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道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
の
状
況
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西
淀
川
大
気
汚
染
訴
訟
(第
一
次
)判
決
の
概
要

近
畿
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課

鵺

全
国
幹
線
道
路
網
の
機
能
強
化
と
再
編
成
(そ
の
二
)
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室
係
長

寺
元
博
昭

即

圀
法
令
ニ
ュ
ー
ス
圏

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
お
よ
び

｢
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を

指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
L
に
つ
い
て

道
路
法
令
研
究
会

随

ハ
イ
ウ
ェ
イ

.
オ
ア
シ
ス
の
概
要

日
本
道
路
公
団
計
画
第
こ
課

髄

圈
時

･
時
･
時
ー
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現
在
係
争
中
の
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
訴

訟
は
全
国
で
八
〇
余
件
あ
る
。

道
路
管
理
者
が
訴
訟
ま
た
は
示
談
に
よ
っ
て
道
路
の
設

置
･
管
理
の
瑕
疵
で
損
害
賠
償
を
し
た
件
数
は
こ
こ
数
年

増
加
傾
向
に
あ
っ
て
平
成
元
年
度
は
一
、
五
〇
〇
件

(昭

和
四
七
年
度
が
約
五
〇
〇
件
、
昭
和
五
五
年
度
が
一
、
○

0
0
件
)
を
越
え
て
い
る
。

今
後
と
も
道
路
管
理
者
は
道
路
管
理
の
一
層
の
充
実
を

図
り
、
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
万
一
の
場

合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
公
正
で
適
切
な
措
置
が
必
要

で
あ
る
。

損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
一
時
期
、
被
害
者
保
護
な
い
し

弱
者
保
護
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
い
わ
れ
、
国
家
賠
償
法

第
二
条
第
一
項
の
解
釈
、
適
用
に
つ
い
て
も
法
学
界
の
大

き
な
流
れ
に
沿
っ
て
道
路
管
理
者
に
厳
し
い
状
況
が
続
い

て
い
た
。
最
近
に
な
っ
て
損
害
賠
償
に
関
し
て
被
害
者
保

護
の
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
賠
償
面
に
関
し
て
加
害
者
も

被
害
者
も
納
得
で
き
る
よ
う
な
社
会
的
な
公
正
さ
の
確
保

と
い
う
考
え
方
が
い
わ
れ
だ
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
の
い
わ
ゆ
る
営
造

物
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
営
造
物

が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
物
的
施
設
自
体
の
物
理
的
、
外
形
的
欠
陥
な
い
し
不
備

に
よ
っ
て
危
害
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
を
い

う

(物
的
性
状
瑕
疵
)
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
大
阪
空

港
夜
間
飛
行
禁
止
等
請
求
事
件
に
つ
い
て
の
昭
和
五
六
年

の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
営
造
物
が
そ
の
本
来
の
供
用

目
的
に
沿
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
当
該
営
造

物
の
利
用
者
以
外
の
第
三
者
に
危
害
が
生
じ
る
場
合
も
含

ま
れ
る
(い
わ
ゆ
る
｢供
用
関
連
瑕
疵
｣)
旨
を
判
旨
し
た
。

道
路
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て



こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
を
め
ぐ
る
法
学
界
の
動
き
及
び

国
家
賠
償
法
の
解
釈
の
広
が
り
と
供
用
関
連
瑕
疵
の
適
用

上
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
道
路

管
理
に
関
す
る
法
律
問
題
を
研
究
し
て
い
る
㈱
道
路
環
境

研
究
所
道
路
管
理
研
究
委
員
会
の
平
成
二
年
度
の
研
究
報

告
書
か
ら
秋
田
大
学
小
賀
野
先
生
の

｢損
害
賠
償
論
に
関

す
る
新
し
い
考
え
方
と
そ
の
評
価
｣
と
上
智
大
学
小
幡
先

生
の

｢最
高
裁
大
阪
空
港
判
決
以
後
に
お
け
る
供
用
関
連

瑕
疵
の
適
用
等
に
関
す
る
裁
判
例
及
び
主
な
学
説
｣
の
二

つ
の
研
究
論
文
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

小
賀
野
先
生
の
論
文
は
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
公
正
な
賠

償
論
の
考
え
方
の
内
容
と
根
拠
を
考
察
し
、
併
せ
て
、
そ

れ
に
対
す
る
法
学
会
の
評
価
を
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

小
幡
先
生
の
論
文
は
、
最
高
裁
大
阪
空
港
判
決
以
後
の
東

海
道
新
幹
線
訴
訟
、
厚
木
基
地
訴
訟
、
一
般
国
道
四
三
号

訴
訟
等
供
用
関
連
瑕
疵
の
適
用
等
に
関
す
る
裁
判
例
を
収

集
整
理
し
、
供
用
関
連
瑕
疵
の
概
念
、
適
用
範
囲
、
適
用

要
件
等
に
関
す
る
主
な
学
説
等
を
収
集
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。

道
路
に
関
す
る
争
訟
の
他
に
公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ

く
公
害
調
停
事
件
が
あ
る
。
道
路
管
理
者
が
当
事
者
と
な

っ
て
い
る
公
害
調
停
事
件
は
現
在
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、

簡
便
性
等
か
ら
今
後
増
加
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で

こ
の
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
他
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償

の
概
況
と
道
路
関
係
争
訟

(訴
訟
及
び
公
害
調
停
事
件
)

の
現
況
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
本
年
三
月
二
九
日
に
大

阪
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
判
決
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
西
淀

川
第
一
次
訴
訟
の
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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【
損
害
賠
償
論
に
関
す
る
最
近
の
新
し

い
考
え
方

1

は
じ
め
に

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
従
来
、
そ
の
根
本
思
想
と
し
て
、
被
害
者
保
護

あ
る
い
は
弱
者
保
護
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
。
し

か
し
、
最
近
、
加
藤
一
郎
教
授
は
、
｢被
害
者
保
護
か

ら
公
正
な
賠
償
へ
｣
へ
移
行
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

さ
れ
て
い
る

(以
下
、
こ
の
主
張
を
公
正
賠
償
論
と

い
う
)。公
正
賠
償
論
は
従
来
の
損
害
賠
償
法
の
考
え

方
を
、
質
的
に
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

公
正
賠
償
論
は
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
例
お
よ
び

学
説
の
最
近
の
動
向
、
そ
の
他
の
実
務
の
状
況
を
分

析
し
た
う
え
で
、
損
害
賠
償
法
の
あ
る
べ
き
理
念
と

し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
不
法
行

為
法
の
最
近
の
状
況
を
も
背
景
に
し
て
い
る
。

今
日
、
社
会
の
複
雑
化
に
伴
い
不
法
行
為
紛
争
も

複
雑
化
し
て
お
り
、
補
償
制
度
の
総
合
的
検
討
を
踏

ま
え
た
新
た
な
損
害
賠
償
の
あ
り
方
を
求
め
る
こ
と

が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
公
正
賠
償
論
は
こ
の
課
題

に
対
し
本
質
的
な
問
題
提
起
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
公
正
賠
償
論
の
考
え

方
の
内
容
と
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
に
、
公
正

賠
償
論
に
対
す
る
評
価
の
視
点
を
掲
げ
、
若
干
の
考

察
を
し
た
い
。

2

加
藤
一
郎
教
授
の
公
正
賠
償
論

の

公
正
賠
償
論
の
内
容

①

基
本
論
文
-
ー
｢
戦
後
不
法
行
為
法
の
展
開
ー

-
-被
害
者
保
護
か
ら
公
正
な
賠
償
へ
｣
法
学
教
室

七
六
号
六
頁

(
一
九
八
七
年
)

本
論
文
は
、
結
論
と
し
て
、
｢今
日
ま
で
に
、
日
本

の
判
例
や
実
例
で
は
か
な
り
広
く
厚
く
賠
償
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
中
に
は
行
き
過

ぎ
と
思
わ
れ
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
日

で
は
、
被
害
者
、
加
害
者
双
方
に
と
っ
て
の
公
正
な

賠
償
と
い
う
、
損
害
賠
償
の
本
来
の
理
念
を
改
め
て

想
起
し
、
そ
れ
を
基
本
に
据
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
｣
と
指
摘
す
る
。

本
論
文
の
構
成
･
内
容
は
、
=
過
失
責
任
の
緩
和

(自
賠
法
の
運
行
供
用
者
責
任
、
企
業
の
公
害
責
任
、

薬
害
の
責
任
、
医
師
の
責
任
)、
②

賠
償
額
の
高
額

化

(人
身
被
害
の
賠
償
額
、
人
身
損
害
の
賠
償
額
の

算
定
方
法
)、
③
責
任
保
険
の
裏
づ
け

(自
動
車
事

損
害
賠
償
論
に
関
す
る
最
近
の

新
し
い
考
え
方
と
そ
の
評
価秋

田
大
学
助
教
授

小
賀
野
晶
一



故
、
医
療
事
故
)、
国
紛
争
の
処
理

(自
動
車
事
故
、

医
療
事
故
、
公
害
)、
⑮
理
論
の
動
向
(類
型
化
、
環

境
権
論
と
受
忍
限
度
論
)、
◎
賠
償
拡
大
へ
の
反
省
、

か
ら
成
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
◎
賠
償
拡
大
へ
の
反
省
で
は
、｢戦
後
に

お
い
て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
が
、
そ
の
範

囲
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
内
容
や
金
額
に
お
い
て

も
著
し
く
拡
大
し
た
こ
と
は
、
被
害
者
の
保
護
な
い

し
救
済
に
役
立
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
行

き
過
ぎ
は
な
か
っ
た
か
、
安
易
に
賠
償
を
拡
大
し
て

き
た
た
め
加
害
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
公
正
で
あ
る
か

な
ど
に
つ
い
て
、
疑
問
と
す
べ
き
点
が
な
い
で
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
最
近
で
は
そ
れ
に
対
す
る
反
省
が

生
ま
れ
、
判
決
例
に
お
い
て
も
被
害
者
の
請
求
を
し

り
ぞ
け
る
も
の
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
被
害
者
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
賠
償
を
与
え

る
こ
と
が
常
に
望
ま
し
い
わ
け
で
は
な
く
、
被
害

者
･
加
害
者
双
方
に
と
っ
て
公
正
な
賠
償
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
不
法
行
為
の
本
来
の
あ
る
べ

き
姿
が
表
面
に
現
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
｣
と
指
摘
し
、
関
係
事
例
と
し
て
、
水
害
に
つ

い
て
の
国
の
責
任
、
連
帯
責
任
へ
の
反
省
、
被
害
者

の
損
害
認
定
に
つ
い
て
の
反
省
、
公
健
法
の
問
題
に

つ
い
て
言
及
す
る
。

②

｢被
害
者
保
護
と
公
正
な
賠
償
｣判
例
地
方
自
治

二
二
号
一
頁

(
一
九
八
六
年
)

本
論
文
は
、
被
害
者
に
公
正
な
賠
償
を
得
さ
せ
る

こ
と
が
正
義
の
要
請
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ

ち
、
被
害
者
が
、
本
来
は
責
任
の
な
い
は
ず
の
者
か

ら
賠
償
を
得
た
り
、
金
額
的
に
も
過
大
な
賠
償
を
得

た
り
す
る
の
は
、
公
正
で
は
な
く
正
義
に
反
す
る
、

賠
償
を
払
う
ほ
う
で
も
、
資
力
が
あ
る
(デ
イ
ー
プ
･

ポ
ケ
ッ
ト
)
と
い
う
だ
け
で
、
被
告
に
さ
れ
、
賠
償

責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
は
正
義
に
反
す
る
、
重
い
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
仕
事
を
萎
縮
さ
せ
た

り
、
危
な
い
こ
と
は
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
っ
て
、

そ
の
仕
事
を
や
め
る
よ
う
な
消
極
的
な
態
度
を
と
ら

せ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
公
正
賠
償
論
の
背
景
と
し
て
、
日
本
で

は
被
害
者
保
護
は
あ
る
程
度
ま
で
達
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
状
況
と
不
法
行
為
法
改
革
の
動
き
な
ど
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。

