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JR
沼
津
駅
周
辺
の
鉄
道
高
架
事

業
を
め
ぐ
る
用
地
買
収
に
反
対
す

る
地
権
者
が
国
と
県
を
相
手
に
都

市
計
画
事
業
認
可
の
無
効
確
認
と

収
用
裁
決
の
事
前
差
止
を
求
め
た

訴
訟
の
判
決
が
昨
年
2
0
2
0
年

12
月
24
日
、
静
岡
地
裁
で
あ
っ
た
。

裁
判
長
は
原
告
側
の
訴
え
を
す

べ
て
棄
却
し
た
。
判
決
で
は
「
県

の
算
定
結
果
が
著
し
く
不
合
理
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
」
と
指
摘
。

駅
周
辺
の
構
造
に
関
す
る
代
替
案

も
「
高
架
化
事
業
よ
り
も
費
用
が

大
き
く
削
減
で
き
る
も
の
と
ま
で

は
い
え
な
い
」
と
し
た
。

原
告
側
は
事
業
の
費
用
効
果
に

つ
い
て
、
正
確
に
計
算
す
れ
ば
事

業
の
必
要
性
は
否
定
さ
れ
る
と
主

張
し
、
高
架
事
業
よ
り
も
線
路
を

ま
た
ぐ
橋
を
架
け
そ
の
う
え
に
駅

の
関
連
施
設
を
置
く
ほ
う
が
低
コ

ス
ト
で
同
等
の
効
果
が
あ
る
こ
と

を
訴
え
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
の
地
裁
で
の
裁
判
長

の
応
答
の
中
で
原
告
側
の
訴
え
に

好
意
的
な
感
触
を
受
け
て
お
り
、

11
月
20
日
の
訴
訟
報
告
会
、
地
裁

後
の
海
渡
雄
一
郎
弁
護
士
の
解
説

に
お
い
て
も
勝
訴
の
望
み
は
薄
い

も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

時
は
12
月
24
日
、
ビ
ッ
グ
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
望
み
つ
つ
判
決
を
静
岡

地
裁
の
別
室
（
人
数
制
限
で
傍
聴

で
き
ず
）
で
聞
い
た
時
、
呆
気
に

と
ら
れ
、
こ
と
ば
が
で
な
か
っ
た
。

行
政
訴
訟
で
の
原
告
の
勝
訴
率

は
わ
ず
か
数
パ
ー
セ
ン
ト
と
は
聞

く
も
の
の
複
雑
な
気
持
ち
で
あ
っ

た
。
三
人
の
担
当
し
た
裁
判
官
の

行
き
先
を
見
越
し
て
判
決
が
出
さ

れ
た
よ
う
に
思
え
た
（
こ
れ
は
私

見
）
。

構
想
か
ら
35
年
、
駅
付
近
の
商

業
活
動
は
衰
微
し
、
ま
ち
は
大
き

く
様
変
わ
り
、
人
口
は
減
少
し
、

高
齢
化
で
、
し
か
も
コ
ロ
ナ
禍
で

あ
る
。

一
旦
決
め
た
こ
と
は
頑
な
に
変

え
よ
う
と
し
な
い
行
政
の
姿
勢
、

そ
し
て
こ
の
姿
勢
に
加
担
す
る
よ

う
な
判
決
。
即
ち
社
会
情
勢
の
歴

史
的
、
時
間
的
変
化
を
少
し
も
汲

ん
で
い
な
い
判
決
だ
と
思
う
の
で

あ
る
。

「
開
か
ず
の
踏
切
」
解
消
対
策

が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
高
架

事
業
に
よ
る
市
街
地
の
活
性
化
」

と
行
政
側
は
言
い
出
し
て
い
る
。

鉄
道
線
路
を
上
げ
る
こ
と
に
よ

り
、
交
通
上
の
便
益
を
受
け
る
と

い
う
費
用
対
効
果
が
ど
れ
だ
け
あ

る
か
、
行
政
に
よ
る
算
出
根
拠
は

確
か
な
も
の
か
、
市
、
県
、
国
に

費
用
を
負
担
で
き
る
体
力
は
あ
る

の
か
！
！

今
後
「
鉄
道
高
架
を
見
直
し
沼

津
を
元
気
に
す
る
市
民
の
会
」
と

し
て
ど
う
し
て
い
く
の
か
話
し
合

い
が
近
日
も
た
れ
る
。
こ
れ
か
ら

さ
ら
に
20
年
も
か
か
る
で
あ
ろ
う

こ
の
事
業
、
想
像
し
た
ら
空
恐
ろ

し
い
。
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ワ
ク
チ
ン
開
発
で
一
息
つ
い
た

