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
、「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
住
民
お
よ
び
低
所
得
者
の
環
境
正
義
に
対
処
す
る
た
め
の
連
邦
政

府
の
行
動
」
大
統
領
令
（
一
二
八
九
八
号

）
8
（

）
を
発
令
し
、
市
民
の
健
康
に
か
か

わ
る
重
大
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
消
す
る
よ
う
に
、
諸
官
庁
に
命
じ
た
の
で
あ

る
）
9
（

。
こ
の
経
緯
は
環
境
正
義
を
め
ぐ
る
問
題
と
そ
の
対
処
を
明
ら
か
に
す
る
重

要
な
展
開
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
郡
の
土
壌
汚
染
問
題
で
は
、
そ
の
負

担
に
お
い
て
、
マ
リ
ノ
リ
テ
ィ
が
不
公
平
を
確
か
に
受
け
て
い
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
、
さ
ら
に
政
府
が
環
境
正
義
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
政
策
を
実
施
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

水
俣
病
は
、
第
二
水
俣
病
（
新
潟
水
俣
病
）、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
四
日
市

ぜ
ん
そ
く
と
共
に
、四
大
公
害
病
と
し
て
知
ら
れ
た
最
大
の
公
害
事
件
で
あ
る
。

一
九
五
六
年
に
熊
本
県
水
俣
市
で
発
生
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
こ
の
病
名
の
由

来
で
あ
り
、
水
俣
保
健
所
が
「
原
因
不
明
の
奇
病
発
生
」
と
し
て
水
俣
病
を
公

表
し
、
後
に
水
俣
病
の
「
公
式
確
認
」
と
な
っ
た
。
水
俣
病
の
発
生
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
経
緯
に
は
本
論
で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
生
田

（
二
〇
〇
七

）
10
（

）
が
、
見
舞
金
の
契
約
締
結
に
至
る
経
緯
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、「
一
九
五
九
年
七
月
に
熊
本
大
学
医
学
部
が
水
俣
病
原
因

物
質
を
特
定
し
、
有
機
水
銀
説
を
発
表
し
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
受
け
、
漁
民
被
害
者
、
水
俣
病
患
者
に
よ
る
補
償
要
求
の
運
動
が

高
ま
り
、
自
治
体
へ
の
陳
情
、
チ
ッ
ソ
工
場
正
面
に
お
け
る
座
り
込
み
な
ど
を

含
む
大
き
な
騒
動
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
漁
業
従
事

者
を
中
心
と
す
る
痛
ま
し
い
患
者
の
状
況
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
家
族
も
含
め
て

生
活
を
失
い
、
行
政
を
も
味
方
に
つ
け
た
企
業
の
権
力
と
社
会
的
弱
者
の
対
立

と
い
う
構
図
を
生
ん
だ
。
丸
山
徳
次
は
、
水
俣
病
事
件
を
「
近
代
が
圧
縮
さ
れ

た
」
事
件
と
考
え
、
公
害
を
扱
っ
た
研
究
者
た
ち
は
「
差
別
の
あ
る
と
こ
ろ
に

公
害
が
生
ま
れ
、
公
害
が
差
別
を
さ
ら
に
助
長
す
る
」
こ
と
を
長
ら
く
指
摘
し

て
き
た
と
し
て
い
る

）
11
（

。
さ
ら
に
、
丸
山
は
、「
日
本
の
場
合
、
水
俣
病
を
は
じ

め
と
す
る
公
害
事
件
に
関
し
て
、「
環
境
正
義
」
の
概
念
が
使
用
さ
れ
、
展
開

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
類
似
し
た
「
環
境
権
」
の
議
論

が
な
さ
れ
た
し
、
今
後
を
見
据
え
つ
つ
現
在
か
ら
振
り
返
っ
て
、
環
境
正
義
の

観
点
か
ら
公
害
問
題
を
と
ら
え
返
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る

）
12
（

。

　

以
上
の
事
例
に
見
る
よ
う
に
、
環
境
悪
化
を
も
た
ら
す
者
が
利
益
を
得
る
一

方
で
、
社
会
的
弱
者
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
低
所
得
者
と
い
っ
た
者
に
対
し
て
負
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担
を
強
い
る
と
い
う
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
は
多
い
。公
共
事
業
に
お
い
て
も
、

例
え
ば
道
路
整
備
で
時
間
短
縮
や
費
用
の
節
約
と
い
っ
た
便
益
を
受
け
る
者
が

い
る
一
方
で
、
道
路
沿
線
に
住
居
を
構
え
る
者
が
、
騒
音
被
害
に
悩
ま
さ
れ
る

と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
こ
れ
は
公
平
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
政
策

決
定
に
際
し
て
配
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま

え
る
と
、
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
環
境
の
公
平
性
に
つ
い
て
は
、

二
つ
の
論
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
米
国
の
土
壌
汚
染
問
題
や
日
本
の
水
俣
病
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
貧
困
層
に
過
大
な
環
境
リ
ス
ク
を
負
わ

せ
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
環
境
悪
化
を
防
止
す
る
事
業
、
も

し
く
は
公
共
事
業
の
よ
う
に
、
社
会
的
、
経
済
的
問
題
を
解
消
し
よ
う
と
す
る

と
同
時
に
環
境
悪
化
を
招
く
恐
れ
の
あ
る
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
得
ら
れ
る
便