③

水
害
賠
償
に
対
す
る
論
評

加
藤
教
授
は
、
水
害
訴
訟
に
お
い
て
河
川
管
理
者

の
責
任
を
否
定
し
た
大
東
水
害
最
高
裁
昭
和
五
九
年

一
月
二
六
日
判
決
(判
例
時
報
一
一
〇
四
号
二
六
頁
)

を
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
(注
1
)。
そ
し
て
、
大

東
水
害
最
高
裁
判
決
の
国
家
賠
償
一
般
へ
の
影
響
に

つ
い
て
、
法
律
論
と
し
て
は
、
判
例
の
妥
当
範
囲
(射

程
距
離
)
を
限
定
し
て
他
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
｢
一
般
的

に
い
え
ば
、
被
害
者
側
で
は
国
に
救
済
を
求
め
、
裁

判
所
で
も
、
被
害
者
救
済
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
賠

償
能
力
が
十
分
に
あ
る
国
に
対
し
て
、
で
き
る
な
ら

ば
何
と
か
理
由
を
つ
け
て
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
い

う
傾
向
に
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て

少
し
変
わ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
る
か
も

知
れ
な
い
。
｢国
は
保
険
者
で
は
な
い
｣
と
い
う
こ
と

ば
も
あ
る
し
、
国
の
支
払
い
能
力
は
十
分
あ
る
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
税
金
の
使
い
方
と
し
て
そ
の
特
定
の
被
害
者

に
対
し
て
賠
償
と
し
て
支
払
う
の
が
妥
当
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
｣
(二
九
頁
)
と
指
摘
さ
れ
る
。

④

人
身
賠
償
額
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

加
藤
教
授
は
、
最
近
の
不
法
行
為
法
の
動
向
を
め

ぐ
る
座
談
会
の
な
か
で
、
交
通
事
故
の
人
身
賠
償
額

に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
は
低
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
比
べ
る
と
か
な
り
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、

慰
謝
料
も
お
よ
そ
一
、
0
0
0
万
円
前
後
は
出
る
よ

う
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
比
べ
れ
ば
か
な
り

高
い
こ
と
、
日
本
で
は
逸
失
利
益
に
つ
い
て
相
続
説

を
探
っ
て
い
る
た
め
、
｢ほ

く
そ
笑
む
相
続
人
｣を
作

り
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
る
(注
2
)。

⑤

不
法
行
為
法
改
正
の
理
念
-ー
ー
私
法
学
会
で
の

発
言

加
藤
教
授
の
公
正
賠
償
論
に
対
し
て
、
一
九
八
八

損害賠償論に関する最近の新しい考え方とその評価



年
の
日
本
私
法
学
会
第
五
二
回
大
会
民
法
部
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

｢不
法
行
為
法
改
革
の
方
向
｣
の
な
か
で
、

沢
井
教
授
の
質
問
に
対
し
加
藤
教
授
か
ら
次
の
よ
う

に
回
答
が
な
さ
れ
た
(注
3
)。

沢
井

｢最
近
、加
藤
先
生
は
損
害
賠
償
の
理
念
と
し

て
、
｢被
害
者
保
護
か
ら
公
正
な
救
済
へ
｣と
い
う
こ

と
を
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
若
い
人
々
に
、
正
面

か
ら
被
害
者
救
済
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
を
た
め

ら
う
風
潮
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
と
恐
れ
て
い
ま
す
。

加
藤

｢改
正
の
理
念
と
い
い
ま
す
か
、
被
害
者
保

護
を
こ
れ
か
ら
も
追
求
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
被
害

者
保
護
が
行
き
過
ぎ
か
と
い
う
こ
と
を
、
被
害
者
保

護
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
我
々

の
中
で
全
体
と
し
て
議
論
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
ど
う
あ
る
の
が
公

正
･
妥
当
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
議
論
し
て
い
た

わ
け
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
被
害
者
保
護
に
な
る
部

分
も
あ
る
し
、
被
害
者
保
護
の
行
き
過
ぎ
を
是
正
す

る
部
分
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。こ

う
い
う
改
正
の
理
念
と
し
て
被
害
者
保
護
と
い

う
こ
と
が
直
接
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
被
害
者
保
護
の

た
め
に
民
法
を
改
正
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
発
想

に
私
は
あ
ま
り
賛
成
で
は
な
い
。
基
本
と
し
て
は
、

公
正
妥
当
な
結
論
を
得
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

が
場
合
に
よ
っ
て
は
被
害
者
保
護
に
な
る
こ
と
も
あ

る
し
、
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
よ
う
に
思

う
の
で
す
。
被
害
者
保
護
自
体
を
旗
印
に
掲
げ
る
こ

と
は
改
正
を
議
論
す
る
場
合
に
、
適
当
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
点
で
被
害
者
保

護
を
図
る
べ
き
だ
と
い
う
具
体
的
な
議
論
で
あ
る
べ

き
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。｣

加
藤
教
授
の
こ
の
見
解
は
、
被
害
者
保
護
は
具
体

的
議
論
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
お
り
、
上
記
論
文
①
、
②
を
補
充
す
る
も
の
と

し
て
重
要
で
あ
る
。

②

損
害
賠
償
の
理
念

加
藤
教
授
は
、
上
記
①
論
文
で

｢損
害
賠
償
の
本

来
の
理
念
を
改
め
て
想
起
し
、
そ
れ
を
基
本
に
据
え

る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
L
(
一
一
頁
)と
指
摘

さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
本
来
の
理
念
と
は
、
我
妻
博
士

の

｢損
害
の
公
平
妥
当
な
分
配
論
｣
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

我
妻
博
士
は
、
不
法
行
為
制
度
の
指
導
原
理
は
、

個
人
の
自
由
活
動
の
最
少
限
度
の
制
限
た
る
思
想
か

ら
、
人
類
社
会
に
お
け
る
損
失
の
公
平
妥
当
な
る
分

配
の
思
想
へ
推
移
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
摘

さ
れ
た
(注
4
)。

二

評
価
の
視
点
と
若
干
の
考
案

公
正
賠
償
論
に
対
す
る
評
価
の
視
点
･
方
法
と
し

て
は
、
加
藤
教
授
が
公
正
賠
償
論
の
背
景
･
根
拠
と

し
て
指
摘
さ
れ
た
諸
点
を
と
り
あ
げ
、
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
べ
き
損
害
賠

償
法
は
、
地
域
性
、
民
族
性
、
文
化
、
時
間
等
を
超

越
し
普
遍
的
、
一
般
的
に
捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
な

く
、
む
し
ろ
、
日
本
社
会
の
最
近
の
実
態
、
動
向
を

的
確
に
捉
え
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
内
容
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
加
藤
教
授
の
指
摘
さ
れ
た

諸
点
の
う
ち
、
裁
判
例
の
展
開
、
損
害
賠
償
法
理
論

の
新
し
い
展
開
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
法
行
為
法

改
革
の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
す
る
。

1

裁
判
例
の
展
開

=

公
害
賠
償
訴
訟
か
ら
環
境
訴
訟
へ

公
害
訴
訟
の
展
開
を
み
る
と
、
公
害
賠
償
訴
訟
か

ら
環
境
訴
訟
へ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
(注
5
)。
明
治

以
降
日
本
社
会
の
近
代
化
の
時
期
を
第
一
期
と
す
る

と
、
こ
れ
に
続
く
第
二
期

(高
度
経
済
成
長
期
)
に

お
い
て
、
被
害
者
保
護
理
論
が
確
立
し
た
。
四
大
公

害
判
決
で
は
、
被
害
者
側
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
勝
訴
し
、

法
理
論
と
し
て
、
過
失
の
容
易
な
認
定
、
立
証
責
任

の
緩
和
(蓋
然
性
説
な
ど
)、
疫
学
的
因
果
関
係
論
の

導
入
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
社
会
的
背
景
と
し
て
は
、

局
地
的
に
大
規
模
な
産
業
公
害
が
現
れ
、
被
害
者
の

社
会
的
救
済
の
必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
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あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
期
、
す
な
わ
ち
昭
和
五
〇
年
代
以
降
現
在
に

至
る
時
期
で
は
、
上
記
の
産
業
公
害
が
克
服
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
環
境
の
快
適
性
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
近

時
、
地
球
環
境
問
題
が
重
要
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
都
市
の
過
密
化
に
伴
う
新
た
な
生
活
妨
害
が

出
現
し
、
市
民
の
生
活
の
仕
方
や
私
権
に
対
す
る
制

限
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
典

型
的
訴
訟
は
、
公
共
事
業
、
都
市
型
複
合
大
気
汚
染
、

都
市
環
境
問
題

(生
活
妨
害
等
)
な
ど
に
関
係
し
て

い
る
。

第
三
期
の
訴
訟
を
み
る
と
、
東
海
道
新
幹
線
訴

訟
･名
古
屋
高
裁
昭
和
六
〇
年
四
月
三
一日
判
決
(判

例
時
報
三

五
〇
号
三
〇
頁
)、
大
阪
空
港
訴
訟
･最

高
裁
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
六
日
判
決

(判
例
時
報

一
〇
三
五
号
三
九
頁
)、
国
道
四
三
号
線
訴
訟
･神
戸

地
裁
昭
和
六
一
年
七
月
一
七
日
判
決

(判
例
時
報
一

二
〇
三
号
一
頁
)、
横
田
基
地
訴
訟
･東
京
高
裁
昭
和

六
二
年
七
月
一
五
日
判
決

(判
例
時
報
一
二
四
五
号

三
頁
)
な
ど
は
、
差
止
め
を
否
定
し
、
損
害
賠
償
を

一
部
認
め
て
い
る
が
、
被
害
の
認
定
、
損
害
賠
償
額

算
定
の
厳
密
化
が
み
ら
れ
る
(注
6
)。

こ
の
う
ち
、
国
道
四
三
号
線
神
戸
地
裁
判
決
は
、

健
康
被
害
に
つ
い
て
、
特
定
の
公
害
に
よ
っ
て
あ
る

健
康
被
害
の
発
生
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
と

い
う
程
度
の
証
明
で
は
現
行
法
上
は
訴
訟
に
お
け
る

因
果
関
係
を
認
め
る
に
は
不
十
分
な
証
明
で
あ
る
と

し
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

ま
た
、
厚
木
基
地
訴
訟
･
東
京
高
裁
昭
和
六
一
年

四
月
九
日
判
決

(判
例
時
報
=

九
二
号
一
頁
)
は
、

損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
原
告
ら
の
主
張
す
る

｢共
通

被
害
｣
を
あ
い
ま
い
だ
と
否
定
し
、
健
康
被
害
に
つ

い
て
は
医
学
的
検
査
や
所
見
に
基
づ
く
客
観
的
か
つ

専
門
的
診
断
資
料
が
な
く
、
陳
述
書
な
ど
は
措
信
し

が
た
い
と
し
て
、
疾
病
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
判

断
し
た
。
そ
し
て
、
他
の
精
神
的
被
害

(情
緒
的
被

害
、
睡
眠
妨
害
な
い
し
生
活
妨
害
)
は
、
基
地
の
極

め
て
高
度
の
公
共
性
と
の
利
益
衡
量
に
よ
り
受
忍
限

度
内
と
評
価
し
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
同
判
決
は
、

健
康
被
害
の
有
無
の
認
定
に
臨
床
的
診
断
を
重
視
し

た
。損

害
賠
償
の
内
訳
を
み
る
と
、
上
記
各
訴
訟
で
は
、

原
告
ら
の
将
来
の
慰
謝
料
請
求
に
対
し
、
裁
判
所
は

こ
れ
を
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
し
て
認
め
て
い
な
い

(通
説
)。
さ
ら
に
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い

て
も
認
め
て
い
な
い

(通
説
)
(注
7
)。

こ
の
ほ
か
、
損
害
賠
償
の
算
定
に
お
い
て
、
損
害

賠
償
の
算
定
と
公
健
法
給
付
と
の
損
益
相
殺
の
可
否

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
判
決

例
は
分
か
れ
て
い
る
(注
8
)。
損
益
相
殺
を
認
め
る

も
の
は
、
公
健
法
に
基
づ
き
受
給
し
た
補
償
給
付
の

限
度
に
お
い
て
実
質
上
損
害
が
填
補
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
か
ら
、
受
給
額
に
つ
い
て
は
損
害
額
か
ら

