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ね
ず
み
年
に
は
、
い
つ
も
何
か
し

ら
の
災
害
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

ら
し
い
が
、
2
0
2
0
年
の
今
年
は

コ
ロ
ナ
旋
風
に
振
り
回
さ
れ
、
す
っ

か
り
生
活
習
慣
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
方
々
も
お
ら
れ
る
よ
う
な
ご
時
世

に
！日

常
的
に
マ
ス
ク
生
活
が
当
た
り

前
に
な
り
、
顔
半
分
が
見
れ
な
い
昨

今
で
は
、
対
面
し
て
い
る
人
が
ど
の

よ
う
な
表
情
を
し
て
い
る
の
か
が
伺

い
に
く
く
そ
の
人
の
品
格
も
読
み
取

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

本
来
、
会
話
は
言
葉
だ
け
の
内
容

を
把
握
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人

の
表
情
や
顔
か
ら
発
す
る
気
配
？
み

た
い
な
も
の
か
ら
も
発
言
し
て
い
る

訳
で
あ
り
、
ま
し
て
や
オ
ン
ラ
イ
ン

と
も
な
る
と
そ
の
気
配
も
ほ
と
ん
ど

感
じ
ら
れ
ず
に
会
話
を
す
る
状
況
に

陥
っ
て
お
り
ま
す
。

マ
ス
ク
を
し
て
い
て
も
口
か
ら
災

い
が
出
て
い
き
、
口
か
ら
災
い
が
入
っ

て
く
る
。
い
か
に
口
の
使
い
方
が
大

切
か
を
身
に
染
み
て
心
に
留
め
置
き

た
い
も
の
で
す
ね
！

以
前
、
口
の
機
能
の
一
つ
と
し
て

会
話
を
す
る
、
発
音
す
る
機
能
を
上

げ
ま
し
た
が
、
口
の
形
も
ま
た
、
表

情
を
顕
著
に
現
わ
し
ま
す
。
唇
を
と

ん
が
ら
せ
て
い
れ
ば
、
拗
ね
て
い
る

状
態
だ
っ
た
り
、
へ
の
字
の
形
に
な
っ

て
い
れ
ば
つ
ま
ん
な
そ
う
な
気
分
や

不
満
の
感
情
を
持
っ
て
い
た
り
、
ぎ
ゅ
っ

と
く
い
し
ば
っ
て
い
れ
ば
怒
っ
て
い

た
り
、
片
方
の
口
角
が
あ
が
っ
て
い

た
ら
、
悪
だ
く
み
を
考
え
て
い
る
と

い
う
よ
う
に
、
人
の
心
根
が
見
え
隠

れ
し
て
い
ま
す
。

表
情
だ
け
で
な
く
、
病
気
の
観
点

か
ら
い
っ
て
も
口
を
し
っ
か
り
閉
じ

て
い
れ
ば
、
口
腔
内
は
常
に
潤
っ
て

お
り
歯
周
病
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感

染
症
に
か
か
り
に
く
く
な
り
、
ま
た
、

虫
歯
に
も
な
り
に
く
い
傾
向
と
な
り

ま
す
。
更
に
、
永
久
歯
と
の
は
え
代

わ
り
の
時
期
に
普
段
し
っ
か
り
と
口

元
を
（
そ
の
時
に
歯
は
咬
み
合
っ
て

い
な
く
て
良
い
）
閉
じ
て
い
れ
ば
歯

並
び
も
整
い
や
す
く
、
普
段
お
口
を

ポ
カ
ン
と
開
い
て
い
る
子
供
に
比
べ

て
、
お
顔
全
体
が
し
ま
り
の
あ
る
顔

に
な
り
、
脳
に
い
く
酸
素
供
給
量
も

多
く
な
る
の
で
お
勉
強
の
理
解
力
や

記
憶
力
な
ど
も
高
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

口
は
呼
吸
を
す
る
為
の
器
官
で
は

な
い
の
で
、
口
呼
吸
を
し
て
い
る
と

色
々
な
弊
害
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま

す
。
本
来
の
呼
吸
器
官
で
あ
る
鼻
を

マ
ス
ク
で
覆
っ
て
し
ま
う
と
、
フ
ィ

ル
タ
ー
で
あ
る
鼻
毛
が
発
育
し
に
く

く
な
り
、
免
疫
力
も
60
％
落
ち
て
し

ま
う
と
の
こ
と
で
す
。
マ
ス
ク
の
使

い
方
と
し
て
は
、
口
の
み
を
マ
ス
ク

で
覆
っ
て
飛
沫
予
防
を
し
、
鼻
は
マ

ス
ク
で
覆
わ
ず
に
出
し
て
鼻
呼
吸
を

す
る
こ
と
が
健
康
的
な
マ
ス
ク
の
使

い
方
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

〈
と
も
り
〉

紫
式
部
日
記
Ⅱ

紫
式
部
（
9
7
3
～
1
0
1
4

頃
）
は
20
代
後
半
、
藤
原
宣
孝
と

の
間
に
一
女
を
儲
け
る
も
３
年
後

に
死
別
、
そ
の
悲
嘆
の
中
で
源
氏

物
語
の
執
筆
を
始
め
た
と
い
い
ま

す
。
そ
の
評
判
を
聞
き
つ
け
た
道

長
に
抜
擢
さ
れ
、
一
条
天
皇
の
女

御
彰
子
付
き
の
女
房
と
し
て
後
宮

に
上
り
ま
し
た
。
源
氏
物
語
を
好

ん
だ
一
条
が
「
こ
の
人
は
日
本
紀

を
こ
そ
読
み
給
ふ
べ
け
れ
。
誠
に

才
あ
る
べ
し
」
と
評
し
た
こ
と
を

式
部
は
日
記
に
記
し
ま
す
。
き
っ

と
最
高
の
名
誉
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
同
僚
の
女
房
達
は
そ