の
も
束
の
間
、
変
異
種
登
場
に
後

手
後
手
政
治
で
暗
雲
続
く
新
年
で

す
。さ

て
、
伝
説
的
日
本
最
古
の
疫

病
流
行
終
息
に
約
3
年
か
か
っ
た

こ
と
が
文
書
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
書
紀
は
第
十
代
崇
神
天
皇

の
5
年
（
比
定
2
5
0
年
頃
）
、

「
寒
暑
序
を
失
い
疫
病
多
に
起
り
」

人
口
の
半
数
近
く
が
死
亡
、
民
は

離
散
背
反
し
国
内
は
大
混
乱
。
崇

神
は
天
神
地
祇
に
謝
罪
を
請
い
ま

し
た
が
何
の
効
も
な
く
無
策
の
ま

ま
2
年
が
経
過
。

7
年
2
月
、
「
善
政
な
く
神
祇

に
咎
め
ら
れ
た
の
か
、
災
の
所
由

を
極
め
む
」
と
八
十
万
神
を
集
め

て
占
問
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
崇
神

の
叔
母
の
百
襲
姫
命
に
大
物
主
神

が
憑
依
、
「
憂
え
め
さ
る
な
。
我

を
祭
り
な
さ
れ
ば
必
ず
平
ら
ご
う
」

と
の
神
託
で
す
。

大
物
主
と
は
偉
大
な
物
の
支
配

者
と
い
う
意
味
で
、
倭
国
域
内
に

居
る
神
で
す
。
崇
神
は
祭
り
を
行

い
ま
す
が
何
の
効
験
も
あ
り
ま
せ

ん
。
祭
り
方
に
不
備
が
あ
っ
た
か

と
更
に
夢
の
お
告
げ
を
請
う
と
、

崇
神
の
夢
に
現
れ
た
大
物
主
は

「
我
が
児
大
田
田
根
子
を
祭
主
に

な
さ
れ
」
と
告
げ
ま
し
た
。
し
か

し
崇
神
は
何
故
か
ス
ピ
ー
ド
感
な

く
直
ぐ
に
動
き
ま
せ
ん
。

8
月
に
な
っ
て
今
度
は
三
人
の

家
来
の
夢
に
大
物
主
が
現
れ
ま
し

た
。
「
大
田
田
根
子
を
大
物
主
の

祭
主
と
し
長
尾
市
を
倭
大
国
魂
神

の
祭
主
と
す
れ
ば
天
下
大
平
と
な

ろ
う
」

こ
こ
で
疑
問
。
な
ぜ
大
物
主
は

お
告
げ
を
三
回
に
分
け
る
の
か
。

崇
神
に
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
家

来
に
は
言
う
の
か
。
何
と
も
不
可

解
で
す
が
、
と
も
か
く
家
来
に
も

夢
託
が
あ
っ
た
の
で
確
信
を
得
た

の
か
、
崇
神
は
大
田
田
根
子
を
捜

し
出
し
、
11
月
、
大
物
主
と
倭
大

国
魂
神
に
加
え
八
十
万
群
神
も
祭

り
、
さ
ら
に
天
神
地
祇
の
社
、
神

田
、
神
戸
（
神
社
に
属
す
る
家
）

を
定
め
ま
し
た
。

す
る
と
疫
病
は
止
み
、
五
穀
は

稔
り
民
は
豊
饒
と
な
っ
て
国
内
は

平
穏
を
取
り
戻
し
た
の
で
す
。
８

年
４
月
、
大
物
主
の
酒
人
を
定
め
、

12
月
、
大
田
田
根
子
を
以
て
大
物

主
を
祭
ら
せ
神
酒
を
献
げ
ま
し
た
。

疫
病
発
生
は
神
の
祟
り
で
し
た
。

現
れ
た
神
は
民
に
は
死
を
も
た
ら

す｢

疫
病
神｣

で
す
が
、
し
か
し
、

天
皇
に
は
敬
語
を
以
て
教
え
導
く

寧
ろ
優
し
い
神
。

神
と
天
皇
の
特
別
な
関
係
が
こ

こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
人
知

の
及
ば
ぬ
不
可
思
議
現
象
を
神
の

祟
り
と
認
定
し
敬
い
祭
る
、
天
皇

の
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
神
は

鎮
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
が
王

権
を
支
配
す
る
の
で
は
な
く
王
権

が
神
を
管
制
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

民
は
神
の
祟
り
を
畏
れ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
以
上
に
天
皇
を
崇
め
奉

る
の
で
す
。

神
の
祟
り
は
天
皇
の
力
を