益
と
か
か
る
費
用
が
公
平
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。

4
．
世
代
間
公
平
性

　

分
配
の
公
正
を
考
え
る
と
き
、
誰
が
何
を
ど
の
程
度
得
る
の
か
と
い
う
議
論

が
必
要
に
な
る
。
こ
の
う
ち
「
誰
が
」
と
い
う
場
合
、
主
に
同
一
世
代
内
の

人
々
を
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
環
境
悪
化
や
防
止
に
つ
い
て
の
政
策
を
考
え

る
際
に
は
、
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
将
来
世
代
の
人
々
に
つ
い
て
も
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
蔵
田
伸
雄
に
よ
れ
ば
、「
世
代
間
倫
理
」
と
は
、「
政
策
や
個
々

人
の
行
為
を
選
択
す
る
際
に
、
未
来
世
代
の
利
益
に
配
慮
す
る
倫
理
」
の
こ
と

で
あ
る
（
蔵
田
伸
雄
二
〇
〇
九

：

八
一
）。
同
時
に
そ
れ
は
、「
未
来
世
代
に
対

す
る
倫
理
」「
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
」「
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
」「
世

代
間
の
公
正
・
平
等
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
類
は
、
産
業
化
、
都
市
化
の
流
れ
と

と
も
に
、
自
然
環
境
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
と
き
に
不
可
逆
的
な
影

響
を
も
た
ら
す
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
る
。
世
代
内
の
公
平
性
に
つ
い
て
論
じ
た

先
の
事
例
で
は
、
主
に
居
住
す
る
地
域
や
人
種
、
所
得
な
ど
の
側
面
に
焦
点
を

あ
て
て
議
論
し
て
き
た
が
、
P 

C 

B
な
ど
自
然
界
に
存
在
し
な
い
合
成
有
機

化
合
物
、
原
子
力
発
電
で
排
出
さ
れ
る
核
廃
棄
物
、
放
射
性
物
質
、
温
室
効
果

ガ
ス
な
ど
を
排
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
未
来
世
代
の
人
々
の
生
活
が
脅
か
さ
れ

る
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
地
域
開
発
で
は
、
将
来
世
代
の
人
々
の
資

源
を
奪
い
、
美
し
い
景
観
を
損
な
う
た
め
に
将
来
世
代
の
人
々
が
そ
れ
を
享
受

で
き
な
く
な
る
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
で
に
マ
ー
シ
ュ

）
13
（

が
そ
の
著
書
「M

an and N
ature: or, P

hysical G
eography as M

odified by 

H
um

an A
citons

」
で
、
人
間
の
活
動
が
安
定
性
、
可
逆
性
を
損
な
う
可
能
性

を
指
摘
し
、
そ
の
振
る
舞
い
の
た
め
に
人
間
社
会
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

世
代
間
倫
理
は
哲
学
の
中
で
、
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る

が
）
14
（

、
世
代
間
倫
理
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
の
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
ロ
ー

ル
ズ
は
、
正
議
論

）
15
（

に
お
い
て
、
社
会
契
約
の
観
点
か
ら
正
義
の
原
理
を
捉
え
て

い
る
が
、
加
え
て
世
代
間
の
公
正
を
正
当
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
全
て
の
人

は
平
等
か
つ
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
住
む
場
所
で
差
別
さ
れ
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
と
の
同
じ
よ
う
に
、
住
む
時
代
に
よ
っ
て
も
差
別
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
ン
プ
ソ
ン
や
パ
ス
モ
ア
が
主
張
す

る
よ
う
に
、
将
来
世
代
に
対
す
る
義
務
を
否
定
す
る
議
論
も
あ
る
。
例
え
ば
、

ト
ン
プ
ソ
ン
は
「
将
来
世
代
、
あ
る
い
は
ま
だ
存
在
し
な
い
世
代
が
私
に
要
求
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し
て
く
る
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
、
パ
ス
モ
ア
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
後
世
が
わ

れ
わ
れ
に
何
を
残
す
こ
と
を
求
め
る
か
が
わ
か
ら
な
い
、
わ
た
し
た
ち
が
努
め

て
何
ら
か
の
犠
牲
を
払
っ
た
と
し
て
も
長
期
的
に
は
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
し

ま
う
」
と
主
張
し
て
い
る

）
16
（

。
確
か
に
将
来
世
代
は
想
像
上
の
も
の
で
あ
り
、
権

利
を
も
つ
こ
と
も
で
き
な
い
。
将
来
世
代
の
存
在
す
ら
不
明
で
あ
る
の
に
、
ま

し
て
や
将
来
世
代
が
何
を
求
め
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
人
々
が

将
来
世
代
の
人
た
ち
の
た
め
に
、
何
を
ど
れ
く
ら
い
我
慢
す
れ
ば
い
い
か
と
い

う
こ
と
も
不
明
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
現
在
世
代
の
義
務
を
正
当
化

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
誰
が
何
を
ど
の
程
度
得
る
の
か
、
ま

た
誰
が
何
を
ど
の
程
度
負
担
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
将

来
世
代
に
対
す
る
倫
理
を
正
当
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

現
世
代
が
環
境
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
将
来
世
代
に
対
し
て
義
務
が
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
哲
学
者
の
間
で
も
実
際
の
政
策
場
面
で
も
支
配
的
で
あ
る