れ
ぞ
れ
「
で
き
る
女
」
ば
か
り
。

学
才
を
鼻
に
か
け
て
い
る
と
か
、

「
日
本
紀
の
御
局
」
と
揶
揄
さ
れ

ま
す
が
、
実
家
の
侍
女
に
さ
え
隠

す
く
ら
い
な
の
に
宮
仕
え
の
場
所

で
学
才
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
す
る

も
の
で
す
か
。
「
い
と
を
か
し
く

ぞ
侍
る
」
と
式
部
は
反
論
し
て
い

ま
す
。

子
供
の
と
き
弟
の
式
部
丞
が
漢

籍
を
読
ん
で
い
る
横
で
弟
よ
り
覚

え
が
速
い
式
部
に
、
父
は
「
男
子

に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
な
か
り
け

れ
」
と
嘆
き
ま
し
た
。
男
で
さ
え

学
識
ぶ
る
人
は
栄
達
し
な
い
と
聞

い
て
か
ら
は
、
「
一
と
い
う
漢
字

も
書
け
な
い
」
と
学
才
を
隠
す
所

作
が
処
世
術
と
な
っ
て
い
た
式
部

で
す
。

藤
原
権
勢
は
「
で
き
る
女
」
式

部
に
は
二
重
の
ガ
ラ
ス
の
天
井
で

し
た
。
女
性
で
あ
る
と
い
う
壁
と
、

彰
子
に
体
現
さ
れ
て
い
る
身
分
の

壁
。
間
近
に
見
え
て
い
る
の
に
上

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
は
ば
ま
れ

た
鬱
屈
し
た
思
い
が
式
部
を
閉
じ

こ
め
て
い
き
ま
す
。

日
記
後
半
は
日
記
的
部
分
と
消

息
文
的
部
分
と
あ
り
ま
す
が
、
女

房
達
や
和
泉
式
部
、
清
少
納
言
な

ど
へ
の
観
察
や
批
評
を
流
麗
に
書

き
連
ね
る
一
方
、
心
の
中
で
思
っ

て
い
る
こ
と
と
違
う
表
情
を
し
て

ぼ
ん
や
り
し
た
人
間
の
よ
う
に
振

る
舞
う
自
分
へ
の
内
省
が
深
ま
っ

て
い
き
ま
す
。
元
来
「
埋
も
れ
木

を
折
り
入
れ
た
」
か
の
引
っ
込
み

思
案
で
し
た
が
、
世
界
が
美
し
い

ほ
ど
振
返
る
我
が
身
が
惨
め
に
な

る
。
「
自
分
の
位
置
は
こ
こ
だ
、

こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
な
！
」
そ
れ

で
も
な
お
、
書
け
る
自
分
が
こ
こ

に
あ
る
。
惨
め
さ
を
言
葉
に
託
す

こ
と
で
切
れ
ぎ
れ
の
プ
ラ
イ
ド
は

少
し
は
息
を
吹
き
返
し
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

1
0
0
8
年
彰
子
19
歳
、
一
宮

誕
生
で
始
ま
っ
た
日
記
は
、
翌
年

生
ま
れ
た
二
宮
の
晴
れ
や
か
な
50

日
祝
い
の
記
事
で
静
か
に
独
り
言

の
筆
を
置
き
ま
す
。

利
発
だ
っ
た
教
え
子
の
彰
子
は

一
条
亡
き
後
、
1
0
1
2
年
に
皇

太
后
、
1
0
1
8
年
に
太
皇
太
后

と
な
り
、
道
長
在
世
中
は
弟
の
摂

政
関
白
頼
通
と
三
人
で
、
1
0
2

7
年
道
長
死
後
は
二
人
で
政
権
の

中
枢
に
居
続
け
、
子
の
後
一
条
、

後
朱
雀
、
甥
の
後
冷
泉
、
孫
の
後

三
条
が
次
々
と
先
立
っ
た
の
ち
、

1
0
7
4
年
に
87
歳
で
そ
の
生
涯

を
終
え
ま
し
た
。
式
部
の
想
像
力

を
遙
か
に
超
え
た
ガ
ラ
ス
の
天
井

の
上
で
。

40
歳
過
ぎ
ま
で
生
き
た
と
さ
れ

る
式
部
は
、
彰
子
の
人
生
の
ど
の

辺
り
ま
で
知
り
得
た
の
で
し
ょ
う
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

大
正
十
一
年
、
八
十
八
歳
の
バ
ラ

先
生
は
、
在
日
六
十
年
の
後
、
「
ま

た
す
ぐ
帰
っ
て
き
ま
す
」

と
い
い
残
し
て
郷
里
へ

立
た
れ
た
が
、
そ
の
時
、

私
と
と
も
に
山
の
家
の

祖
母
を
訪
れ
、
小
さ
な

白
紙
に
包
ん
だ
物
を
手

渡
し
て
い
か
れ
た
。

祖
母
が
て
い
ね
い
に

ひ
ら
い
て
み
る
と
、
出

て
き
た
の
は
老
バ
ラ
さ

ん
の
写
真
で
あ
っ
た
。

汽
船
が
横
浜
を
出
て
い

く
時
、
老
バ
ラ
さ
ん
は

甲
板
の
手
す
り
に
つ
か

ま
っ
て
、
長
身
を
乗
り

出
し
、
「
お
う
、
ニ
ッ

ポ
ン
ー

ニ
ッ
ポ
ン
ー
」

と
、
鼻
み
ず
と
涙
に
む

せ
び
な
が
ら
、
別
れ
を

告
げ
て
い
た
そ
う
だ
。

ち
ょ
う
ど
乗
り
合
わ
せ
た
服
部
純
雄

さ
ん
か
ら
、
そ
の
時
の
様
子
を
詳
し

く
知
っ
た
の
で
私
は
後
に
『
バ
ラ
さ

ん
の
思
い
出
』
と
い
う
短
篇
童
話
の

中
で
そ
の
話
を
書
い
た
。

「
ま
た
、
す
ぐ
帰
っ
て
き
ま
す
」

と
い
い
残
し
て
い
っ
た
老
バ
ラ
さ
ん

は
米
本
国
へ
上
陸
後
、
郷
里
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
ヘ
の
旅
の
途
中
、
天
に
召
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
が
家
の
バ
ラ
さ
ん
の
椅
子
も
、