控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

(土
呂
久
訴
訟
第

一
陣
控
訴
審
･
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
昭
和
六
三
年
九

月
三
〇
日
判
決
･
判
例
時
報
三
一九
二
号
二
九
頁
、

日
本
化
工
ク
ロ
ム
労
災
訴
訟
･
東
京
地
裁
昭
和
五
六

年
九
月
二
八
日
判
決
･
判
例
時
報
一
〇
一
七
号
三
四

頁
･判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
八
号
一
一
八
頁
)、
千
葉
川

鉄
訴
訟
･
千
葉
地
裁
判
決
で
あ
る
)。

他
方
、
損
益
相
殺
を
認
め
な
い
も
の
は
、
純
粋
な

慰
謝
料
部
分
に
つ
い
て
は
公
健
法
給
付
に
よ
っ
て
も

填
補
さ
れ
な
い
と
す
る

(土
呂
久
訴
訟
第
二
陣
訴

訟
･
宮
崎
地
裁
延
岡
支
部
平
成
三
年
三
月
二
六
日
判

決
)。
な
お
、
国
道
四
三
号
線
訴
訟
･神
戸
地
裁
昭
和

六
一
年
七
月
一
七
日
判
決
は
、
｢右
原
告
ら
は
、
療
養

の
給
付
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
受
け
て
い
る
も
の
と
推

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
障
害
補
償
費
に
つ
い
て

は
、
'ー
-
そ
の
支
給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

に
足
り
る
証
拠
は
な
い
｣
と
し
、
被
告
ら
の
損
益
相

殺
の
抗
弁
は
理
由
が
な
い
と
し
た
。

の

交
通
事
故
賠
償
訴
訟
ー
ー
む
ち
打
ち
症
を
中
心

に
交
通
事
故
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
も
、
被
害
者
保
護

の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
(注
9
)。
~

例
え
ば
、
軽
度
傷
害
事
例
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
む
ち

｢

打
ち
症
事
例
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
適
正
救
済
の
必

↓

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

損害賠償論に関する最近の新しい考え方と



最
高
裁
昭
和
六
三
年
四
月
二
一
日
判
決

(民
集
四

二
巻
四
号
二
四
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
七
号
九

九
頁
)
は
、
普
通
乗
用
車
同
士
の
軽
微
な
追
突
事
故

の
結
果
、
頚
部
軟
部
組
織
の
受
傷
に
よ
る
外
傷
性
頭

頚
部
症
候
群
の
症
状
を
呈
し
た
被
害
者
が
、
外
傷
性

神
経
症
を
惹
起
し
、
一
〇
数
年
に
わ
た
る
療
養
生
活

(入
通
院
を
し
た
)
に
よ
り
症
状
が
悪
化
、
固
定
化

し
た
事
案
に
つ
き
、
被
害
者
の
症
状
に
は
特
異
な
性

格
に
起
因
す
る
も
の
も
多
く
、
初
診
医
の
診
断
も
同

人
の
言
動
に
誘
発
さ
れ
た
一
面
が
あ
り
、
同
人
に
は

回
帰
へ
の
自
発
的
意
欲
の
欠
如
等
が
あ
い
ま
っ
て
、

適
切
さ
を
欠
く
治
療
を
継
続
さ
せ
た
結
果
、
症
状
の

悪
化
と
そ
の
固
定
化
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し

て
、
民
法
七
二
二
条
二
項
の
過
失
相
殺
の
規
定
を
類

推
適
用
し
、
損
害
拡
大
に
寄
与
し
た
被
害
者
の
諸
事

情
を
し
ん
し
ゃ
く
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
は
事
故

時
か
ら
三
年
ま
で
に
発
生
し
た
損
害
の
う
ち
四
○
%

で
あ
る
と
認
め
た
。
同
判
決
は
、
こ
の
種
の
事
案
に

つ
き
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
初
め
て
割
合
的
判
断
を

示
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
(注
m
)。

し
か
し
、東
京
地
裁
平
成
元
年
九
月
七
日
判
決
(判

例
時
報
一
三
四
二
号
八
三
頁
)
は
、
不
法
行
為
法
の

基
本
原
則
は
、｢加
害
者
は
被
害
者
の
あ
る
が
ま
ま
を

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
こ
と
で
あ
る
と
し
、

上
記
最
高
裁
判
決
の
法
理
を
限
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
、
同
判
決
の
考
え
方
は
そ
の
根
拠
が
不
明
で

あ
り
、
さ
ら
に
問
題
を
含
む
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
(注

11
)
。む

ち
打
ち
症
に
係
る
民
事
訴
訟
事
案
の
解
明
に
あ

た
っ
て
は
、
む
ち
打
ち
症
問
題
の
背
景
･
実
態
を
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
医
療
費
問
題
を
認
識
し

た
り
、
法
的
に
救
済
さ
れ
る
べ
き
真
の
被
害
者
を
求

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
他
覚
的
所
見
の
な
い
者

を
保
護
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批

判
が
あ
る
(注
物
)
が
、
む
ち
打
ち
症
の
よ
う
な
軽
度

傷
害
事
案
に
お
い
て
は
、
一
定
の
割
り
切
り
を
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
、
合
理
的
根
拠
も
示
さ
れ
ず

に
、
治
療
期
間
が
長
引
い
て
い
た
り
不
相
当
な
額
の

治
療
費
が
請
求
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

そ
の
よ
う
な
曖
昧
な
部
分
は
救
済
の
必
要
が
な
い
と

判
断
し
、
割
合
的
認
定
を
す
べ
き
で
あ
る
。

今
後
は
心
因
性
の
科
学
的
実
態

(医
学
的
解
明
、

衝
突
速
度
等
事
故
状
況
と
の
関
連
な
ど
)
を
踏
ま
え

た
議
論
が
一
層
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

③

水
害
訴
訟
ー
-
大
東
水
害
最
高
裁
判
決
の
意
義

大
束
水
害
訴
訟
最
高
裁
判
決
昭
和
五
九
年
一
月
二

六
日
判
決

(判
例
時
報
一
一
〇
四
号
二
六
頁
)
は
、

河
川
管
理
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
し
た
初
め
て

の
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
そ
の
後
の
実
務
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
き
た
。
同
判
決
は
、
河
川
管
理
に
内
在
す

る
制
約
と
し
て
、
財
政
的
制
約
、
技
術
的
制
約
、
社

会
的
制
約
な
ど
を
指
摘
し
、
未
改
修
河
川
ま
た
は
改

修
の
不
十
分
な
河
川
の
安
全
性
と
し
て
は
過
渡
的
な

安
全
性
を
も
っ
て
足
り
る
と
し
た
。

そ
の
後
、
加
治
川
水
害
訴
訟
最
高
裁
昭
和
六
〇
年

三
月
二
八
日
判
決
(判
例
時
報
一
一
二
四
号
三
四
頁
)

は
、
大
東
水
害
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
、
仮
堤

防
の
破
堤
型
水
害
に
つ
き
河
川
管
理
の
瑕
疵
を
否
定

し
た
。
ま
た
、
多
摩
川
水
害
訴
訟
東
京
高
裁
昭
和
六

二
年
八
月
三
一
日
判
決

(判
例
時
報
一
二
四
七
号
三

頁
)
は
、
改
修
完
成
河
川
で
の
破
堤
型
水
害
に
つ
い

て
も
大
東
水
害
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
考
え
方
を
採
用

で
き
る
と
し
て
、
河
川
管
理
の
瑕
疵
を
否
定
し
た
。

し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
平
成
二
年
一
二
月
一
三

日
、
責
任
を
否
定
し
た
高
裁
判
決
を
破
棄
し
、
原
審

に
差
し
戻
す
旨
の
判
決
を
出
し
た

(判
例
時
報
一
三

六
九
号
二
三
頁
)。

加
藤
教
授
は
、
大
東
水
害
最
高
裁
判
決
の
考
え
方

を
基
本
的
に
支
持
さ
れ
(注
聡
)、
ま
た
、
公
正
賠
償

論
の
背
景
と
し
て
も
指
摘
さ
れ
る
(注
M
)。
学
説
上

は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
(注
お
)。

2

損
害
賠
償
法
理
論
の
新
し
い
展
開

損
害
賠
償
法
理
論
の
う
ち
、
受
忍
限
度
論
、
科
学

因
果
関
係
論
、
割
合
的
認
定
の
法
理
、
新
共
同
不
法

行
為
理
論
を
と
り
あ
げ
る
。

◎

受
忍
限
度
論
の
定
着

公
害
･環
境
訴
訟
で
は
、
裁
判
所
は
、
違
法
性
(あ



る
い
は
違
法
性
お
よ
び
過
失
)
の
判
断
に
あ
た
り
、

受
忍
限
度
論
を
採
用
し
て
い
る
(通
説
)
(注
齢
)。
他

方
、
環
境
権
を
利
益
衡
量
を
許
さ
な
い
絶
対
権
と
し

て
構
成
す
る
考
え
方

(い
わ
ゆ
る
環
境
権
論
)
は
、

裁
判
例
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
(注
野
)。
裁
判
所

が
基
本
的
に
採
用
す
る
利
益
衡
量
の
考
え
方
と
対
立

す
る
か
ら
で
あ
る
。

受
忍
限
度
論
に
お
い
て
は
、
公
正
な
紛
争
処
理
を

図
る
た
め
、
多
元
審
査
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(注

齢
)。
さ
ら
に
今
後
、
利
益
衡
量
を
的
確
に
行
う
た
め

に
、
社
会
的
状
況
の
変
化
、
科
学
的
知
見
な
ど
を
十

分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

科
学
的
因
果
関
係
論

近
時
、
疫
学
的
因
果
関
係
論
や
制
度
的
因
果
関
係

論
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
機
能
に

は
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
指

摘
と
と
も
に
、
科
学
的
因
果
関
係
論
の
重
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
疫
学
的
因
果
関
係
論
は
、
疫
学
上
の
原

則
を
基
礎
に
し
て
法
的
因
果
関
係
を
確
定
し
よ
う
と

す
る
理
論
で
あ
る
。
四
日
市
公
害
訴
訟
･
津
地
裁
四

日
市
支
部
昭
和
四
七
年
七
月
二
四
日
判
決

(判
例
時

報
六
七
二
号
三
〇
頁
)
は
、
疫
学
的
因
果
関
係
論
を

基
礎
に
、
法
的
因
果
関
係
を
認
め
た
(注
路
)。
そ
の

後
、
疫
学
的
因
果
関
係
論
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
、

法
理
論
も
そ
れ
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
野
村
教
授
は
、
昭
和
五
〇
年
代
後
半
に
入
る
と

疫
学
的
因
果
関
係
論
に
対
す
る
反
省
が
次
第
に
強
ま

っ
て
き
た
と
指
摘
し
、
そ
の
変
化
の
要
因
と
し
て
、

経
済
状
況
や
司
法
の
流
れ
の
変
化
、
法
学
理
論

(割

合
的
因
果
関
係
、
共
同
不
法
行
為
等
)
の
発
展
、
医

学
的
知
見

(疫
学
な
ど
、
医
学
上
の
研
究
)
の
進
歩

を
挙
げ
ら
れ
る
(注
醇
)。

疫
学
的
因
果
関
係
は
、
法
的
因
果
関
係
の
判
断
の

参
考
に
な
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
、
疫
学
に
対
す
る

法
的
評
価
が
的
確
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
制
度
的
因
果
関
係
は
、
旧
公
害
健
康
被