）
17
（

。

そ
れ
は
、
主
に
持
続
的
発
展
の
理
念
と
結
び
つ
く
。
持
続
可
能
な
発
展
の
議
論

の
大
き
な
契
機
に
な
っ
た
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
世
界
委
員
会
（
ブ
ル
ン
ト

ラ
ン
ト
委
員
会
）」
で
は
、持
続
的
発
展
の
定
義
を
「
将
来
世
代
が
求
め
る
ニ
ー

ズ
に
適
う
可
能
性
を
妥
協
す
る
こ
と
な
く
現
在
の
ニ
ー
ズ
を
求
め
て
い
く
こ

と
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
こ
の
現
在
世
代
の
人
々
は
、
基

本
的
に
利
益
を
享
受
す
る
権
利
が
あ
り
、
ト
ン
プ
ソ
ン
や
パ
ス
モ
ア
の
主
張
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
人
に
は
利
益
を
享
受
す
る
権
利
は

無
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
持
続
的
発
展
で
は
将
来

世
代
に
対
す
る
現
在
世
代
の
義
務
の
必
要
性
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

自
体
が
社
会
に
対
し
て
世
代
間
公
平
性
を
考
慮
し
た
政
策
の
必
要
性
を
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

5
． 

政
策
実
務
に
お
け
る
効
率
性
基
準
の
導
入
と
公
平
性
へ
の

対
処―

費
用
便
益
分
析
を
中
心
と
し
て―

　

日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
以
降
、
長
期
的
な
財
政
難
を
背
景
に
主
に

公
共
事
業
の
効
率
化
、
説
明
責
任
、
透
明
性
の
確
保
な
ど
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
九
六
年
一
二
月
に
は
、
行
政
改
革
委
員
会
が
「
行
政
関
与
の
在

り
方
に
関
す
る
基
準
」
を
提
出
し
、
公
共
事
業
の
効
率
性
を
評
価
す
る
手
法
で

あ
る
費
用
便
益
分
析
の
義
務
付
け
が
提
案
さ
れ
た

）
18
（

。
一
方
で
、
開
発
事
業
に
お

け
る
環
境
破
壊
も
大
き
く
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
九
九
五
年
の
長
良

川
河
口
堰
の
ゲ
ー
ト
閉
鎖
、
一
九
九
七
年
の
諫
早
湾
干
拓
事
業
の
堤
防
閉
め
切

り
な
ど
の
問
題
で
は
、
水
質
、
生
態
系
、
地
域
社
会
の
問
題
な
ど
、
環
境
問
題

を
含
む
複
雑
な
議
論
が
な
さ
れ
、
公
共
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
益
々
厳
し
い

も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
、
一
九
九
七
年
当
時
の
橋

本
総
理
大
臣
は
、
公
共
事
業
関
係
省
庁
に
対
し
て
公
共
事
業
の
再
評
価
シ
ス
テ

ム
を
導
入
す
る
と
共
に
、
新
規
事
業
の
採
択
段
階
で
費
用
対
効
果
分
析
を
活
用

す
る
こ
と
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
公
共
事
業
の
評
価
に
費
用
便

益
分
析
を
実
務
と
し
て
取
り
入
れ
る
具
体
的
な
方
法
が
検
討
さ
れ
、
関
係
す
る

各
省
庁
は
事
業
ご
と
の
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
に
至
っ
た
。
公
共
事
業

の
評
価
に
お
け
る
主
な
評
価
対
象
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
「
事
業
目
的
」
に
よ
る

便
益
と
か
か
る
費
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
路
事
業
に
お
い
て
は
、
便
益
評
価

項
目
と
し
て
い
わ
ゆ
る
三
便
益
、
つ
ま
り
走
行
時
間
短
縮
、
走
行
経
費
減
少
、
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交
通
事
故
減
少
の
三
つ
の
効
果
を
金
銭
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
一
方
、

費
用
は
、
道
路
整
備
に
要
す
る
事
業
費
、
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
を
計
上
す

る
こ
と
と
し
、
環
境
に
与
え
る
影
響
は
国
の
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
評
価
対
象

と
な
っ
て
い
な
い

）
19
（

。
事
業
評
価
に
費
用
便
益
分
析
を
採
用
し
、
効
率
性
の
観
点

か
ら
事
業
の
是
非
を
問
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
無
駄
な
公
共
事
業
を
排
除
す

る
上
で
一
歩
前
進
と
言
え
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
道
路
事
業
で
は
、
そ
の
事
業

そ
の
も
の
が
開
発
事
業
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
環
境
悪
化
の
社
会
的
費
用
は

分
析
対
象
の
範
囲
外
と
な
っ
て
い
る
。
道
路
事
業
の
評
価
手
法
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
新
規
事
業
採
択
時
評
価
で
は
、
費
用
便
益
分
析
に
よ
る
効
率
性
チ
ェ
ッ

ク
は
、
事
業
採
択
の
前
提
条
件
の
確
認
時
に
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
費
用
便
益

分
析
は
大
ま
か
に
無
駄
な
投
資
を
排
除
す
る
た
め
の
効
率
性
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て

用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
事
業
の
影
響
や
事
業
の
実
施
環
境
の
把
握
が
細

か
く
行
わ
れ
る
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
い
る
。
効
率
性
チ
ェ
ッ
ク
で
捉
え
き
れ

な
い
事
業
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
主
に
政
策
目
標
に
準
じ
た
影
響
項
目
に
つ
い