長
い
間
私
た
ち
の
お
も
ち
ゃ
に
な
っ

て
い
た
が
、
し
だ
い
に
籐
も
や
ぶ
れ
、

脚
も
折
れ
て
、
い
つ
か
姿
を
消
し
て

し
ま
っ
た
。

祖
母
の
手
に
残
し
て
い
か
れ
た
老

バ
ラ
さ
ん
の
写
真
も
、
赤
茶
色
に
薄

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
日
も

な
お
私
の
そ
ば
に
あ
っ
て
、
無
言
の

微
笑
み
を
失
わ
ず
に
い
る
。

10

コ
ロ
リ
事
件
と
伊
藤
先
生

祖
父
市
兵
衛
は
バ
ラ
博
士
に
出
会
っ

て
か
ら
八
年
目
の
明
治
十
六
年
に
洗

礼
を
受
け
た
が
、
そ
の
間
ダ
ッ
チ
・

リ
フ
オ
ー
ム
ド
教
会
は
博
士
の
助
手

伊
藤
藤
吉
先
生
を
当
地
に
常
駐
さ
せ

て
、
求
道
者
た
ち
の
指
導
と
訓
練
に

当
ら
せ
た
。

伊
藤
先
生
は
浜
松
の
出
身
で
、
横

浜
の
ブ
ラ
オ
ン
塾
で
英
語
を
学
ぶ
間

に
入
信
し
た
青
年
だ
っ
た
が
、
バ
ラ

先
生
の
助
手
と
し
て
献
身
す
る
う
ち

に
深
い
感
化
を
受
け
た
、
い
わ
ば
バ

ラ
先
生
直
伝
の
実
践
的
直
接
伝
道
者

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
信
徒
も
求

道
者
も
非
常
に
親
し
い
家
族
的
な
恩

愛
を
感
じ
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三
嶋
大
社
々
頭
の
路
傍
説
教
騒
動