害
補
償
制
度
上
の
救
済
要
件
で
あ
る
。
他
方
、
法
的

因
果
関
係
は
、
民
事
損
害
賠
償
制
度
上
の
責
任
成
立

要
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
的
因
果
関
係
と

法
的
因
果
関
係
と
は
、
そ
の
性
質
、
内
容
、
機
能
、

実
際
の
運
用
等
が
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
異
な
る
。
し

か
し
、
学
説
に
は
、
制
度
的
因
果
関
係
が
法
的
因
果

関
係
の
内
容
と
な
り
得
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

ま
た
、
川
鉄
千
葉
訴
訟
判
決
は
、
制
度
的
因
果
関
係

論
に
基
づ
い
て
法
的
因
果
関
係
を
認
め
た
と
捉
え
得

る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
的
因
果
関
係
と
法
的
因
果
関

係
と
を
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
理

論
上
も
実
際
上
も
正
当
で
な
い
。

昭
和
六
二
年
九
月
公
健
法
が
改
正
さ
れ
、
因
果
関

係
の
制
度
的
･
行
政
的
割
切
が
廃
止
さ
れ
、
制
度
的

因
果
関
係
論
は
制
度
上
の
根
拠
を
失
っ
た
。
法
改
正

を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
た
結
果
、
法
制
度

及
び
法
理
論
の
研
究
が
進
み
、
制
度
的
因
果
関
係
論

及
び
法
的
因
果
関
係
論
の
性
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

(注
即
)。

第
三
に
、
科
学
的
因
果
関
係
論
に
係
る
議
論
は
、

多
奈
川
訴
訟
判
決
、
川
鉄
千
葉
訴
訟
判
決
な
ど
近
時

の
公
害
訴
訟
等
を
契
機
に
進
展
し
た
。
川
鉄
判
決
で

は
、
因
果
関
係
の
立
証
に
お
け
る

｢高
度
の
蓋
然
性

の
立
証
｣
と
は
具
体
的
に
何
か
、
法
的
因
果
関
係
判

断
の
基
礎
と
な
る
科
学
的
因
果
関
係
の
証
拠
採
否
の

在
り
方
、
さ
ら
に
、
原
因
競
合
の
場
合
の
因
果
関
係

の
認
定
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
課
題
を
将
来
に
残

し
た
(注
れ
)。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
医

学
者

(公
衆
衛
生
学
)
か
ら
、
｢近
年
の
科
学
裁
判
で

は
、
科
学
的
不
確
実
性
を
裁
判
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
評
価
す
る
か
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
の
側
に
事
実
に
可
能
な
限
り

接
近
す
る
意
欲
が
あ
る
な
ら
ば
、
科
学
の
側
の
関
心

と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
千
葉
判
決
に
示

さ
れ
た
よ
う
な
内
容
、
科
学
的
真
否
は
ど
う
で
あ
れ
、

裁
判
官
が
独
自
に
、
時
に
科
学
的
判
断
ま
で
を
も
下

す
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
す
る
と
、
裁
判
に

お
け
る
科
学
の
役
割
は
無
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う

損害賠償論に関する最近の新しい考え方



で
あ
ろ
う
｣
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
(注
22
)。

ま
た
、
因
果
関
係
の
認
定
に
つ
い
て
、
藤
倉
皓
一

郎
教
授
は
、｢長
い
潜
伏
期
間
の
あ
る
慢
性
の
被
害
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
他
の
複
合
要
素
に
よ
っ
て
隠
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
因
果
関
係
の
確
定
が
き
わ

め
て
難
し
い
｣
と
指
摘
さ
れ
る
(注
器
)。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
科
学
的
知
見
を
基
礎
に
し
た

因
果
関
係
の
認
定

(科
学
的
因
果
関
係
論
)
の
必
要

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

③

寄
与
度
に
基
づ
く
割
合
的
認
定
の
法
理

現
代
の
複
雑
な
社
会
状
況
の
も
と
で
は
、
あ
る
損

害
の
発
生
に
、
複
数
の
原
因
が
関
与
し
て
い
る
場
合

が
あ
る
。
科
学
･
技
術
の
進
歩
に
と
も
な
い
、
従
来

は
看
過
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
新
た
に
、
原
因
と
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う

な
複
数
の
原
因
の
な
か
に
は
、
損
害
賠
償
責
任
に
係

る
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
を
公
正
か
つ
的
確
に
処
理
す
る
た

め
に
提
唱
さ
れ
た
考
え
方
が
、
寄
与
度
に
基
づ
く
割

合
的
認
定
の
法
理
で
あ
る
(注
24
)。
こ
の
法
理
は
、

交
通
事
故
損
害
賠
償
等
の
裁
判
例
に
導
入
さ
れ
、
裁

判
実
務
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

寄
与
度
に
基
づ
く
割
合
的
認
定
の
法
理
を
め
ぐ
り

議
論
が
あ
る
が
、
公
正
な
紛
争
処
理
を
図
る
た
め
に
、

承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
は
、
寄
与
度
を
導
き
出

す
た
め
の
基
礎
と
な
る
科
学
的
知
見
を
さ
ら
に
吟
味

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈱

新
共
同
不
法
行
為
論

公
害
等
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
被

害
者
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
者
を
加
害
者
と
捉
え
、

あ
る
い
は
損
害
発
生
へ
の
寄
与
度
は
低
く
て
も
、
よ

り
経
済
力
が
あ
り
、
あ
る
い
は
公
共
性
の
高
い
者
を

被
告
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

被
告
と
さ
れ
た
者
に
責
任
を
認
め
全
額
賠
償
を
さ
せ

る
こ
と
は
、
公
正
な
賠
償
方
法
と
は
い
え
な
い
。
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
上
記
③
の
主
張
と
と
も
に
、

共
同
不
法
行
為
理
論
に
つ
い
て
も
、
近
時
再
検
討
が

行
わ
れ
て
い
る
(注
25
)。

共
同
不
法
行
為
責
任
は
、
解
釈
上
、
不
法
行
為
の

一
般
的
要
件
の
ほ
か
に
、
加
害
者
の
共
同
性
と
い
う

要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
判
例
及
び
従
来
の
通
説

は
、
こ
の
共
同
性
に
つ
き
、
加
害
者
の
行
為
が
客
観

的
に
関
連
共
同
し
て
い
れ
ば
足
り
、
主
観
的
な
共
同

性
は
不
要
で
あ
る
と
解
し
、
ま
た
、
そ
の
効
果
と
し

て
、
共
同
の
加
害
者
が
連
帯
責
任

(不
真
正
連
帯
責

任
)
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
解
釈
は
、
共
同
不
法
行
為
の
成
立
を
で
き
る
だ

け
広
く
認
め
、
か
つ
加
害
者
ら
に
連
帯
責
任
と
い
う

重
い
責
任
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
保
護
を
図

ろ
う
と
す
る
法
政
策
的
判
断
が
基
礎
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
(注
26
)
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
損
害
発
生

の
寄
与
度
の
大
き
い
者
と
小
さ
い
者
と
の
間
の
公
平

を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
近
時
、
共
同
不
法
行
為

者
に
何
ら
か
の
主
観
的
共
同
性
を
求
め
る
考
え
方
が

有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
(注
“
)。
例
え
ば
、
野
村

教
授
は
、
主
観
的
共
同
性
の
内
容
を
具
体
化
さ
せ
、

｢寄
与
度
を
超
え
た
と
こ
ろ
ま
で
責
任
を
負
わ
せ
て

良
い
だ
け
の
実
質
的
関
係
｣
と
い
う
基
準
を
設
定
さ

れ
る
。
加
藤
教
授
は
、
連
帯
責
任
の
考
え
方
を
反
省

し
、
公
正
賠
償
論
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
る
(注
盤
)。

さ
ら
に
、
野
村
教
授
は
、
こ
の
問
題
を
七
一
九
条

だ
け
で
な
く
、
共
同
不
法
行
為
を
含
む
原
因
競
合
の

問
題
と
し
て
捉
え
、
割
合
的
因
果
関
係
論
を
導
入
さ

れ
る
(注
29
)。
共
同
不
法
行
為
の
問
題
を
原
因
競
合

の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
同
種
の
事
例
を
統

一
的
に
把
握
し
、
公
平
な
紛
争
処
理
を
可
能
に
す
る

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(注
即
)。

3

公
正
賠
償
を
め
ぐ
っ
て

印

日
本
の
学
界

公
正
賠
償
を
め
ぐ
る
日
本
の
学
界
の
状
況
を
要
約

す
る
こ
と
は
、
直
接
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
困
難
で
あ
る
が
、
大
き
く
二
つ
の
流
れ
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
公
正
賠
償
論

に
親
し
む
も
の
、
こ
れ
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
も
の
で
あ
る
。

石
川
明
教
授
は
、｢
一
連
の
裁
判
を
見
て
い
て
感
じ

加川====lIIil旧習加川川田--l====lIl=lll=lIllllll



る
こ
と
は
、
法
的
責
任
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
、
Q
8
℃
b
oo封
伐
を
持
つ
者
を
そ
の
周
辺
に
探

し
て
、
現
行
法
の
理
論
構
成
上
多
少
の
無
理
は
し
て

も
、
こ
の
者
に
法
的
責
任
を
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
被
害
者
救
済
を
は
か
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
な
き

に
し
も
非
ず
｣
と
指
摘
し
、
日
本
の
裁
判
に
対
し
て
、

公
正
賠
償
論
と
同
様
の
認
識
を
示
さ
れ
て
い
る
(注

視
)。
具
体
的
な
判
例
評
釈
の
な
か
に
は
、
公
正
賠
償

論
に
依
拠
す
る
と
み
ら
れ
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る

(注
錫
)。

他
方
、
第
二
に
、
公
正
賠
償
論
と
は
対
立
す
る
と

み
ら
れ
る
、
別
の
視
点
か
ら
の
議
論
も
な
さ
れ
て
い

る
(注
鞘
)。

と
こ
ろ
で
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
七
日
日
本
私
法

学
会
民
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢製
造
物
責
任
｣
は
、

主
と
し
て
立
法
論
に
係
る
議
論
で
あ
る
が
、
本
稿
テ

ー
マ
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
興
味
深
い
も
の
が
あ

っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
者
は
、
好
見
清
光
(
一
橋
大

学
)、
徳
本
鎮
(九
州
大
学
)、
平
野
克
明
(静
岡
大

学
)、
松
本
恒
雄
(大
阪
市
立
大
学
)、
朝
見
行
弘
(福

岡
大
学
)、加
賀
山
茂
(大
阪
大
学
)、浦
川
道
太
郎
(早

稲
田
大
学
)、
飯
塚
和
之
(茨
城
大
学
)
の
各
氏
(所
属

は
当
時
)。
各
報
告
は
、
全
体
と
し
て
、
製
造
物
責
任

に
つ
い
て
被
害
者
保
護
の
徹
底
を
図
る
べ
き
で
あ
る

と
し
、
無
過
失
責
任
立
法
の
提
案
を
行
う
も
の
で
あ

っ
た
(注
錐
)。

こ
れ
ら
の
報
告
に
対
し
て
、
森
島
昭
夫
教
授
は
、

立
法
論
を
提
唱
す
る
と
き
は
、
そ
の
立
法
の
反
対
者

の
意
見
に
答
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
対

者
を
も
説
得
す
る
理
由
が
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
今
回
の
提
案
で
は
そ
れ
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
指
摘
は
、
製
造
物
責
任
に

つ
い
て
被
害
者
保
護
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

合
理
的
理
由
が
客
観
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
山
田
卓
生
教
授
は
、

加
賀
山
助
教
授
の
｢救
済
さ
れ
る
べ
き
者
が
救
済
さ

れ
な
い
｣
と
す
る
報
告
に
対
し
、
そ
の
よ
う
に
い
え

る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
日
本
の

裁
判
例
は
企
業
に
甘
い
と
い
う
こ
と
も
必
ず
し
も
い

え
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。
他
方
、
カ
ネ
ミ
油
症
原
告

側
訴
訟
代
理
人

(弁
護
士
)
か
ら
、
裁
判
で
は
過
失

責
任
主
義
の
も
と
で
苦
労
し
た
と
の
訴
え
が
な
さ
れ

た
。②

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
法
行
為
法
改
革
の
動
き

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
最
近
、
高
額
の
損
害
賠

償
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
経
済
力
の
あ
る

者
を
ね
ら
い
う
ち
に
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
ま
た
、

保
険
会
社
が
高
額
賠
償
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
い
わ
ゆ

る
保
険
危
機
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
を
反
省
し
、
現
在
、
不
法
行
為
法
の
改
革
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
ア
メ
リ
カ
の
状
況
は
、
公
正

賠
償
論
の
背
景
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
保
険
危
機
と
は
、
一
九
八
五
年
か
ら
一
九