て
、
定
性
、
定
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
項
目
と
し

て
挙
げ
て
い
る
視
点
は
、
活
力
、
暮
ら
し
、
安
全
、
環
境
な
ど
で
あ
る
。
道
路

事
業
評
価
手
法
検
討
委
員
会

）
20
（

が
示
し
た
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
れ
ば
、
環
境
に

つ
い
て
は
、
地
球
環
境
の
保
全
と
し
て
、「
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ

れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O

2

排
出
量
」、
生
活
環
境
の
改
善
・
保
全
と
し
て
「
並

行
区
間
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O

2

、
S 

P 

M
排
出
削
減
率
」、
そ
の

他
騒
音
レ
ベ
ル
の
低
減
、
景
観
の
向
上
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

）
21
（

が
、
こ
れ
ら
は
道

路
事
業
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
正
の
影
響
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
開
発

行
為
に
よ
る
自
然
環
境
へ
の
影
響
な
ど
は
評
価
範
囲
に
入
っ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
現
行
の
道
路
事
業
に
お
い
て
は
、
費
用
便
益
分
析
に
よ
る
効
率
性
チ
ェ
ッ
ク

時
だ
け
で
な
く
、
総
合
評
価
の
局
面
に
お
い
て
も
環
境
悪
化
に
対
す
る
配
慮
は

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
道
路
整
備
を
始
め
と
す
る
公
共
事
業
に

お
い
て
環
境
悪
化
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
で
の
意
思
決
定
は
ど
こ
で
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
国
土
交
通
省
道
路
局
が
作
成
し
た
「
高
速
自

動
車
国
道
の
事
業
評
価
手
法―

説
明
資
料

）
22
（

」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
環

境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
。し
か
し
、

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
主
に
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響
を
網
羅
的
に
把
握
し
、

そ
の
影
響
の
度
合
い
を
見
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
効
率
性
の
観
点
で

行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

道
路
事
業
以
外
の
他
の
公
共
事
業
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。栗
山（
二
〇
〇
三
）は
、

日
本
国
内
の
公
共
事
業
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
一
覧
を
示
す
中
で
、
各
事
業
の
評

価
項
目
を
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
環
境
に
関
わ
る
評
価
項
目
と
し
て

は
、
港
湾
事
業
の
「
漁
獲
可
能
資
源
の
維
持
・
培
養
」、
海
岸
事
業
の
「
浸
食

防
止
」、
水
道
事
業
の
「
水
質
改
善
」、
下
水
道
事
業
の
「
水
質
保
全
、
生
活
環

境
の
改
善
」
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
公
共
事
業
で
は
環
境
質
の
改
善
を
便
益

評
価
項
目
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
便
益
が
、
事
業
に
よ
る
環
境
改
善

と
環
境
悪
化
の
差
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
開
発
事
業
に
環
境
悪
化

の
防
止
と
い
う
観
点
が
費
用
便
益
分
析
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
計
算
に
な
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る

）
23
（

。
公
共
事
業
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
役
割
を
論
じ
る
山

田
に
お
い
て
も
、政
策
評
価
と
し
て
の
現
行
の
費
用
便
益
分
析
の
課
題
と
し
て
、

「
貨
幣
換
算
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
環
境
保
全
や
防
災
と
い
っ
た
面
で
の
便
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益
や
不
利
益
（
マ
イ
ナ
ス
の
便
益
）
が
費
用
便
益
分
析
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い

事
業
分
野
が
多
い
が
、
事
業
の
妥
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
、
定
性
的
記
述
で
こ

れ
ら
の
便
益
を
過
度
に
強
調
し
た
り
、
不
利
益
を
無
視
し
た
り
し
て
い
な
い

か
。」
と
懐
疑
的
に
見
て
い
る
（
山
田
宏
二
〇
〇
六
）。
し
か
し
、
こ
の
公
共
事

業
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
環
境
の
損
失
を
貨
幣
価
値
で
定
量
的
に
評
価
し
、
実
際

に
費
用
便
益
分
析
に
含
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
栗
山
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
環
境
破
壊
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
環
境
の
影
響
を

貨
幣
価
値
で
計
測
す
る
こ
と
は
、
公
共
事
業
に
よ
る
環
境
保
全
効
果
を
計
測
す

る
こ
と
以
上
に
方
法
論
上
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
（
栗
山
浩
一
二
〇
〇
三
）。

栗
山
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
海
外
に
お
い
て
も
政
策
に
導
入
さ
れ
て
い
る

の
は
少
数
の
事
例
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
公
共
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
の

政
策
に
環
境
破
壊
の
評
価
を
導
入
す
る
際
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
費
用
便
益
分
析
に
お
い
て
環
境
質
の
影
響
を
定
量
的
に
計

測
す
る
手
法
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
開
発
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は
、
C 

V 

M
、
コ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
法
、
ヘ
ド
ニ
ッ

ク
ア
プ
ロ
ー
チ
、旅
行
費
用
法
な
ど
で
あ
る
。こ
の
う
ち
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
ア
プ
ロ
ー

チ
と
旅
行
費
用
法
は
、
顕
示
選
好
法
と
呼
ば
れ
、
代
替
的
な
市
場
財
の
価
格
を

通
じ
て
計
測
さ
れ
る
た
め
、
計
測
の
精
度
は
比
較
的
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
C 

V 

M
と
コ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
法
は
表
明
選
好
法
と
呼
ば
れ
、
基
本
的