で
、
ヤ
ソ
排
撃
の
群
衆
か
ら
、
ま
る

で
ス
テ
パ
ノ
の
よ
う
な
石
撃
ち
の
難

に
逢
わ
さ
れ
か
か
っ
た
こ
の
宣
教
者

た
ち
が
、
そ
れ
か
ら
八
年
の
後
に
同

じ
町
の
中
に
、
小
さ
い
な
が
ら
も
、

自
己
革
新
の
光
明
を
求
め
る
人
び
と

の
た
め
に
寄
り
合
う
所
が
与
え
ら
れ

た
の
に
は
、
こ
の
伊
藤
藤
吉
夫
妻
と

い
う
誠
実
真
摯
な
実
践
的
伝
道
者
の

力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
年
）
に
こ
の
地
方
を
襲
っ

た
コ
ロ
リ
事
件
で
あ
る
。
コ
ロ
リ
と

は
コ
レ
ラ
の
こ
と
だ
が
、
こ
ろ
り
こ

ろ
り
と
死
ん
で
し
ま
う
の
で
住
民
は

一
大
恐
慌
を
来
た
し
た
の
だ
が
、
そ

の
最
中
、
「
コ
ロ
リ
は
ヤ
ソ
が
持
っ

て
き
た
厄
病
だ
！
」
と
い
う
流
言
が

飛
び
、
つ
い
に
は
死
者
を
置
き
去
り

に
し
た
ま
ま
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う

家
族
た
ち
さ
え
現
わ
れ
る
有
様
に
な
っ

た
。と

こ
ろ
が
、
伊
藤
先
生
は
横
浜
六

八
番
館
か
ら
「
コ
レ
ラ
・
ミ
ク
ス
チ
ュ

ア
」
な
る
薬
を
持
っ
て
き
て
、
進
ん

で
病
人
の
看
護
に
当
る
や
ら
、
世
話

を
す
る
人
も
な
い
遺
体
を
信
徒
た
ち

と
と
も
に
焼
き
場
に
運
ぶ
や
ら
懸
命

の
奮
闘
を
し
た
の
で
、
町
の
人
び
と

に
も
ヤ
ソ
の
正
体
が
し
だ
い
に
判
り

始
め
て
き
た
。

な
お
、
こ
の
「
ミ
ク
ス
チ
ュ
ア
」

と
い
う
薬
を
手
に
入
れ
た
の
は
カ
ナ

ダ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
ミ
ー
チ
ャ
ム
宣

教
師
の
お
蔭
で
、
こ
の
先
生
は
沼
津

で
青
年
時
代
の
江
原
素
六
先
生
に
洗

礼
を
授
け
た
方
で
あ
る
と
、
伊
藤
先

生
か
ら
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
話
を
私
は
幼
時
か
ら

よ
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
町

を
歩
い
て
い
る
時
、
う
し
ろ
の
方

か
ら
、
「
ヤ
ソ
ー

味
噌
！

鉄

火
味
噌
！
」
な
ど
と
か
ら
か
わ
れ

て
も
、
一
向
恥
ず
か
し
い
と
は
思

わ
ず
、
む
し
ろ
犬
の
遠
吠
え
同
然

と
聞
き
流
す
こ
と
が
で
き
た
。

三
島
教
会
が
正
式
に
誕
生
し
た

の
は
、
こ
の
コ
ロ
リ
事
件
の
翌
年
、

明
治
十
六
年
一
月
四
日
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
時
に
祖
父
の

受
洗
の
日
で
あ
っ
た
の
だ
。（続

く
）

大
岡

信

大
岡
信
略
歴

1
9
3
1
年
三
島

町
奈
良
橋(

現
三

島
市
中
田
町)

生

ま
れ
。
南
小
学
校
、

旧
制
沼
津
中(

現

沼
津
東
高
校)

を

経
て
一
高
、
東
大
文
学
部
に
進
学
。
日
本
を
代

表
す
る
詩
人
。
2
0
0
3
年
文
化
勲
章
を
受
賞
。

東
京
芸
大
名
誉
教
授
。
2
0
1
7
年
逝
去
、
享

年
86
歳
。

三
島
市
に
は
「
大
岡
信
こ
と
ば
館
」
と
い
う

記
念
館
が
あ
っ
た
が
、
2
0
1
7
年
に
閉
館
。

資
料
は
彼
の
関
係
し
た
大
学
で
保
管
さ
れ
て
い

る
。三

島
市
に
は
桜
川
沿
い
に
三
島
に
関
心
を
寄

せ
た
日
本
の
作
家
の
碑
が
な
ら
ん
で
い
る
が
、

1
番
目
の
碑
が
大
岡
信
で
あ
る
。
代
表
作
「
故

郷
の
水
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
冒
頭(

本
紙
51

号
に
掲
載)

が
刻
ま
れ
て
い
る
。
尚
、
代
表
的

な
著
作
に
「
折
々
の
う
た
」
等
が
あ
る
。

「故
郷
の
水
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」（
冒
頭
部
分
）

地
表
面
の
七
割
は
水

人
体
の
七
割
も
水

わ
れ
わ
れ
の
最
も
深
い
感
情
も
思
想
も

水
が
感
じ
水
が
考
へ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い

こ
の
地
下
か
ら
奔
騰
す
る
湧
水
群
は

お
の
も
お
の
も
管
の
パ
ル
ス
で
生
き
て
ゐ
る
一

切
の

地
上
の
有
機
生
命
体
の

む
さ
ぼ
る
べ
き
最
初
の
吸
ひ
ロ

こ
の
吸
ひ
ロ
に
命
を
得
て

ア
マ
ゴ

ア
ユ
カ
ケ

ア
ユ
光
り
・
・
・
。

大
岡
信
詩
集
最
終
回

郷
土
の
文
学
碑
（19
）

小出正吾回想録(9)
コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

Ⅴ

マ
ス
ク
と
歯
科
医

「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

With

2
0
2
0
年
11
月
20

日
、(

1)

原
告
訴
訟

代
理
弁
護
士
花
垣
存
彦

氏
に
よ
る
「
裁
判
の
争

点
と
経
過
」
、(

2)

タ
ウ
ン
ク
リ
エ
イ
タ
ー
、

都
市
交
通
問
題
研
究
者

松
村
み
ち
子
氏
に
よ
る

「
沼
津
の
街
つ
く
り
に

鉄
道
高
架
は
必
要
か
」
、

(

3)