八
六
年
に
か
け
て
生
じ
た
保
険
会
社
の
保
険
引
受
拒

否
ま
た
は
大
幅
な
保
険
料
引
上
げ
に
伴
っ
て
生
じ
た

社
会
的
混
乱
を
い
い
、
特
に
、
P
L
保
険
、
自
治
体

施
設
の
賠
償
責
任
保
険
、
取
締
役
賠
償
責
任
保
険
、

医
師
賠
償
責
任
保
険
等
の
保
険
分
野
に
現
れ
た
(注

節
)。保

険
危
機
発
生
の
主
要
原
因
と
し
て
、
合
衆
国
レ

ポ
ー
ト
は
、
不
法
行
為
責
任
の
急
激
な
変
化
、
特
に
、

企
業
責
任
の
厳
格
化
盆
州過
失
責
任
へ
の
移
行
)、
損

害
賠
償
金
の
高
騰
化
、
過
大
な
訴
訟
費
用
な
ど
を
指

摘
し
た
。

さ
ら
に
、
同
レ
ポ
ー
ト
は
、
解
決
策
と
し
て
、
過

失
責
任
の
維
持
、
因
果
関
係
の
認
定
に
科
学
的
証
拠

を
用
い
る
こ
と
、
実
際
に
共
同
行
為
が
な
さ
れ
た
場

合
を
除
き
連
帯
責
任
を
廃
止
す
る
こ
と
、
非
経
済
的

賠
償
金
の
上
限
を
一
〇
万
ド
ル
と
す
る
こ
と
、
経
済

的
損
害
の
総
額
が
一
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
場
合
は
分

割
払
い
を
導
入
す
べ
き
こ
と
、
同
一
被
害
に
つ
い
て

他
の
補
償
が
あ
る
場
合
は
賠
償
金
を
減
額
す
る
こ
と

な
ど
、
八
項
目
を
指
摘
し
た
(注
第
)。

以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
動
き
は
、
日

本
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
十
分
に
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

損害賠償論に関する最近の新しい考え方と
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ま
と
め
と
課
題

公
正
賠
償
論
は
、
あ
る
べ
き
損
害
賠
償
法
理
あ
る

い
は
損
害
賠
償
の
理
念
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
公
正
賠
償
論
の
概
要
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
評
価
を
行
う
た
め
公
正
賠

償
論
の
背
景
･
根
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
諸
点
の
い

く
つ
か
を
検
討
し
た
。
も
っ
と
も
、
不
法
行
為
法
の

基
本
的
問
題
に
係
る
本
稿
テ
ー
マ
の
解
明
に
あ
た
っ

て
、
さ
ら
に
事
例
検
討
を
踏
ま
え
た
総
合
的
研
究
が

必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

以
下
に
、
そ
の
視
点
を
い
く
つ
か
提
示
し
た
い
。

ま
ず
、
公
正
賠
償
論
は
、
被
害
者
保
護
を
否
定
し

あ
る
い
は
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
具
体
的
事
例
の
な
か
に
は
、
公
正
賠
償

論
の
も
と
で
被
害
者
保
護
の
徹
底
が
求
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
で
あ
ろ
う

(例
え
ば
、
事
故
に
よ
る
植
物

状
態
患
者
の
救
済
な
ど
)。
逆
に
、
本
稿
で
も
指
摘
し

た
よ
う
に
、
む
ち
打
ち
症
事
案
の
な
か
に
は
救
済
を

否
定
さ
れ
る
べ
き
例
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
後
は
、

公
正
賠
償
論
の
視
点
に
た
っ
た
不
法
行
為
法
理
論
の

具
体
的
提
示
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
受
忍
限
度
論
、
科
学

的
因
果
関
係
論
、
割
合
的
認
定
の
法
理
、
新
共
同
不

法
行
為
論
は
、
公
正
賠
償
論
の
視
点
の
も
と
に
体
系

的
整
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
具
体
的
な
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

理
論
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

,

第
四
に
、
公
正
賠
償
論
の
内
容
を
合
理
的
に
し
、

別
稿
で
、
こ
の
視
点
に
た
ち
、
国
家
賠
償
法
二
条
の

説
得
力
を
付
与
さ
せ
る
た
め
に
、
事
実
認
定
に
あ
た

瑕
疵
の
判
断
に
あ
た
り
公
正
賠
償
論
の
視
点
、
科
学

り
科
学
的
知
見
を
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た

的
知
見
の
導
入
、
割
合
的
認
定
の
法
理
及
び
公
共
事

め
の
実
体
的
、
手
続
的
議
論
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で

業
紛
争
の
法
的
処
理
の
諸
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

あ
る
。
(例
え
ば
、
文
書
提
出
命
令
の
あ
り
方
な
ど
)。

ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
(注
"
)
。

ま
た
、
科
学
的
知
見
の
考
え
方
、
取
扱
方
に
つ
い
て

最
後
に
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
以
下
の

議
論
が
あ
る
の
で
(注
虹
)、
さ
ら
に
、
検
討
さ
れ
な

点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

瑕
疵
の
判
断
に
あ
た
り
公
正
賠
償
論
の
視
点
、
科
学

的
知
見
の
導
入
、
割
合
的
認
定
の
法
理
及
び
公
共
事

業
紛
争
の
法
的
処
理
の
諸
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
(注
"
)
。

最
後
に
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
以
下
の

点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
被
害
者
保
護
と
は
何
か
に
つ
い
て
改
め

て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
、
損
害
賠
償

の
対
象
と
な
る
被
害
者
と
は
ど
の
よ
う
な
者
を
い
う

べ
き
か
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
損
害
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
加
害

行
為
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(注
綿
)。

第
三
に
、
上
記
二
点
に
関
連
し
て
、
補
償
制
度
の

な
か
で
損
害
賠
償
制
度
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

べ
き
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(注

綿
)。
公
正
賠
償
論
は
、
被
害
者
が
一
定
の
救
済
を
既

に
得
て
い
る
こ
と
を
基
本
的
前
提
と
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
制
度
論
と
し
て
、
損
害
賠
償
制
度
以
外

の
他
の
補
償
制
度

(損
害
賠
償
、
保
険
、
社
会
保
障
、

社
会
福
祉
等
)
に
つ
い
て
も
視
野
に
い
れ
る
必
要
が

あ
る
。
公
共
事
業
等
の
適
法
行
為
に
よ
る
被
害
を
ど

の
よ
う
に
補
償
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
(注
鱒
)
。

注の

加
藤
一
郎

｢大
東
水
害
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
L
ジ
ュ
リ
ス

ト
八
一
一
号
二
三
頁

(
一
九
八
四
年
)

②

｢座
談
会
･最
近
の
不
法
行
為
法
の
動
向
-
-
厚
木
訴
訟

判
決
の
利
益
衡
量
を
め
ぐ
っ
て
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
二

号
一
六
頁
-
一
七
頁

(
一
九
八
七
年
)

③

私
法
五
一
号
一
〇
頁
、
一
三
頁

(
一
九
八
九
年
)

国

我
妻
栄

『事
務
管
理
･不
当
利
得
･不
法
行
為
』
(
一
九

三
七
年
･
日
本
評
論
社
)
九
四
頁
ー
九
五
頁
、
九
八
頁

◎

野
村
好
弘

『現
在
の
社
会
問
題
と
法
-
ー
環
境
問
題
』

(
一
九
七
八
年
･
筑
摩
書
房
)
三
頁
、
同

｢日
本
環
境
法

の
沿
革
と
特
色
｣
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
二
巻
一
一
号
一
〇
頁

(
一
九
八
九
年
)

◎

公
害
訴
訟
の
区
分
及
び
特
色
に
つ
い
て
は
、
人
間
環
境

問
題
研
究
会
編
集

『最
近
の
重
要
環
境
･公
害
判
例
』
｢は

し
が
き
｣
(加
藤
一
郎
)、
一
頁
(野
村
好
弘
)
(
一
九
八
七

年
･有
斐
閣
)、
野
村
好
弘

｢因
果
関
係
の
側
面
か
ら
見
た

公
健
法
の
問
題
点
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
一
号
五
一
頁

(
一

九
八
四
年
)
参
照
。
第
一
期
は
局
地
的
･
部
分
的
に
公
害

が
現
れ
、
大
阪
ア
ル
カ
リ
事
件
、
信
玄
公
旗
掛
松
事
件
な

ど
が
起
き
た
。
各
判
決
の
理
論
的
･
実
際
的
意
味
に
つ
い



て
は
、
野
村
好
弘

『公
害
･
環
境
の
法
律
』
一
五
頁
以
下

(
一
九
八
一
年
･
日
本
経
済
新
聞
社
)、
背
景
に
つ
い
て

は
、
川
井
健

『民
法
判
例
と
時
代
思
潮
』
-九
三
頁
以
下

(
一
九
八
一
年
･日
本
評
論
社
)。
足
尾
鉱
山
、
別
子
銅
山

な
ど
で
鉱
害
紛
争
が
社
会
問
題
化
し
た
時
期
で
あ
る
。

の

懲
罰
的
損
害
賠
償
論
と
は
、
不
法
行
為
の
加
害
者
に

故
意
が
あ
っ
た
場
合
に
、
社
会
的
制
裁
を
加
え
、
事
故
の

再
発
を
防
止
す
る
目
的
の
も
と
に
、
よ
り
高
額
の
損
害
賠

償
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
い
う
。
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
コ
モ
ン
ロ
ー
上
発
展
し
て
き
た
考
え
方
で

あ
る
。
後
藤
孝
興
『現
代
損
害
賠
償
論
』
(
一
九
八
二
年
･

日
本
評
論
社
)
は
こ
の
考
え
方
を
支
持
す
る
。

⑧

藤
村
和
夫

｢川
鉄
千
葉
公
害
訴
訟
判
決
に
お
け
る
損
害

論
｣
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
二
巻
三
号
三
二
頁

(
一
九
八
九

年
)、
松
浦
以
津
子
｢千
葉
川
鉄
公
害
訴
訟
判
決
に
お
け
る

因
果
関
係
論
･
損
害
論
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
二
八
号
二
四
頁

(
一
九
八
九
年
)、
吉
村
良
三
千
葉
川
鉄
公
害
訴
訟
判
決

に
お
け
る
損
害
論
｣
法
律
時
報
六
一
巻
五
号
四
七
頁

(
一

九
八
九
年
)、
淡
路
剛
久
｢千
葉
川
鉄
大
気
汚
染
公
害
訴
訟

判
決
の
法
的
問
題
点
｣
公
害
研
究
一
八
巻
四
号
七
頁

(
一

九
八
九
年
)

③

倉
田
卓
次

｢人
身
賠
償
理
論
の
戦
後
の
歩
み
I
I
交
通

事
故
裁
判
例
へ
の
私
的
回
顧
の
立
場
か
ら
｣
判
例
タ
イ
ム

ズ
七
〇
八
号
四
頁
(
一
九
八
九
年
)、
塩
崎
勤
｢損
害
賠
償

訴
訟
に
お
け
る
最
近
の
理
論
と
実
務
｣
自
由
と
正
義
三
九

巻
一
一
号
四
頁
(
一
九
八
八
年
)、
倉
田
卓
次
｢民
事
交
通

訴
訟
の
課
題
と
展
望
｣
塩
崎
勤
編
『現
代
民
事
裁
判
の
課

題
⑧
』
一
頁

(
一
九
八
九
年
･
新
日
本
法
規
)

⑩

『昭
和
六
三
年
度
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
』
一
七
五
頁

(小
倉
顕
)
(
一
九
九
〇
年
)

⑩

拙
稿

｢判
例
を
読
む
I
I
交
通
事
故
｣
月
刊
民
病
研
三

九
号
二
三
頁
(
一
九
九
一
年
)。
な
お
、
筆
者
は
、
東
京
高

剛
久

｢環
境
権
の
確
立
を
求
め
て
｣
公
害
研
究
二
〇
巻
一

裁
昭
和
五
七
年
二
月
一
七
日
判
決

(交
通
民
集
一
五
巻
一

号
二
○
頁

(
一
九
九
○
年
)