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
市
民
に
対
し
て
直
接
そ
の
価
値
を
尋
ね
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
C 

V 

M
は
手
法
と
し
て
実
施
し
や
す
い
こ
と
も
手

伝
っ
て
実
務
に
お
い
て
も
多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、
計
測
結
果
に
大
き
な
バ
イ

ア
ス
が
含
ま
れ
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
人

間
中
心
主
義
の
議
論
で
取
り
上
げ
た
自
然
の
審
美
的
価
値
に
つ
い
て
も
実
務
上

は
計
測
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
極
め
て
主
観
的
か
つ
人
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
の

あ
る
価
値
評
価
を
、
集
計
値
と
し
て
全
体
の
環
境
破
壊
の
損
失
額
に
用
い
る
こ

と
は
、
十
分
に
注
意
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
評
価
者
の
範
囲
を
ど

こ
ま
で
設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
道
路
事
業
の
評

価
を
費
用
便
益
分
析
に
よ
っ
て
行
う
場
合
、先
に
あ
げ
た
「
走
行
時
間
の
短
縮
」

や
「
走
行
経
費
の
節
約
」
な
ど
の
便
益
は
、
環
境
質
の
評
価
と
比
べ
て
比
較
的

精
度
よ
く
計
測
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
る
建
設
費
用
や

運
営
費
用
は
さ
ら
に
精
度
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
比
較
的
精
度
よ
く
計

測
で
き
る
便
益
と
費
用
に
、
精
度
に
問
題
の
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
環
境
影
響
を

含
め
る
こ
と
は
、
費
用
便
益
分
析
自
体
の
信
頼
性
を
損
な
う
も
の
に
な
り
、
政

府
が
費
用
対
効
果
を
考
え
て
、
効
率
的
に
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
誘
因
さ

え
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
公
共
事
業
の
費
用

便
益
分
析
の
実
態
と
し
て
、
環
境
破
壊
の
損
失
を
計
上
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
、
栗
山
（
二
〇
〇
五
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
研
究
者
が
独
自
に
実
施
し
た
評
価
事
例
と
し
て
、
吉
野
川
河
口
堰
の
影

響
を
計
測
し
た
事
例
で
は
二
六
四
八
億
円
、
藤
前
干
潟
を
評
価
し
た
事
例
で
は

二
九
六
〇
億
円
と
計
測
さ
れ
る
な
ど
、
た
と
え
一
定
の
バ
イ
ア
ス
を
含
ん
で
い

る
と
い
え
ど
も
大
き
な
数
値
で
あ
る
。
大
規
模
な
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
可
能

性
の
あ
る
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
費
用
便
益
分
析
の
枠
外
で
、
主
に
環
境
経

済
学
で
開
発
さ
れ
た
評
価
手
法
を
用
い
て
計
測
し
、
事
業
の
評
価
プ
ロ
セ
ス
に

役
立
て
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
は
、
経
済
効
率
性
の
観
点
か
ら
は
政
策
評
価
の
意
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思
決
定
ツ
ー
ル
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
公
平
性
の
問
題
に
は
有
効

な
判
断
材
料
を
与
え
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
で

見
て
き
た
世
代
内
の
公
平
性
と
世
代
間
の
公
平
性
の
論
点
か
ら
す
る
と
、
費
用

便
益
分
析
の
範
囲
に
お
い
て
は
二
つ
の
対
処
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
集
計

値
と
し
て
の
社
会
的
便
益
と
社
会
的
費
用
を
も
っ
て
、
費
用
便
益
比
や
経
済
的

純
現
在
価
値
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
費
用
と
便
益
の
帰
着
先
を
求
め
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
世
代
内
の
公
平
性
に
対
す
る
何
ら
か
の
示
唆
を
与

え
る
も
の
と
な
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
社
会
的
割
引
率
の
設
定
も
含
む
時
系
列

の
分
析
枠
組
み
の
問
題
へ
の
対
処
で
あ
る
。
費
用
便
益
分
析
で
は
、
政
策
実
行

時
か
ら
将
来
に
か
け
て
の
費
用
と
便
益
に
つ
い
て
、
そ
の
現
在
価
値
を
計
算
す

る
。
つ
ま
り
、
毎
年
発
生
す
る
費
用
と
便
益
に
つ
い
て
割
引
率
を
用
い
て
現
在

価
値
に
換
算
し
た
上
で
総
便
益
と
総
費
用
を
差
し
引
き
、
費
用
便
益
比
や
経
済

的
純
現
在
価
値
を
経
済
効
率
性
と
し
て
、
そ
の
評
価
に
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
際
、
用
い
ら
れ
る
割
引
率
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
べ
き
か
、
ま
た
は
割
引
率

を
用
い
る
こ
と
自
体
に
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
こ
の
割
引
率
で
割
り
引
か
れ
た

評
価
額
は
、
将
来
世
代
の
人
た
ち
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
配
分
を
考
え
て

い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
な
り
、
世
代
間
の
公
平
性
の
問
題
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る
。
二
つ
目
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
務
的
に
も
理
論
的
に
も
極
め
て
難

し
い
議
論
と
な
る
が
、
一
つ
目
の
世
代
内
の
公
平
性
の
問
題
へ
の
対
処
に
つ
い

て
は
、
実
務
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
対
処
例
が
出
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も