原
告
訴
訟
代
理

人
の
代
表
弁
護
士
海
渡

雄
一
氏
に
よ
る
「
裁
判

で
と
わ
れ
る
沼
津
の
街

つ
く
り
の
あ
り
方
」
に

つ
い
て
の
講
演
・
報
告

会
が
沼
津
文
化
セ
ン
タ
ー

小
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
参
加

人
数
が
心
配
さ
れ
た
が

予
想
以
上
の
約
1
8
0
人
が
会
場
に

つ
め
か
け
た
。

こ
の
訴
訟
は
2
0
1
6
年
9
月
、

「
沼
津
駅
付
近
鉄
道
高
架
事
業
」
に

つ
い
て
都
市
計
画
法
に
基
つ
く
事
業

の
認
可
に
つ
い
て
、
事
業
認
可
の
無

効
確
認
、
取
消
及
び
収
用
裁
決
の
事

前
差
止
を
請
求
す
る
訴
訟
で
始
ま
り
、

5
年
の
歳
月
を
経
過
し
、
今
年
12
月

24
日
、
判
決
日
を
迎
え
る
。

当
初
、
開
か
ず
の
踏
切
の
解
消
が

目
的
で
あ
っ
た
が
、
今
や
渋
滞
は
ほ

と
ん
ど
起
き
て
お
ら
ず
、
当
局
は

「
駅
周
辺
の
活
性
化
」
と
い
い
だ
し

て
い
る
。
国
の
負
担
6
0
9
億
、
県

1
8
5
億
、
市
3
8
3
億
、
計
1
1

7
7
億
円
の
巨
額
の
費
用
。
い
つ
ま

で
も
古
い
資
料
の
ま
ま
で
、
時
代
の

流
れ
を
見
て
い
な
い
姿
は
お
か
し
い

の
で
あ
る
。

人
口
減
少
（
減
少
率
は
近
隣
の
市

町
村
の
中
で
最
高
）
、
少
子
高
齢
化
、

毎
年
度
の
事
業
費
支
出
を
抑
制
せ
ざ

る
を
得
な
い
、
国
や
県
の
財
政
悪
化

に
加
え
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
こ
の

開
発
が
強
行
さ
れ
れ
ば
市
、
県
の
財

政
が
破
綻
し
、
福
祉
、
子
育
て
な
ど

の
生
活
関
連
予
算
に
影
響
す
る
。
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、
若
い
世
代
は