号
六
四
頁
、
判
例
時
報
一
〇
三
八
号
二
九
五
頁
)
(交
通
事

故
と
医
療
過
誤
の
複
合
事
故
に
つ
き
共
同
不
法
行
為
責
任

を
認
め
、
逸
失
利
益
の
算
出
に
つ
き
最
近
の
賃
金
セ
ン
サ

ス
を
用
い
た
事
例
)
に
つ
い
て
、
共
同
不
法
行
為
に
係
る

議
論
で
は
割
合
的
判
断
を
な
す
べ
き
こ
と
、
損
害
論
で
は

賃
金
セ
ン
サ
ス
の
用
い
方
に
関
連
し
て
、
賠
償
額
高
額
化

の
反
省
と
賠
償
額
適
正
化
の
た
め
の
理
論
的
説
得
性
の
必

要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
六
号
八

二
頁
、
一
九
八
五
年
)。
そ
こ
で
の
引
用
文
献
参
照
。

⑭

最
近
の
文
献
と
し
て
、
東
京
三
弁
護
士
会
交
通
事
故
処

理
委
員
会
む
ち
打
ち
症
特
別
研
究
部
会

｢む
ち
打
ち
症
に

関
す
る
医
学
･
工
学
鑑
定
の
諸
問
題
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
七

三
七
号
四
頁
(
一
九
九
〇
年
)、
拙
稿
｢法
と
科
学

裁

判
に
お
け
る
鑑
定
の
機
能
を
中
心
に
｣
秋
田
大
学
教
育
学

部
研
究
紀
要
人
文
科
学
･
社
会
科
学
第
四
一
集
一
三

頁

(
一
九
九
〇
年
)

③

加
藤
･
前
掲

｢大
東
水
害
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
｣
ジ
ュ
リ

ス
ト
八

一
一
号
二
九
頁

⑩

加
藤
一
郎

｢戦
後
不
法
行
為
法
の
展
開
ー
-
被
害
者
保

護
か
ら
公
正
な
賠
償
へ
｣
法
学
教
室
七
六
号
一
〇
頁

(
一

九
八
七
年
)

㈲

『昭
和
五
九
年
度
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
』
-
一
頁
(加

藤
和
夫
)
(
一
九
八
九
年
)

⑤

野
村
好
弘

｢環
境
訴
訟
に
お
け
る
受
忍
限
度
の
構
造
｣

環
境
法
研
究
五
号
一
五
七
頁
(
一
九
七
六
年
)

⑭

高
崎
尚
志
｢
い
わ
ゆ
る
『環
境
権
説
』
(絶
対
権
説
)
と

受
忍
限
度
論
ー
ー
-環
境
権
説
の
受
忍
限
度
論
へ
の
接
近
と

吸
収
｣
環
境
法
研
究
一
号
一
三
一
頁
(
一
九
七
四
年
)。
環

境
権
論
の
展
開
に
つ
い
て
の
近
時
の
文
献
と
し
て
、
淡
路

号
二
〇
頁

(
一
九
九
〇
年
)

⑬

野
村
好
弘

｢四
大
公
害
裁
判
が
生
ん
だ
法
理
-ー
ー
因
果

関
係
論
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三
二
号
三
六
頁
(
一
九
七
三
年
)

鋤

野
村
好
弘

｢因
果
関
係
の
側
面
か
ら
見
た
公
健
法
の
問

題
点
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
一
号
五
一
頁

(
一
九
八
四
年
)

⑩

拙
稿

｢大
気
汚
染
公
害
訴
訟
の
『制
度
的
因
果
関
係
論
』

と
『法
的
因
果
関
係
論
』｣
『平
成
元
年
度
道
路
管
理
に
関
す

る
検
討
業
務
報
告
書
〔道
路
訴
訟
〕』
七
一
頁

(
一
九
九
〇

年
･
㈱
道
路
環
境
研
究
所
)

の

｢特
集
･川
鉄
千
葉
公
害
訴
訟
判
決
を
め
ぐ
っ
て
｣
法
律

の
ひ
ろ
ば
四
二
巻
三
号
四
頁
以
下
参
照

(
一
九
八
九
年
)

鰯

前
田
和
甫

｢川
鉄
千
葉
公
害
訴
訟
判
決
の
論
点
-
ー
と

く
に
疫
学
資
料
の
評
価
に
つ
い
て
｣
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
二

巻
八
号
七
八
頁

(
一
九
八
九
年
)

⑳

藤
倉
皓
一
郎
｢環
境
問
題
の
現
状
と
課
題
,ー
-
『
沈
黙
の

冬
』
に
至
ら
な
い
た
め
に
｣
自
由
と
正
義
四
〇
巻
三

号

六
頁

(
一
九
八
九
年
)

飼

野
村
好
弘

｢因
果
関
係
の
本
質
I
I
寄
与
度
に
基
づ
く

割
合
的
因
果
関
係
論
鳥
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
法
理
と
実

務
』
(
一
九
八
四
年
･ぎ
ょ
う
せ
い
)
六
二
頁
、
同

｢自
動

車
事
故
に
お
け
る
因
果
関
係
の
認
定
｣
(交
通
民
集
一
巻
索

引
･
解
説
号
二
二
三
頁
)
(
一
九
六
九
年
)。
野
村
教
授
は
、

寄
与
度
に
応
じ
た
割
合
的
認
定
を
行
う
法
的
手
法
と
し
て

割
合
的
因
果
関
係
論
を
主
張
し
、
伝
統
的
な
相
当
因
果
関

係
論
に
対
し
本
質
的
な
問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
る
。

問

判
例
･
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
森
島
昭
夫

『不
法

行
為
法
講
義
』
(
一
九
八
七
年
･
有
斐
閣
)
八
五
頁
以
下
、

神
田
孝
夫
『不
法
行
為
責
任
の
研
究
』
(
一九
八
八
年
･
一

粒
社
)
三
〇
二
頁

節

加
藤
教
授
は
、
七
一
九
条
一
項
の
共
同
不
法
行
為
の
成

損害賠償論に関する最近の新しい考え方とその評価



立
要
件
と
し
て
、
客
観
的
関
連
共
同
性
論
を
主
張
さ
れ
た

が
、‘そ
の
論
拠
と
し
て
、
被
害
者
救
済
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
後
、
同
説
は
、
学
説
の
多
数
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

加
藤
一
郎
｢不
法
行
為
(増
補
版
)｣
(初
版
一
九
五
七
年
･

増
補
新
版
一
九
七
四
年
)
二
〇
五
頁

節

加
藤
一
郎
･
森
島
昭
夫
･
野
村
好
弘
･
淡
路
剛
久

｢座

談
会
/
共
同
不
法
行
為
を
め
ぐ
っ
て
｣
交
通
法
研
究
一
四

号
一
頁

(
一
九
八
五
年
)

同

加
藤
･
前
掲

｢戦
後
不
法
行
為
法
の
展
開
ー
-
被
害
者

保
護
か
ら
公
正
な
賠
償
へ
｣
一
〇
頁

飼

野
村
好
弘

｢原
因
競
合
の
場
合
に
お
け
る
因
果
関
係
の

割
合
的
判
断
｣
交
通
民
集
ニ
ハ巻
索
引
･
解
説
号
三
三
一

頁

(
一
九
八
五
年
)

岡

能
見
善
久

｢複
数
不
法
行
為
者
の
責
任
｣
司
法
研
修
所

論
集
八
二
号
一
頁
(
一
九
八
九
年
)、
東
孝
行
｢公
害
と
不

法
行
為
責
任
ー
ー
工
場
排
煙
･
排
水
と
不
法
行
為
責
任
｣

山
口
和
男
絹

『裁
判
実
務
大
系
一
六
』
(
一
九
八
七
年
･青

林
書
院
)
一
五
頁
な
ど
、
有
益
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

節

石
川
明

｢研
究
余
満
･被
害
者
救
済
と
不
法
行
為
責
任
｣

判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二
号
二
頁

(
一
九
八
四
年
)

㈱

前
掲
･
｢特
集
･
川
鉄
千
葉
公
害
訴
訟
判
決
を
め
ぐ
っ

て
｣
四
頁
以
下
の
三
論
文

⑧

淡
路
剛
久
･牛
山
積
･吉
村
良
一
･沢
井
格

｢座
談
会
･

大
気
汚
染
公
害
訴
訟
の
現
状
と
課
題
･ー
ー
結
審
し
た
西
淀

川
訴
訟
と
後
続
四
訴
訟
の
分
析
｣
法
律
時
報
六
二
巻
=

号
八
頁

(
一
九
九
〇
年
)
で
は
、
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
に

お
け
る
共
同
不
法
行
為
論
、
因
果
関
係
論
、
損
害
論
に
つ

い
て
議
論
す
る
。
ま
た
、
秀
平
吉
朗

｢公
害
訴
訟
に
お
け

る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
｣
自
由
と
正
義
三
九
巻
一
一
号

四
四
頁

(
一
九
八
八
年
)

飼

報
告
要
旨
は
、
N
B
L
四
五
六
号
ー
四
五
八
号
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

鰯

竹
内
昭
夫
編

『わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
』
三
〇
一
頁

ー
三
〇
二
頁

(
一
九
九
〇
年
･
有
斐
閣
)

飼

竹
内
編
･
同
書
三
〇
二
頁
、
三
一
一-
三
三
一頁
。
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
賠
償
責
任
保
険
の
危
機
に
つ
い
て
は
、

『保
険
危
機
に
揺
れ
る
ア
メ
リ
カ
』
(
一
九
八
六
年
･保
険

毎
日
新
聞
社
)、経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第

一
課
絹

『製
造
物
責
任
と
賠
償
履
行
確
保
I
I
事
業
者
責

任
強
化
に
お
け
る
企
業
の
賠
償
履
行
確
保
に
関
す
る
調

査
』
(
一
九
八
八
年
･大
蔵
省
印
刷
局
)
六
七
頁
以
下
、
竹

内
･
前
掲
書

『わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
』
二
九
二
頁
以

下

(栗
山
泰
史
)。
ア
メ
リ
カ
の
P
L
訴
訟
に
つ
い
て
は
、

三
井
俊
紘

『企
業
を
襲
う
P
L
訴
訟
ー
-
想
像
を
絶
す
る

ア
メ
リ
カ
の
実
態
と
そ
の
対
応
策
』
(
一
九
八
七
年
･保
険

毎
日
新
聞
社
)、
安
田
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社
編
『事
例

が
語
る
米
国
P
L
訴
訟
』
(
一
九
八
九
年
･保
険
毎
日
新
聞

社
)
な
ど
。
連
邦
製
造
物
責
任
立
法
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

朝
見
行
弘

｢ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
製
造
物
責
任
-ー
ー
連
邦

製
造
物
責
任
立
法
の
動
向
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
一
号
一
四

一
頁
(
一
九
九
〇
年
)、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
懲
罰
的
損
害

賠
償
に
つ
い
て
は
、
樋
口
範
雄

｢制
裁
的
慰
謝
料
論
に
つ

い
て
-
-
民
刑
峻
別
の
『理
想
』と
現
実
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
九

一
一
号
一
九
頁

(
一
九
八
八
年
)

節

拙
稿

｢志
登
茂
川
水
害
訴
訟
控
訴
事
件
｣
判
例
地
方
自

治
七
九
号
八
六
頁

(
一
九
九
一
年
)

鰯

拙
稿

｢原
発
風
評
被
害
損
害
賠
償
控
訴
事
件
｣
法
律
の

ひ
ろ
ば
四
二
巻
一
〇
号
四
五
頁

(
一
九
八
九
年
)
は
、
原

子
力
発
電
所
に
よ
る
風
評
被
害
の
加
害
行
為
性
に
つ
い
て

論
じ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
発
癌
物

質
に
対
す
る
極
端
な
不
安
症
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
発
想

の
も
と
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

㈱

加
藤
確
信
教
授
は
、
補
償
制
度
に
お
け
る
損
害
賠
償
制

度
の
位
置
づ
け
に
関
連
し
て
、
現
行
の
不
法
行
為
被
害
者

救
済
制
度
は
多
様
な
シ
ス
テ
ム
の
複
合
体
で
あ
る
と
し
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
被
害
救
済
の
実
効