民
に

見
せ
つ
け
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た

作
為
観
芬
々
で
す
が
、
お
見
事
と

い
う
他
あ
り
ま
せ
ん
。
語
ら
れ
た

の
は
周
到
な
祭
政
一
致
国
家
体
制

の
起
源
だ
っ
た
の
で
す
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

11
明
治
16
年
の
大
リ
バ
イ
バ
ル

話
は
再
び
祖
父
の
受
洗
の
こ
と
に

戻
る
が
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
か

月
後
の
五
月
、
日
本
キ

リ
ス
ト
教
史
上
に
名
高

い
あ
の
大
リ
バ
イ
バ
ル

（
信
仰
復
興
）
が
起
っ

た
。そ

の
火
は
横
浜
の
新

年
初
週
祈
躊
会
か
ら
発

し
て
東
京
に
伝
わ
り
、

た
ち
ま
ち
全
国
に
燃
え

ひ
ろ
が
っ
た
聖
霊
降
臨

的
な
出
来
事
だ
っ
た
が
、

上
述
の
三
島
教
会
創
立

日
も
、
ま
た
私
の
祖
父

の
受
洗
日
も
、
そ
の
発

端
と
時
を
同
じ
く
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
リ

バ
イ
バ
ル
が
最
高
潮
に

達
し
だ
の
は
、
お
そ
ら
く
五
月
八
日

か
ら
五
日
間
に
わ
た
っ
て
東
京
新
栄

教
会
で
開
か
れ
た
日
本
基
督
教
徒
大

親
睦
会
の
時
で
あ
っ
た
と
想
わ
れ
る
。

そ
の
会
期
中
に
行
わ
れ
た
聖
餐
式
の

陪
餐
者
は
、
お
よ
そ
四
百
人
、
久
松

座
（
後
の
明
治
座
）
で
の
大
説
教
会

に
は
お
よ
そ
三
千
人
の
聴
衆
が
集
ま

り
、
危
う
く
二
階
桟
敷
が
落
ち
そ
う

に
な
っ
た
の
で
、
丸
太
で
支
え
、
木

戸
を
閉
ざ
す
と
い
う
始
末
だ
っ
た
と

い
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
集
会
に
、
受

洗
後
わ
ず
か
四
か
月
の
祖
父
市
兵
衛

が
出
席
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
大
親
睦
会
の
幹
部
記
念
写
真
四

十
人
の
中
に
市
兵
衛
も
並
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
今
日
こ
の
写
真
は
、
わ

が
国
新
教
史
上
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
当
時
の
一
流
写
真

師
で
信
徒
で
も
あ
っ
た
九
段
坂
の
鈴

木
真
一
氏
の
庭
で
撮
影
さ
れ
た
の
だ

そ
う
だ
。

そ
こ
に
は
新
島
襄
、
内
村
鑑
三
、

植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
、
小
崎
弘

道
、
宮
川
経
輝
、
井
深
梶
之
助
、
金

森
通
倫
等
々
当
代
の
大
指
導
者
が
顔

を
そ
ろ
え
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
祖

父
の
導
師
伊
藤
藤
吉
先
生
を
始
め
、

後
に
三
島
教
会
の
牧
師
と
な
っ
た
奥

野
昌
網
、
三
浦
徹
、
稲
垣
信
の
先
生

た
ち
も
い
る
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く

祖
父
は
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
同
行
し
た

も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く

私
の
一
家
に
と
っ
て
は
貴
重
な
記
念

写
真
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
祖
父
亡

き
今
も
そ
の
山
荘
の
壁
間
に
長
く
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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祖
父
の
祈
り