の
が
、
森
杉
に
よ
る
便
益
帰
着
構
成
表
の
提
案
で
あ
る

）
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（

。
便
益
帰
着
構
成
表
と

は
、
費
用
便
益
分
析
を
拡
張
す
る
目
的
で
開
発
さ
れ
た
分
析
ツ
ー
ル
で
あ
り
、

そ
の
事
業
の
影
響
項
目
別
に
、
そ
の
帰
着
先
が
主
体
別
に
明
示
さ
れ
る
表
で
あ

る
。
例
え
ば
、
道
路
投
資
で
あ
れ
ば
、
費
用
の
発
生
と
し
て
、
投
資
額
、
運
営
費
、

便
益
の
発
生
と
し
て
、
時
間
短
縮
、
走
行
経
費
節
約
、
財
価
格
の
変
化
、
地
価

の
変
化
、
環
境
へ
の
影
響
な
ど
様
々
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
影
響
を
誰
が
ど
れ
だ

け
得
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
公
共
事
業
に
よ
る
受
益
と
負

担
の
関
係
が
明
確
に
な
り
、
公
平
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
示
唆
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
分
析
ツ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
道
路
事
業
で

あ
る
な
ら
ば
、
S 

C 

G 

E
モ
デ
ル
や
、
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
別
の
便
益
を
明
示
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
地
域
間

の
公
平
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
有
益
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
、
た
と
え
定
量
的
な
評
価
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
環
境
の
影
響
を
誰
が
受
け

る
か
と
い
う
点
を
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
か
ら
定
性
的
に
示
す
こ
と
も

で
き
る
。
上
田
ら
は
、
そ
の
適
用
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
研
究
者
に
よ
る

試
行
的
な
分
析
の
ほ
か
、
実
際
の
公
共
事
業
の
評
価
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

）
25
（

。

こ
の
よ
う
に
、
分
析
ツ
ー
ル
の
開
発
を
行
い
、
従
来
の
費
用
便
益
分
析
で
扱
え

な
か
っ
た
公
平
性
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。6

．
結
論

　

本
稿
で
は
、
主
に
環
境
問
題
に
対
処
す
る
こ
れ
ま
で
の
政
策
現
場
で
、
意
思

決
定
基
準
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
費
用
便
益
分
析
が
、
環
境
悪
化
防
止

を
巡
る
様
々
な
考
え
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
き
た
か
を
、
効
率
性

と
公
平
性
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
環
境
悪
化
の
防
止
を
巡
る
考
え
方
と
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い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
人
間
中
心
主
義
と
そ
れ
を
支
え
る
、「
人
々
の
公
衆
衛

生
」、「
生
産
に
お
け
る
資
源
の
有
効
利
用
」、「
人
間
が
価
値
を
認
め
る
自
然
系

の
維
持
」、「
環
境
の
精
神
的
価
値
に
基
づ
く
自
然
の
保
護
」
と
い
っ
た
視
点
で

あ
る
。
環
境
経
済
学
に
お
け
る
経
済
効
率
性
の
意
義
を
支
え
る
視
点
は
、
こ
の

う
ち
「
人
々
の
公
衆
衛
生
」
と
「
生
産
に
お
け
る
資
源
の
有
効
利
用
」
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
人
間
の
経
済
活
動
に
よ
る
効
用
の
増
大
を
中
心

と
考
え
な
が
ら
も
、
環
境
悪
化
な
ど
の
社
会
的
費
用
を
考
慮
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
費
用
便
益
分
析
の
理
念
に
沿
う
も
の
の
で
あ
る
。
環
境
経
済
学
に

お
け
る
環
境
価
値
の
分
類
で
は
、
自
然
環
境
の
利
用
価
値
に
相
当
す
る
も
の
だ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、「
自
然
系
の
維
持
」「
精
神
的
価
値
に
基
づ

く
自
然
の
保
護
」
と
い
う
観
点
は
、
環
境
価
値
の
分
類
で
は
、
い
わ
ゆ
る
存
在

価
値
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
自
然
環
境
を
直
接
経
済
的
に
利
用
す

る
こ
と
に
よ
る
価
値
で
は
な
く
、
審
美
的
な
価
値
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

存
在
価
値
も
環
境
経
済
学
で
開
発
さ
れ
た
C 

V 

M
な
ど
の
表
明
選
好
法
を
用

い
れ
ば
費
用
便
益
分
析
に
含
め
て
計
測
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
は
可
能
で
あ
る

が
、
実
際
に
実
務
と
し
て
費
用
便
益
分
析
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
、
主
に
そ
の

精
度
の
問
題
か
ら
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

　

公
共
事
業
を
例
に
、
環
境
悪
化
の
防
止
と
い
う
観
点
が
現
実
の
費
用
便
益
分

析
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
費
用
便
益
分
析
で

は
、
公
共
事
業
が
環
境
に
正
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
は
便
益
と
し
て
計
上
し
て

い
る
が
、
環
境
に
負
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
反
映
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
費
用
便
益
分
析
で
は
公
共
事
業
に
よ

る
環
境
悪
化
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
費
用
便
益
分

析
に
よ
る
効
率
性
指
標
は
、
環
境
を
守
る
と
い
う
観
点
で
は
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
現
行
の
日
本
の
制
度
で
は
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と

い
う
究
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
公
平
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
に
は
世
代
内
の
公
平
性
と
、