性
、
社
会
的
な
負
の
対
応
、
裁
判
に
お
け
る
後
退
現
象
、

多
数
の
個
別
的
救
済
シ
ス
テ
ム
が
並
立
し
て
い
る
こ
と
に

伴
う
問
題
点
、
定
期
金
賠
償
で
は
な
く
賠
償
金
の
一
括
払

方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
伴
い
、
現
実
の
損
害
と

賠
償
金
と
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
が
ち
な
こ
と
に
つ
い

て
指
摘
し
、
人
身
被
害
の
単
一
か
つ
総
合
的
な
救
済
シ
ス

テ
ム
の
設
立
を
提
唱
さ
れ
る
。
同
シ
ス
テ
ム
は
、
自
動
車

事
故
、
公
害
、
医
療
事
故
、
労
災
等
の
危
険
な
活
動
に
対

し
そ
れ
ぞ
れ
危
険
行
為
課
徴
金
を
課
し
こ
れ
を
救
済
の
原

資
と
し
、
さ
ら
に
、
医
療
保
険
、
生
命
保
険
等
か
ら
も
給

付
原
資
を
も
っ
て
き
て
財
源
と
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、

損
失
填
補
の
給
付
は
原
因
、
責
任
を
問
わ
ず
に
一
本
化
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(加
藤
雅
信
編
著

『損
害
賠
償
か

ら
社
会
補
償
へ
』
(
一
九
八
九
年
･三
省
堂
)
一
頁
、
同
｢総

合
救
済
シ
ス
テ
ム
の
提
言
I
l
打
害
賠
償
か
ら
社
会
保
障

的
救
済
へ
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
八
号
九
八
頁

(
一
九
八
八

年
))。

同
教
授
の
提
言
に
対
し
て
、
森
島
教
授
は
、
｢こ
う
い
う

考
え
方
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
全
員
が
厚
い
保
護
を
受
け

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い

う
制
度
に
な
っ
て
く
る
と
か
え
っ
て
個
別
の
被
害
者
に
対

す
る
救
済
が
薄
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
救
済
の
チ

ャ
ン
ス
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
社
会
的
に
損
失
填
補
の

コ
ス
ト
は
ば
く
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
給
付
に
要
す
る
費
用
も
増

え
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
い
う
制
度
を
動
か
す
運
用
コ
ス

ト
も
高
く
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
時



点
で
は
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
支
持
す
る
学
者
の
数
は
多

く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
今
後
検
討
す
べ
き
一
つ
の

方
向
だ
と
思
い
ま
す
｣
と
評
価
さ
れ
る

(加
藤
一
郎
ほ
か

｢座
談
会
･
不
法
行
為
制
度
と
被
害
者
救
済
｣
ジ
ュ
リ
ス

ト
九
二
六
号
三
九
頁
-
四
〇
頁

(
一
九
八
九
年
と
。

森
島
教
授
は
、｢不
法
行
為
の
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
合
理
的

な
も
の
に
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
制
度
を
超
え

て
、
別
の
損
失
補
填
制
度
を
ど
こ
ま
で
仕
組
む
の
か
、
と

い
う
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
に
対
す
る
損

失
補
填
を
ど
こ
ま
で
徹
底
し
て
考
え
る
か
、
他
方
で
、
損

失
補
填
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
将
来
の
損
害
防
止
を
ど
こ
ま

で
考
え
る
の
か
｣
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ
る

(同
二
七

頁
)。藤

岡
康
宏
教
授
は
、
今
後
直
面
す
る
最
大
の
選
択
肢
は
、

ど
の
範
囲
ま
で
不
法
行
為
法
の
損
害
填
補
機
能
に
代
置
す

る
損
害
填
補
制
度
を
積
極
的
に
講
じ
る
べ
き
か
で
あ
り
、

現
実
的
な
道
す
じ
と
し
て
は
、
社
会
保
障
の
よ
う
な
包
括

型
と
交
通
災
害
保
険
の
よ
う
な
個
別
型
と
は
排
斥
し
あ
う

関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
個
別
型
の
実
現
を
は
か
り
な

が
ら
包
括
型
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
る

(藤
岡
康
宏

｢事
故
に
お
け
る
損
害
填
補
と
加
害
者

の
責
任
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
五
号
六
六
頁

(
一
九
八
七

年
と
。

筆
者
は
、
現
行
制
度
の
問
題
点
を
構
造
的
か
つ
論
理
的

に
指
摘
す
る
こ
と
は
、
有
益
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
が
、
果
た
し
て

現
行
制
度
の
根
本
的
改
革
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
実
証
的
解
明
と
と
も
に
さ
ら
に
検

討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

(そ
の
他
の
基
本
文
献
と
し

て
、
｢特
集
･損
害
賠
償
制
度
と
被
害
者
の
救
済
｣
ジ
ュ
リ

ス
ト
六
九
一
号
(
一
九
七
九
年
)、
野
村
好
弘
･伊
藤
高
義
U

浅
野
直
入
編
『不
法
行
為
法
』
(増
補
新
版
一
九
八
六
年
･

学
陽
書
房
)、
野
村
好
弘
編
･
『交
通
災
害
に
お
け
る
損
害

賠
償
、
保
険
お
よ
び
社
会
保
障
』、
｢特
集
･
い
の
ち
の
値

段
｣
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
〇
巻
一
二
号
三
八
頁

(
一
九
八
五

年
))。

㈱

拙
稿

｢法
学
教
育
の
基
礎
的
研
究
-ー
-
適
法
行
為
に
起

因
す
る
被
害
の
補
償
｣
秋
田
大
学
教
育
学
部
教
育
工
学
研

究
報
告
第
一
二
号
一
五
頁

(
一
九
九
〇
年
)。

鋤

特
定
の
問
題
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
前
掲
･
東
京
三

弁
護
士
会
交
通
事
故
処
理
委
員
会
む
ち
打
ち
症
特
別
研
究

部
会

｢む
ち
打
ち
症
に
関
す
る
医
学
･
工
学
鑑
定
の
諸
問

題
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
七
号
四
頁
以
下

(
一
九
九
〇

年
)。　　
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損害賠償論に関する最近の新しい考え方



圓
鬮
嶬
榊

特
集
/
道
路
に
関
す
る
争
訟

輯露
露
釀
鋒
醸
醸
釀
醸
釀
釀麗
釀麗釀
釀釀
騒
釀
釀
釀
釀
躍
釀
釀
釀

一
席
部説

大
阪
空
港
訴
訟
に
お
け
る
昭
和
五
六
年
三
一月
一

六
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
は
、
公
物
の
周
辺
住
民

の
環
境
被
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
に
関
し
て
、
先

例
的
判
決
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
新
幹
線
、
空
港
、
道
路
な
ど
の
公
共
用
物

の
周
辺
住
民
の
騒
音
被
害
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
相
次
い

で
い
る
が
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
は
未
だ
出
て
い

な
い
。
本
稿
は
、
損
害
賠
償
責
任
成
立
の
要
件
、
具

体
的
に
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の

｢瑕
疵
｣
認
定
の

要
素
に
焦
点
を
当
て
、
昭
和
五
六
年
の
大
阪
空
港
判

決
以
後
の
判
例
及
び
主
な
学
説
の
整
理
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
。

二

大
阪
空
港
最
高
裁
以
降
の
裁
判
例

ー

厚
木
基
地
訴
訟
一審

(横
浜
地
判
昭
和
五
七
･

一
0
･
二
0
･
判
時
一
〇
五
六
号
二
六
頁
)

原
告
X
ら
九
三
名
は
、
飛
行
場
に
離
着
陸
す
る
多

数
の
航
空
機
の
飛
行
に
よ
る
騒
音
、
振
動
、
排
気
ガ

ス
、
エ
ン
ジ
ン
テ
ス
ト
等
に
よ
る
騒
音
、
航
空
機
墜

落
、
落
下
物
の
危
険
等
に
よ
り
、
難
聴
等
の
健
康
破

壊
、
生
活
妨
害
、
睡
眠
妨
害
等
の
生
活
全
般
に
わ
た

る
莫
大
な
肉
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
被
害
を
被
り
、

環
境
権
及
び
人
格
権
を
著
し
く
侵
害
さ
れ
た
と
主
張

し
、
夜
間
の
航
空
機
離
着
陸
の
差
し
止
め
、
過
去
及

び
将
来
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

〔判
決
〕

イ

損
害
賠
償
責
任
成
立
の
要
件

④

本
件
飛
行
場
の
設
置
･
管
理
行
為

(供
用
目

的
に
沿
う
施
設
の
利
用
を
含
む
。)
が
、
違
法
性

を
帯
有
し
、
国
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の

設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
、

あ
る
い
は
、
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
に
該

当
す
る
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ

ろ
、
右
違
法
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、
右
被
害

が
社
会
生
活
を
営
む
う
え
に
お
い
て
受
忍
す
べ

き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
度
、
す
な
わ
ち
、
受

忍
限
度
を
超
え
る
も
の
か
否
か
を
基
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑰

被
侵
害
利
益
の
性
質
･
内
容
･
程
度
の
み
な

ら
ず
、
侵
害
行
為
の
態
様
･
程
度
や
公
共
性
な

い
し
社
会
的
有
用
性
、
侵
害
回
避
の
た
め
の
措

置
、
社
会
的
行
政
的
な
一
般
基
準
等
の
諸
種
の

最
高
裁
大
阪
空
港
判
決
に
お
け
る
『傑
卿
開
運
瑕

疵
』⑭
適
用
等
に
関
す
る
裁
判
例
及
び
主
意
学
説

上
智
大
学
助
教
授

小
幡

純
子

lll====訓馴訓鮒==田川川===田川==I-l==III川=湘==川旧===川川鵬=川川川細川川=川馴=



要
因
と
の
比
較
衡
量
を
な
し
、
相
対
的
評
価
を

住
宅
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
に
至
っ
て
よ

を
比
較
検
討
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、

下
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

う

く
粥
台
さ
れ
、

芸
防

曰
ヒ
に
は
ほ
ど
池

･
表

口の
防

に

る
度

□
に
よ
る

⑮

被
害
が
受
忍
限
度
を
超
え
、
被
告
に
よ
る
本

件
飛
行
場
の
供
用
目
的
に
沿
う
利
用
が
、
い
わ

ゆ
る
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る

と
評
価
さ
れ
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
に
該
当
す

る
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
違
法
性
を
帯
有
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

考
慮
す
べ
き
主
要
な
事
項

･
侵
害
行
為
の
態
様
と
程
度

･
被
侵
害
利
益
の
性
質
と
内
容
･
程
度

･本
件
飛
行
場
の
重
要
性
･
適
地
性

･
被
害
の
回
避
軽
減
の
た
め
の
被
告
に
よ
る
対
策

と
そ
の
効
果

･
騒
音
等
に
対
す
る
社
会
的
行
政
的
規
制
に
関
す

る
一
般
的
基
準

原
告
ら
の
侵
害
行
為
へ
の
接
近
の
度
合
い

本
件
に
お
け
る
考
慮

⑦

被
害
ー
ー
･日
常
生
活
を
保
全
す
る
上
で
最
低

限
度
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
基
準

(W

E
C
P
N
L
値
七
○
な
い
し
七
五
)
を
は
る
か

に
上
回
る
激
烈
な
被
害
と
い
え
る
。

⑰

被
告
の
対
策

連
行
対
策
と
し
て
、
米
軍
と
の
合
意
ー
ー
十

分
な
減
音
効
果
の
実
現
な
し

周
辺
対
策
と
し
て
、
防
音
工
事
の
実
施
-
ー

ノ、

う
や
く
開
始
さ
れ
、
全
室
防
音
化
に
は
ほ
ど
遠

い
状
況
。
結
局
、
周
辺
対
策
も
被
害
を
完
全
に

救
済
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

⑱

｢周
辺
住
民
の
み
が
特
別
の
被
害
を
被
る
こ

と
は
法
的
に
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
公

平
｣--
ー
飛
行
場
の
重
要
性
･
適
地
性
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
理
由
に
受
忍
を
強
い
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

ニ

結
論

W
E
C
P
N
L
値
八
〇
以
上
の
地
域
の
住
民
が
、

受
忍
限
度
を
超
え
た
被
害
を
被
っ
て
い
る
。

2

厚
木
基
地
訴
訟
二
審

(東
京
高
判
昭
和
六
一
･

四
･
九
･
判
時
一
一
九
二
号
一
頁
)