明
治
十
六
年
の
大
リ
バ
イ
バ
ル
は

燎
原
の
火
の
ご
と
く
、
全
国
に
燃
え

ひ
ろ
が
っ
て
い
き
、
「
こ
の
ま
ま
進

行
な
ら
ば
、
十
年
で
日
本
全
土
は
キ

リ
ス
ト
教
化
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ

え
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
勢
い
で
あ
っ
た
。

祖
父
市
兵
衛
は
、
期
せ
ず
し
て
、

そ
の
霊
的
感
動
の
拠
点
に
身
を
置
き
、

異
常
な
体
験
を
与
え
ら
れ
て
三
島
に

帰
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
第
一
に
そ

の
影
響
が
自
分
の
家
族
及
び
同
族
に

現
わ
れ
た
。
い
わ
ば
親
族
伝
道
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
五
か
月
後
の
十
月
に
、

妻
た
よ
（
つ
ま
り
私
の
祖
母
）
が
ゼ
ー

ム
ス
・
バ
ラ
に
よ
っ
て
受
洗
、
つ
づ

い
て
親
戚
・
縁
者
・
店
員
な
ど
続
々

入
信
し
、
聖
日
に
は
「
日
曜
日
休
業
」

の
看
板
を
掲
げ
、
夜
に
は
店
員
の
た

め
の
バ
イ
ブ
ル
・
ク
ラ
ス
を
開
い
た

ば
か
り
か
、
ロ
ー
マ
字
読
本
の
勉
強

を
さ
せ
る
と
い
っ
た
有
様
に
な
っ
た

か
ら
、
店
員
た
ち
は
老
い
も
若
き
も

声
を
そ
ろ
え
て
、

「
B
A---

バ
！

ビ

ー

エ

イ

B
I---

ビ
！
」

ビ

ー

ア

イ

な
ど
と
、
や
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

当
時
の
教
科
書
、
矢
田
部
良
吉
著

『
羅
篤
字
早
学
び
』
（
十
八
年
羅
馬

字
学
会
発
行
定
価
金
拾
銭
也
）
、
佐

藤
重
遺
著
『
佐
藤
の
会
話
』
“A

NG
LO-JAPAN

ESE
C
ONVE
RSAIT

I
O
N
L
E
S
S
O
N
S

“
（
初
版
十
八

年
）
、
そ
れ
に
『
英
語
聖
書
』
『
英

語
さ
ん
び
歌
』
な
ど
が
遺
っ
て
い
る
。

祖
父
は
自
分
が
心
の
中
に
呼
び
起

す
親
戚
、
縁
者
、
店
員
、
友
人
な
ど

の
一
人
一
人
の
名
を
声
に
出
し
て
呼

び
あ
げ
て
、
そ
の
救
い
を
祈
り
、
そ

れ
は
在
世
中
、
日
課
の
よ
う
に
つ
づ

い
た
も
の
だ
っ
た
と
、
私
は
母
か
ら

よ
く
聞
か
さ
れ
た
。

祖
父
の
日
々
の
祈
り
は
、
何
よ

り
も
ま
ず
、
自
ら
の
親
族
を
天
の

父
の
子
た
ち
と
し
て
、
そ
の
膝
下

に
呼
び
集
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

黒
門
黒
塀
の
町
の
家
の
南
隣
り

が
祖
母
の
実
家
で
、
祖
母
の
兄
花

島
兵
右
衛
門
が
当
主
だ
っ
た
が
、

四
年
後
の
十
九
年
十
一
月
二
十
一

日
、
兵
右
衛
門
を
始
め
一
家
七
人

の
親
子
が
一
挙
に
そ
の
時
の
牧
師

奥
野
昌
綱
先
生
か
ら
洗
礼
を
受
け

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。（

続
く
）

井
上
靖
は
1
9
0
7
年
軍
医
で
あ
っ
た
父
の

赴
任
先
の
北
海
道
旭
川
の
地
で
生
ま
れ
た
が
、

父
の
転
属
に
伴
い
両
親
の
生
ま
れ
故
郷
の
伊
豆

湯
ヶ
島
に
移
住
し
た
。
乳
離
れ
が
す
む
と
母
は

父
の
転
属
先
の
地
に
移
住
。
靖
は
戸
籍
上
の
祖

母
と
小
学
校
6
年
ま
で
住
む
よ
う
に
な
る
。
小

学
校
6
年
で
浜
松
に
移
り
、
両
親
の
元
で
浜
松

中
学
校
（
今
の
浜
松
北
高
校
）
に
入
学
す
る
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