世
代
間
の
公
平
性
の
問
題
が
あ
り
、
費
用
便
益
分
析
は
、
土
木
計
画
学
で
主
に

開
発
さ
れ
て
い
る
便
益
帰
着
構
成
表
や
S 

C 

G 

E
モ
デ
ル
な
ど
の
提
案
に
よ

り
、
完
全
で
は
な
く
と
も
世
代
内
の
公
平
性
を
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
ツ
ー

ル
開
発
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
一
方
で
、割
引
率
の
設
定
や
、

世
代
を
超
え
る
よ
う
な
長
期
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
精
度
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
十
分
な
議
論
と
理
論
構
築
、
さ
ら
に
分
析
指
標
や
ツ
ー
ル
の
開
発
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
環
境
経
済
学
で
用
い
る
環
境
価
値
の
分
類
で
は
、
将
来
世
代
へ

の
配
慮
は
遺
贈
価
値
に
相
当
し
、
遺
贈
価
値
を
ど
の
よ
う
に
正
確
に
計
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
十
分
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
稿
の
筆
者
は
、
主
に
政
策
立
案
と
評
価
の
現
場
に
立
ち
会
い
つ
つ
、
日
本

で
政
策
評
価
が
制
度
化
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
効
率
性
や
公
平
性
の
観
点
か
ら
、

費
用
便
益
分
析
や
そ
の
他
の
評
価
分
析
の
た
め
の
ツ
ー
ル
を
開
発
し
て
き
た
。

土
木
計
画
学
、
環
境
経
済
学
の
成
果
を
踏
ま
え
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
多

く
の
研
究
者
や
実
務
家
と
行
っ
て
き
た
が
、
現
実
の
政
策
実
務
で
は
、
環
境
悪

化
防
止
の
意
義
を
根
本
か
ら
見
直
し
、
そ
の
理
解
を
十
分
に
行
っ
た
う
え
で
政

策
判
断
を
行
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
現
状
が
あ
る
。
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ

て
、
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
現
実
の
環
境
政
策
を
よ
り
意
味

の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
、
改
め
て
環
境
倫
理
学
、
環
境
法
学
な
ど
と
、
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環
境
経
済
学
、
土
木
計
画
学
な
ど
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ

る
も
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　

筆
者
に
よ
る
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
の
実
務
経
験
と
、
学
識
者
と
し
て
政
策
立
案
現
場

に
立
ち
会
う
な
ど
の
経
験
に
基
づ
く
見
解
で
あ
り
、
多
様
な
環
境
問
題
に
関
わ
る

諸
政
策
の
意
思
決
定
の
場
で
、
効
率
性
と
公
平
性
が
中
心
に
議
論
さ
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
実
際
の
政
策
場
面
で
は
、
そ
も
そ
も
明
確
な
意
思
決
定
基
準
を
持
た
な

い
ま
ま
、
政
策
が
立
案
、
実
行
さ
れ
る
場
面
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
川
良
文

（
二
〇
〇
九
、
三
三
）
で
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
日
本
で
は
二
〇
〇
二
年

に
政
策
評
価
法
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
評
価
手
法
の
一
つ
と
し
て
費
用
便
益
分
析
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
開
発
を
伴
う
政
策
に
お
い
て
は
、
費
用
便
益
分
析
に
お
け
る

効
率
性
基
準
が
一
つ
の
中
心
的
な
意
思
決
定
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
、
実
際
の
意
思

決
定
に
根
付
い
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

（
2
）
　

環
境
問
題
を
扱
う
政
策
決
定
に
お
い
て
、
実
際
の
現
状
に
つ
い
て
は
主
に
日
本
を

例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
費
用
便
益
分
析
は
様
々
な
国
と
地
域
に
お
い
て
活
用
さ
れ

て
い
る
が
、
全
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
そ
の
利
用
の
さ
れ
方
も
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
。
本
稿
は
、
現
実
の
政
策
決
定
に
お
け
る
効
率
性
と
公
平
性
の
取
り

扱
い
を
論
じ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
日
本
の
実
情
で
あ
り
、
し
か
も
開
発

事
業
を
扱
う
費
用
便
益
分
析
を
中
心
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ご
留
意
い
た

だ
き
た
い
。

（
3
）
　

L
eonard O

rtolano, E
nvironm

ental R
egulation and Im

pact A
sseesm

ent, 

1997, 

レ
オ
ナ
ル
ド
・
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
（
著
）、
秀
島
栄
三
（
訳
）、『
環
境
計
画―

政

策
・
制
度
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト―

』、
共
立
出
版
、
二
〇
〇
八
、
四
頁
。

（
4
）
　

こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
、
六
頁
に
お
い
て
詳
し
く
解
説

さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　

オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
で
は
、「
自
然
系
の
維
持
」
を
、
人
間
中
心
主
義
の
視

点
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
中
で
レ
オ
ポ
ル
ド
の
保
全
倫
理
「L

eopold, 

A
, T

he C
onservation E

thic, Journal of Forestry 31(6), 634― 643, 1993

の
記
述

を
紹
介
し
て
い
る
。
レ
オ
ポ
ル
ド
は
土
地
倫
理
で
人
間
非
中
心
主
義
を
主
張
す
る
者

と
し
て
各
所
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
神
埼
が
「
神
埼
宣
次

：

価
値
多
元
主
義
の
下

で
の
非
人
間
中
心
主
義
の
擁
護（
日
本
倫
理
学
会
第
五
九
回
大
会
主
題
別
討
議
報
告
）

―

人
間
中
心
主
義
か
非
人
間
中
心
主
義
か―

」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
オ
ポ
ル

ド
は
、人
間
中
心
主
義
的
な
環
境
保
護
は
不
十
分
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、