周
辺
自
治
体
に
逃
げ
出
し
、
市
の
経

済
の
衰
退
が
起
き
る
こ
と
を
知
る
べ

き
で
あ
る
。

南
北
分
断
の
解
消
な
ら
ば
、
沼
津

と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
小
田
原
市
が
行
っ

た
自
由
通
路
を
参
考
に
し
た
い
。
駅

前
の
活
性
化
な
ら
ば
短
期
間
（
県
内

の
多
数
の
駅
で
3
年
）
で
施
工
で
き

費
用
が
、
藤
枝
駅
の
場
合
、
27
億
円

で
済
ん
だ
事
は
参
考
に
な
る
。
今
、

最
優
先
で
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、

三
島
駅
南
口
に
あ
る
市
営
？
駐
車
場
、

三
島
市
土
地
開
発
公
社
の
所
有
地
で
あ

る
が
、
20
数
年
前
、
国
鉄
清
算
事
業
団

か
ら
買
い
取
っ
た
土
地
で

あ
る
。
現
在
、
駐
車
場
と

し
て
利
用
さ
れ
て
、
民
間

会
社
の
タ
イ
ム
ス
が
管
理

し
運
営
し
て
い
る
。

こ
の
駐
車
料
金
は
、
今

ま
で
30
分
1
1
0
円
、
1

時
間
2
2
0
円
で
あ
っ
た
。

駅
に
接
し
て
便
利
が
良
く
、

多
く
の
市
民
が
利
用
し
て

い
る
。
事
業
収
益
は
年
間

1
億
円
近
い
と
言
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
駐
車

場
が
、
去
る
10
月
20
日
か

ら
、
突
然
、
何
の
前
触
れ

も
な
く
２
倍
の
値
段
に
跳

ね
上
が
っ
た
。
１
時
間
で

4
4
0
円
、
三
島
の
街
中

で
は
い
か
に
も
高
過
ぎ
の

感
が
強
い
。

10
月
23
日
、
小
銭
は
4
0
0
円
し
か

な
か
っ
た
が
、
1
時
間
弱
な
の
で
、
い

つ
も
の
よ
う
に
気
軽
に
止
め
た
。

と
こ
ろ
が
駐
車
場
か
ら
出
る
時
に
、

て
っ
き
り
1
時
間
2
2
0
円
と
ば
か
り

と
思
い
、
3
0
0
円
投
入
し
て
も
ゲ
ー

ト
が
開
か
な
い
。
ゲ
ー
ト
が
壊
れ
て
い

る
と
ば
か
り
思
い
、
後
続
の
車
に
迷
惑

を
か
け
な
が
ら
万
札
を
崩
し
に
行
っ
た
。

帰
宅
後
、
タ
イ
ム
ス
に
電
話
し
て
ゲ
ー

ト
が
壊
れ
て
い
て
2
2
0
円
の
駐
車
料

金
が
倍
の
4
4
0
円
取
ら
れ
た
と
抗
議

の
電
話
を
掛
け
た
と
こ
ろ
、
10
月
20
日

か
ら
倍
に
値
上
が
っ
た
こ
と
を
は
じ
め

て
知
っ
た
。

後
日
、
市
役
所
に
電
話
し
て
確
認
し

た
ら
、
あ
の
駐
車
場
は
市
が
や
っ
て
い

る
訳
で
は
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
と
い

う
。
「
市
営
駐
車
場
」
と
い
う
か
ら
に

は
民
間
に
管
理
を
委
託
し
て
い
る