2
年
生
に
な
る
と
き
沼
津
中
学
校
（
今
の
沼
津

東
高
校
）
に
転
入
学
。
し
ば
ら
く
は
三
島
の
大

社
前
の
親
類
の
家
の
お
世
話
に
な
っ
て
、
当
時

広
小
路
駅
か
ら
出
て
い
た
電
車
（
通
称
チ
ン
チ

ン
電
車
）
を
使
っ
て
通
学
す
る
。
こ
の
時
期
の

出
来
事
は
自
叙
伝
的
小
説
「
シ
ロ
バ
ン
バ
」
や

「
夏
草
冬
濤
」
に
書
か
れ
て
い
る
。
映
画
化
さ

れ
た
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
に
は
三
島
に
住
ん
で

い
た
頃
も
映
像
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

三
島
在
住
期
間
は
あ
ま
り
長
く
な
か
っ
た
よ

う
だ
が
、
子
供
か
ら
大
人
に
な
る
多
感
時
期
の

三
島
で
の
風
物
人
情
が
、
靖
の
文
学
に
何
ら
か

の
糧
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
嬉
し
い
も
の
だ
。

「
伊
豆
湯
ヶ
島
の
出
身
」
と
靖
も
言
っ
て
た
よ

う
で
、
私
達
郷
土
の
文
学
者
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
中
学
卒
業
後
は
金
沢
の
第
四
高
等
学
校

理
科
甲
類
に
入
学
。
そ
の
頃
ま
で
は
家
業
で
あ

る
医
者
に
な
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
柔
道
部
で
柔
道
に
明
け
暮
れ
る
が
、
22
歳