彼
自
体
、
人
間
中
心
主
義
要
素
と
人
間
非
中
心
主
義
要
素
の
混
在
が
見
ら
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
本
稿
で
は
人
間
中
心
主
義
と
し
て
の
自
然
系
の
維
持
と
捉
え
る
。

（
6
）
　

安
彦
一
恵
（
二
〇
〇
八
）
で
彼
ら
の
論
争
を
解
説
し
て
い
る
。

（
7
）
　

オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
、
二
七
頁
。

（
8
）
　

E
xecutive O

rder 12898, “ Federal A
ctions To A

ddress E
nvironm

ental 

Justice in M
inority Populations and L

ow
-Incom

e Populations.”

（
9
）
　

オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
10
）
　

生
田
省
悟
（
二
〇
〇
七
）
に
お
け
る
解
説
に
基
づ
く
。

（
11
）
　

丸
山
徳
次
（
二
〇
〇
四
）
の
主
張
に
基
づ
く
。

（
12
）
　

丸
山
徳
次
（
二
〇
〇
九
）
が
、
鬼
頭
秀
一
・
福
永
真
弓
編
『
環
境
倫
理
学
』、
第

四
章
「
公
害
・
正
義
、
環
境
倫
理
学
」
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
。

（
13
）
　

M
arsh

、G
. P. 1964, M

an and N
ature; or P

hysical G
eography as M

odified 

by H
um

an A
ction. N

ew
 York: C

harles S
criner. R

eprint, 1965 (ed. D
. 

L
ow

enthal), B
elknap P

ress of the H
arvard U

niversity P
ress, C

am
bridge, 

M
A

.

（
14
）
　

蔵
田
伸
雄
（
二
〇
〇
九
）
が
、
鬼
頭
秀
一
・
福
永
真
弓
編
、
前
掲
書
、「
五
　

責
任
・

未
来
、
環
境
倫
理
」
に
お
い
て
、
ロ
ー
ト
リ
ー
ア
ン
ド
＆
ロ
ー
ト
リ
ー
一
九
九
九
、

グ
ラ
バ
ー
一
九
九
六
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
一
九
九
三
、
ワ
ー
グ
ナ
ー

一
九
九
三
を
例
に
「
世
代
間
倫
理
は
哲
学
の
な
か
で
も
ひ
と
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。

（
15
）
　

R
aw

ls, J. (1971). A
 theory of justice, C

am
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity 

P
ress.

（
16
）
　

オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
17
）
　

オ
ル
ト
ラ
ー
ノ
、
前
掲
書
、
三
〇
・
三
一
頁
で
「
多
く
の
哲
学
者
ら
は
議
論
と
し

て
次
世
代
へ
の
義
務
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
」「
現
世
代
が
環
境
を
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使
用
す
る
に
際
し
て
、
将
来
世
代
に
向
け
て
一
定
の
制
限
を
負
う
べ
き
義
務
が
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
環
境
政
策
を
立
案
す
る
上
で
の
一
般
常
識
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
18
）
　

森
杉
寿
芳
（
二
〇
〇
二
）、
二
三
頁
。

（
19
）
　

国
土
交
通
省
道
路
局
・
都
市
・
地
域
整
備
局
、『
費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
』、

二
〇
〇
八
年
。

（
20
）
　

道
路
事
業
評
価
手
法
検
討
委
員
会
は
、
平
成
一
五
年
一
月
に
国
土
交
通
省
道
路
局

に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
あ
り
、「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業

採
択
時
評
価
実
施
要
領
（
平
成
一
三
年
事
務
次
官
通
達
）」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
道

路
事
業
に
係
る
「
事
業
種
別
ご
と
の
評
価
手
法
の
策
定
・
改
善
」
に
あ
た
り
助
言
・

検
討
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
五
年
八
月
に
客
観
的
評
価
指
標
と
費
用
便

益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
を
提
示
し
て
い
る
。

（
21
）
　

国
土
交
通
省
道
路
局
、『
客
観
的
評
価
指
標
』、http://w

w
w

.m
lit.go.jp/road/ir/

hyouka/plcy/kijun/kyakkan.pdf

、
二
〇
一
一
年
五
月
二
九
日
確
認
。

（
22
）
　

国
土
交
通
省
道
路
局
、『
高
速
自
動
車
国
道
の
事
業
評
価
手
法―

説
明
資
料
』、

二
〇
〇
三
年
で
は
、「
評
価
対
象
区
間
は
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施
済
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
自
然
環
境
・
生
活
環
境
へ
の
負
の
影
響
は
考
慮
し
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
23
）
　

こ
こ
で
「
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
細
か
く
そ

の
事
業
種
類
別
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
網
羅
的
に
解
釈
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
い
実
態
の
究
明
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
24
）
　

森
杉
寿
芳
（
一
九
九
七
）
に
そ
の
詳
細
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
　

上
田
孝
行
・
高
木
朗
善
・
森
杉
壽
芳
・
小
池
淳
司
（
一
九
九
九
）
で
解
説
さ
れ
て

い
る
。
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