と
は

言
え
、
法
外
な
値
上
げ
を
、
市
が
了
解

し
な
い
で
出
来
る
は
ず
が
無
い
と
言
う

と
、
土
地
開
発
公
社
が
所
有
す
る
土
地

を
タ
イ
ム
ス
に
賃
貸
契
約
で
貸
し
て
い

る
、
市
も
公
社
も
値
上
げ
に
つ
い
て
は

関
知
し
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、

値
上
げ
で
も
賃
借
料
は
変
わ
ら
ず
、
値

上
げ
に
よ
る
利
益
分
は
全
て
タ
イ
ム
ス

の
収
益
に
な
る
と
い
う
。
何
と
も
割
り

切
れ
な
い
話
だ
。

〈
考
〉

ボッタくり市営駐車場！
災
害
対
策
、
人
間
の
命
、
生
活
を
守

る
こ
と
で
あ
る
。
前
々
市
長
栗
原
氏

は
「
高
架
問
題
が
あ
る
の
で
他
に
は

何
も
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
す
。

海
渡
雄
一
弁
護
士
が
語
っ
て
い
た

こ
と
が
大
変
気
に
な
っ
て
い
る
。

「
街
つ
く
り
の
方
向
性
に
つ
い
て
議

論
が
で
き
な
い
最
大
の
原
因
は
議
員
、

市
役
所
、
地
元
の
土
建
業
と
い
う
利

益
集
団
に
よ
っ
て
市
政
の
方
向
性
が

決
め
ら
れ
異
論
が
出
せ
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
。
全
く

そ
の
通
り
だ
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

沼
津
駅
前
に
立
つ
と
寂
し
さ
が
漂

う
。
殺
伐
感
が
漂
う
。
残
念
な
が
ら

文
化
度
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
20
年
～

30
年
先
の
こ
と
で
な
く
、
今
を
生
き

る
人
を
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
。
今

の
市
民
を
大
切
に
す
る
政
策
転
換
を
、

状
況
を
し
っ
か
り
見
定
め
る
取
り
組

み
で
、
即
政
策
転
換
す
べ
き
で
あ
る

と
感
じ
た
報
告
会
で
あ
っ
た
。

「
沼
津
市
を
活
性
化
さ
せ
魅
力
あ

る
街
に
し
て
い
く
た
め
に
、
沼
津
駅

付
近
鉄
道
高
架
事
業
は
廃
止
す
る
の

が
望
ま
し
い
」
と
語
っ
た
松
村
み
ち

子
氏
の
「
廃
止
か
、
一
旦
停
止
か
を

決
め
る
の
は
市
民
自
身
」
の
言
葉
が

今
も
耳
か
ら
離
れ
な
い
。
同
時
に
市

議
会
で
沼
津
市
の
姿
勢
を
追
及
し
て

ほ
し
い
。
そ
し
て
、
く
り
か
え
す
が

市
民
が
め
ざ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
原
告
弁
護
団
の
勝
訴
」
を
待
ち
た

い
も
の
で
あ
る
。〈
Y
・
Y
a
m
a
〉

沼津高架橋判決迫る