頃
柔
道
部
を
退
部
。
詩
作
を
始
め｢

焔｣

な
ど
の

同
人
と
な
る
。
そ
の
後
九
州
帝
国
大
学
法
学
部

英
文
科
に
入
学
す
る
が
、
文
学
書
を
読
み
ふ
け

る
よ
う
に
な
り
25
歳
で
退
学
し
京
都
帝
国
大
学

文
学
部
哲
学
科
に
入
学
。
そ
の
後
大
学
院
で
美

術
の
勉
強
を
す
る
。
こ
の
頃
か
ら
懸
賞
小
説
に

連
続
し
て
入
選
す
る
。
京
大
卒
業
後
は
毎
日
新

聞
社
大
阪
本
社
に
入
社
、
学
芸
部
に
配
属
。
日

中
戦
争
勃
発
時
に
召
集
さ
れ
る
が
病
気
の
た
め

翌
年
除
隊
。
毎
日
新
聞
社
学
芸
部
に
復
活
。

戦
後
の
郷
土
と
の
つ
な
が
り
は
次
回
に
続
く
。

井
上

靖

①

郷
土
の
文
学
碑
（19
）

小出正吾回想録(10)
コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

Ⅵ

沼
津
高
架
橋

地
裁
門
前
払
い

「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

With

2
月
14
日
、
三
島
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
で
「
し
み

ん
連
合
静
岡
東
部
」
の
結

成
集
会
を
準
備
し
て
い
る
。

「
市
民
連
合
」
と
は
、
2

0
1
5
年
、
安
保
関
連
法

案
の
改
悪
強
硬
に
抗
議
し

て
、
日
本
を
再
び
戦
争
さ

せ
な
い
と
の

思
い
で
、
安

保
法
制
反
対
、

立
憲
主
義
の

回
復
を
求
め

全
国
で
結
成

さ
れ
た
組
織

で
、
選
挙
で

は
反
自
民
の

野
党
共
闘
を

呼
び
掛
け
て
い
る
。

2
0
1
7
年
10
月
、
静

岡
県
で
も
「
市
民
連
合
し

ず
お
か
」
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
う
し

た
流
れ
の
中
で
、
昨
年
末
よ
り
、
静

岡
県
東
部
に
も
市
民
連
合
を
作
ろ
う

と
の
動
き
と
な
っ
た
。

私
は
、
国
鉄
JR
の
OB
で
永
年
国
労
、

国
鉄
労
働
組
合
の
役
員
だ
っ
た
。
JR

は
33
年
前
、
日
本
国
有
鉄
道
（
国
鉄
）

が
9
分
割
さ
れ
JR
と
い
う
民
間
企
業

と
な
っ
た
。

こ
の
時
、
首
相
だ
っ
た
中
曽
根
康

弘
は
、
政
権
に
反
対
す
る
総
評
、
社

会
党
の
力
を
そ
ぐ
た
め
、
そ
の
主
力

を
な
し
て
い
た
国
鉄

動
同
組
合
（
国
労
）

を
徹
底
的
に
潰
そ
う

と
し
た
。

国
労
に
い
た
ら
JR
に

は
採
用
さ
れ
な
い
と

い
う
露
骨
な
攻
撃
の

中
、
10
万
人
が
退
職

し
、
1
0
4
7
人
が

採
用
を
拒
否
さ
れ
た
。

採
用
は
さ
れ
た
が
、
残
っ
た
5
万
人

の
国
労
組
合
員
の
多
く
の
役
員
、
活

動
家
達
は
、
本
来
業
務
か
ら
喫
茶
店
、

売
店
な
ど
に
転
勤
さ
せ
ら
れ
各
駅
で

晒
し
者
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
闘
う
総

評
は
解
散
、
労
働
組
合
は
連
合
に
統

一
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
時
、
今
回
の
呼
び
か
け
人
の

何
人
か
の
方
は
、
こ
ん
な
理
不
尽
な

労
働
組
合
攻
撃
は
許
せ
な
い
と
国
鉄

闘
争
を
激
励
、
支
援
し
て
く
れ
た
。

そ
の
後
、
現
状
は
、
ま
す
ま
す
重

苦
し
い
世
の
中
に
変
わ
り
、
ブ
ラ
ッ

ク
企
業
が
大
手
を
振
り
、
労
働
組
合

も
衰
退
さ
せ
ら
れ
た
。
安
倍
内
閣
に

続
く
菅
内
閣
で
は
更
に
そ
の
悪
化
に

拍
車
も
か
か
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

で
た
ら
め
な
解
雇
、
雇
い
止
め
が
公

然
と
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
今
、
国
労
組

合
員
、
国
労
OB
達
に
「
あ
の
、
国
鉄

闘
争
の
お
礼
、
恩
返
し
に
も
う
一
度

力
を
貸
し
て
く
れ
」
と
声
を
か
け
、

「
し
み
ん
連
合
静
岡
東
部
」
の
呼
び

か
け
賛
同
人
に
な
り
、
運
動
に
か
か

わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
で
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
、
自
ら
の
地

位
と
利
権
に
し
が
み
つ
い
て
、
国
民

多
数
の
生
活
を
顧
み
な
い
自
民
党
政

権
を
退
陣
に
追
い
込
む
。
次
の
衆
議

院
選
挙
で
政
権
交
代
を
実
現
さ
せ
、

野
党
共
闘
の
勝
利
の
た
め
に
微
力
な

が
ら
国
労
、
国
労
OB
は
全
力
を
あ
げ

た
い
。

女
子
高
生
平
和
大
使
の
「
微
力
で

も
無
力
じ
ゃ
な
い
」
と
の
言
葉
に
感

銘
を
受
け
た
。
微
力
で
も
圧
倒
的
多

く
の
皆
さ
ん
の
力
を
合
わ
せ
れ
ば
何

と
で
も
な
る
。

こ
れ
が
民
主
主
義
の
基
本
な
の
だ
。

山
梨
幸
夫

国
労
Ｏ
Ｂ

【
投
稿
】

◆
は
じ
め
に

今
、
世
界
は
政
治
の
貧
困
と
コ
ロ
ナ

禍
で
あ
え
い
で
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は

“
ト
ラ
ン
プ
フ
ァ
ー
ス
ト
“
で
国
は
分

断
さ
れ
、
中
国
の
近
習
平
は
チ
ベ
ッ

ト
・
ウ
イ
グ
ル
・
香
港
を
暴
力
で

圧
殺
し
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
は

反
対
す
る
人
物
を
頻
繁
に
暗
殺
し
、

五
輪
で
は
国
家
と
し
て
ド
ー
ピ
ン

グ
を
主
導
す
る
。

日
本
で
は
安
倍
政
治
の
下
、
森

友
・
加
計
・
桜
の
会
等
“
私
欲

“
の
悪
政
で
法
律
違
反
目
白
押
し
。

こ
の
よ
う
な
政
治
下
で
菅
は
「
権

力
は
快
感
」
と
豪
語
。
ま
さ
に
細

野
豪
志
が
喉
か
ら
手
が
出
る
“
権

力
“
で
あ
る
。
細
野
は
こ
の
快
感

を
味
わ
い
た
め
に
寝
返
っ
た
詐
欺

師
な
の
だ
。

◆
細
野
と
二
階

細
野
は
1
8
0
cm
の
長
身
で
ル
ッ

ク
ス
も
良
く
、
弁
も
立
つ
。
民
主

党
時
代
は
小
沢
一
郎
に
も
期
待
さ

れ
「
既
得
政
権
や
癒
着
の
構
造
と

闘
う
改
革
政
党
」
の
党
綱
領
を
自

ら
立
ち
上
げ
た
。
ま
さ
に
野
党
の
プ
リ

ン
ス
で
あ
る
。
そ
の
男
が
「
権
力
を
持

ち
た
い
」
と
自
民
党
の
″
駆
け
込
み
派

閥
“
に
駆
け
込
む
。

今
ま
で
静
岡
5
区
で
一
生
懸
命
応
援

し
て
き
た
支
持
者
か
ら
「
嘘
つ
き
」

「
裏
切
者
」
と
の
の
し
ら
れ
、
自
民
党

議
員
か
ら
も
背
信
行
為
に
批
判
が
高
ま

り
、
ま
さ
に
四
面
楚
歌
の
状
態
で
あ
る
。

細
野
は
尊
敬
す
る
吉
田
松
陰
の
「
至
誠

通
天
」(

ま
ご
こ
ろ
を
も
っ
て
事
に

当
た
れ
ば
、
い
つ
か
は
み
と
め
ら
れ

る)

を
人
生
訓
に
し
て
い
る
が
、
何

が
ま
ご
こ
ろ
か
、
私
に
は
思
い
つ
か

な
い
。
思
い
と
行
動
が
こ
れ
ほ
ど
不

一
致
な
人
物
が
国
民
を
幸
せ
に
で
き

る
わ
け
が
な
い
。
二
階
派
に
は
マ
ス

コ
ミ
に
追
わ
れ
た
議
員
が
多
数
い
る
。

派
閥
の
議
員
も
「
ウ
チ
は
訳
が
分
か

ら
な
い
奴
だ
ら
け
の
動
物
園
だ
。
二

階
さ
ん
が
何
で
も
拾
っ
て
き
ち
ゃ
う

ん
だ
よ
ね
」
と
嘆
い
て
い
る
。

細
野
は
“
孤
立
と
権
力
志
向
“
と

い
う
弱
み
を
二
階
に
付
け
込
ま
れ
た
。

野
党
時
代
、
古
い
政
治
体
制
を
批
判

し
て
き
た
輝
き
は
失
わ
れ
、
汚
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
節
操
の
な

い
人
間
に
国
民
の
命
と
生
活
を
委
ね

る
こ
と
は
出
来
な
い
。

◆
小
野
候
補
に
期
待

立
憲
民
主
党
の
小
野
候
補
は
新
人

で
頼
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
誠
実

で
真
っ
正
直
な
人
柄
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
皆
様
で
立
派
な
政
治
家
に
な

る
よ
う
に
育
て
て
も
ら
い
た
い
。

伊
豆
の
国
市
〈
青
木

脩
〉

細野豪志は権力にまみれた詐欺師である！

国労ＯＢも「しみん連合静岡東部」に