イ

損
害
賠
償
責
任
成
立
の
要
件

④

被
告
の
飛
行
場
使
用
、
供
用
に
お
け
る
設

置
･
管
理
行
為
が
違
法
性
を
帯
有
し
、
国
賠
法

二
条
一
項
に
瑕
疵
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑩

違
法
性
の
判
断
の
基
準
II
I
社
会
生
活
を
営

む
上
に
お
い
て
受
忍
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ

る
限
度
を
超
え
る
も
の
か
ど
う
か
。

ロ

考
慮
事
由

･
侵
害
行
為
の
態
様
と
侵
害
の
程
度

･
被
侵
害
利
益
の
性
質
と
内
容
、
程
度

･
侵
害
行
為
の
も
つ
公
共
性
な
い
し
公
益
上
の
必

要
性
の
内
容
と
程
度

,

･
被
害
の
防
止
に
関
す
る
被
告
に
よ
る
対
策
の
有

無
、
内
容
、
効
果

･
騒
音
等
に
対
す
る
行
政
的
な
規
制
に
関
す
る
基

‐

準
･
原
告
ら
の
侵
害
行
為
へ
の
接
近
の
度
合
い

ハ

侵
害
行
為
の
も
つ
公
共
性
の
問
題

④

本
件
飛
行
場
の
自
衛
隊
に
よ
る
及
び
米
軍
へ

の
供
用
-
-
我
が
国
が
と
っ
て
い
る
防
衛
政
策

の
一
環
-
ー
我
が
国
の
防
衛
の
問
題
と
し
て
、

高
度
の
公
共
性
を
有
す
る

@

大
阪
空
港
事
件
で
主
張
さ
れ
た
公
共
性
の
内

容
-ー
ー
航
空
機
に
よ
る
迅
速
な
公
共
輸
送
の
必

要
性
I
i事
現
代
社
会
に
お
い
て
そ
の
公
共
性
は

相
当
高
度
な
も
の
で
は
あ
る
が
、｢国
民
の
日
常

生
活
の
維
持
存
続
に
不
可
欠
な
役
務
の
提
供
の

よ
う
に
絶
対
的
と
も
い
う
べ
き
優
先
順
位
｣
は

主
張
し
え
な
い
(大
阪
空
港
大
法
廷
判
決
)。
ー
･

本
件
飛
行
場
の
公
共
性
と
は
、
同
一
に
は
論
じ

ら
れ
な
い
。
事
案
、
性
質
を
異
に
す
る
。

ニ

被
害
の
回
避
軽
減
の
た
め
の
被
告
の
対
策
と
効

果
⑦

周
辺
対
策
1
I
詳
細
な
記
述

生
活
環
境
整

備
法
に
よ
る
区
域
指
定
等

⑩

運
行
対
策
を
含
め
た
音
源
対
策
I
F
飛
行
方

法
に
対
す
る
自
主
規
制
措
置

最高裁大阪空港判決におけるr供用関連瑕疵｣の適用等に関する裁判例及び主な学説



ホ

環
境
基
準

公
害
対
策
基
本
法
九
条
に
基
づ
く
環
境
庁
告
示

｢航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
｣
-
ー
行
政
上
の

努
力
目
標
を
示
す
指
標
に
す
ぎ
ず
、
直
接
損
害
賠
償

請
求
を
基
礎
づ
け
る
違
法
性
な
い
し
受
忍
限
度
判
断

の
決
定
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

へ

受
忍
限
度
の
判
断

④

被
害
-
-
大
部
分
が
、
航
空
機
騒
音
に
係
る

環
境
基
準
を
超
え
る
区
域
に
あ
る
が
、
共
通
被

害
の
内
容
は
、
定
量
的
に
は
把
握
し
が
た
い
精

神
的
な
不
快
感
、
苛
立
ち
、
航
空
機
墜
落
等
に

対
す
る
不
安
感
等
の
情
緒
的
被
害
、
睡
眠
妨
害
、

テ
レ
ビ
･
ラ
ジ
オ
･
会
話
･
電
話
等
に
み
ら
れ

る
支
障
な
ど
の
生
活
妨
害
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

上
に
客
観
的
に
原
告
ら
の
生
命
、
身
体
、
健
康

に
対
し
、
具
体
的
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
と

は
認
め
が
た
い
。

⑫

公
共
性
と
の
関
係
-
-
公
共
性
の
性
質
･
内

容
･
程
度
に
応
じ
て
受
忍
限
度
の
限
界
が
考
慮

さ
れ
る
べ
き
。

｢公
共
性
が
高
け
れ
ば
、そ
れ
に
応
じ
て
受
忍

限
度
も
高
く
な
る
｣

⑮

｢本
件
の
飛
行
場
の
高
度
な
公
共
性
十
原
告

ら
の
被
害
が
情
緒
的
被
害
･
睡
眠
妨
害
･
生
活

妨
害
の
よ
う
な
も
の
↓
原
則
と
し
て
、
か
か
る

被
害
は
受
忍
限
度
内
に
あ
る
。

例
外
的
に
、
身
体
的
被
害
の
原
因
と
な
る
深

刻
な
加
害
が
存
す
る
場
合
は
別
。

@

本
件
の
公
共
性
--
-
-一
国
の
防
衛
は
、
国
民

の
自
由
と
基
本
的
人
権
も
こ
れ
に
よ
っ
て
確
保

さ
れ
る
重
要
問
題
で
あ
る
か
ら
、
高
度
に
公
共

性
あ
る
国
の
防
衛
関
連
行
為
に
随
伴
し
て
生
じ

る
あ
る
範
囲
の
犠
牲
に
つ
い
て
、
国
民
が
受
忍

を
要
求
さ
れ
る
の
は
、
事
柄
の
重
要
性
と
必
要

性
と
の
対
比
に
お
い
て
や
む
を
え
な
い
。

3

名
古
屋
新
幹
線
訴
訟
二
審

(名
古
屋
高
判
昭
和

六
0
･四
･
三
一
判
例
時
報
三

五
〇
号
三
〇
頁
)

名
古
屋
市
南
部
の
新
幹
線
沿
線
七
キ
ロ
区
間
の
軌

道
両
側
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
内
に
住
む
原
告
X
ら
約

四
三
〇
名
が
、
列
車
の
走
行
に
伴
う
騒
音
･
振
動
に

よ
り
、
被
害
を
被
っ
て
い
る
と
し
て
、
日
本
国
有
鉄

道
に
対
し
て
、
差
し
止
め
、
過
去
･
将
来
の
慰
謝
料

請
求
を
求
め
た
。
一
審
判
決
は
、
過
去
の
慰
謝
料
請

求
の
み
認
め
た
。

〔判
決
〕

イ

差
し
止
め
請
求
の
受
忍
限
度
は
、
損
害
賠
償
の

そ
れ
よ
り
厳
格
で
あ
る
べ
き
IFI-1違
法
性
段
階
説

ロ

国
家
賠
償
法
二
条
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵

⑦

公
の
営
造
物
が
供
用
目
的
に
沿
っ
て
利
用
さ

れ
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
危
害
を
生
ぜ
し

め
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
も
含
み
、
利
用
者
以

外
の
第
三
者
に
対
す
る
お
そ
れ
を
も
含
む
。

⑫

か
か
る
危
険
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
に
つ
き
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
適
切
な
制
限
を
加
え
な
い
ま
ま
こ
れ
を

利
用
に
供
し
、
そ
の
結
果
利
用
者
又
は
第
三
者

に
対
し
て
現
実
に
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
、

設
置
･
管
理
者
の
予
測
し
え
な
い
事
由
に
よ
る

も
の
で
な
い
限
り
ー
ー
国
家
賠
償
法
二
条
一
項

･
の
責
任
あ
り

ハ

受
忍
限
度
判
断
に
つ
き
、
考
慮
す
べ
き
事
情

,
侵
害
行
為
の
態
様
･
程
度

･
被
侵
害
利
益
の
性
質
･
内
容

･
侵
害
行
為
の
公
共
性

･
発
生
源
対
策

･
障
害
防
止
対
策

･
行
政
指
針

･
地
域
性

･
他
の
交
通
騒
音
と
の
比
較

ニ

判
断
の
中
心
と
な
る
の
は
、
被
害
の
性
質
･
程

度
⑦

一
般
的
受
忍
限
度
値
、
防
音
工
施
工
後
の
修

正
受
忍
限
度
値
を
定
め
、
代
表
騒
音
･
振
動
値

が
こ
れ
を
超
え
る
場
合
に
は
、
受
忍
限
度
を
超

え
る
も
の
と
判
断
す
る
。

⑰

一
般
的
受
忍
限
度
値
は
騒
音
に
つ
き
七
三
ホ

ー
ン
、
振
動
に
つ
き
六
四
デ
シ
ベ
ル
。

⑮

防
音
工
施
工
後
の
騒
音
の
修
正
受
忍
限
度
値



は
七
六
ホ
ー
ン
、
防
振
工
施
工
後
の
振
動
の
修

正
受
忍
限
度
値
は
六
九
デ
ジ
ベ
ル
。

4

国
道
四
三
号
線
公
害
訴
訟
一審

(神
戸
地
判
昭

和
六
一
･
七
･
一
七
･
判
時
一
二
〇
三
号
一
頁
)

国
道
四
三
号
線
の
沿
線
住
民
一
五
〇
名
余
が
、
道

路
か
ら
の
騒
音
、
振
動
大
気
汚
染
が
深
刻
化
し
、
諸

被
害
を
被
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
、
差
し
止
め
、
損

害
賠
償
を
求
め
た
。

〔判
決
〕

イ

受
忍
限
度
の
考
慮
事
由
ー
-
差
止
請
求
に
つ
い

て
の
判
断
に
準
じ
る
。

･
侵
害
行
為
の
態
様
と
侵
害
の
程
度

･
被
侵
害
利
益
の
性
質
と
内
容

･
侵
害
行
為
の
持
つ
公
共
性
な
い
し
公
益
上
の
必

要
性
の
内
容
と
程
度

･
侵
害
行
為
の
開
始
と
そ
の
後
の
継
続
の
経
過
･

状
況

･
そ
の
間
に
と
ら
れ
た
被
害
の
防
止
措
置
の
有
無

及
び
内
容
、
効
果

本
件
道
路
の
公
共
性
は
極
め
て
高
度
で
あ
る
が
、

絶
対
的
な
も
の
と
ま
で
は
い
え
ず
、
沿
道
居
住
に
よ

っ
て
得
る
特
別
な
便
益
は
被
害
の
程
度
に
比
べ
て
大

き
く
は
な
い
。

公
共
性
は
沿
道
住
民
と
い
う
一
部
少
数
者
の
特
別

の
犠
牲
の
上
で
の
み
実
現
さ
れ
て
お
り
、
看
過
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
不
公
平
が
存
す
る
。

ロ

差
止
請
求
に
関
す
る
総
合
考
慮
の
結
果
は
、
仮

定
的
判
断
と
し
て
-
-
被
侵
害
利
益
の
内
容
は
、
精

神
的
苦
痛
な
い
し
生
活
妨
害
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
本
件
道
路
の
公
共
性
は
、
極
め
て
高
度

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
-ー
-
-い
ま
だ
差

止
め
る
べ
き
程
度
の
侵
害
行
為
で
あ
る
と
は
到
底
い

え
な
い
。

ハ

国
家
賠
償
法
二
条
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵

⑦

供
用
目
的
に
沿
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
関

連
に
お
け
る
危
険
性
ー
ー
危
険
性
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
特
段
の
措
置
や
適
切
な
制
限
を

加
え
な
い
ま
ま
、
違
法
に
利
用
に
供
し
、
他
人

に
現
実
の
危
害
を
発
生
さ
せ
た
と
き
、
予
測
不

可
能
な
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主

張
･
立
証
し
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
免

れ
な
い
。

⑰

本
件
に
つ
い
て

物
的
施
設
自
体
に
存
す
る
物
理
的
･
外
形
的

な
欠
陥
な
い
し
不
備
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い

か
ら
、
供
用
の
違
法
性
･
受
忍
限
度
の
判
断
を

行
な
う
。

ニ

ー
律
請
求
I
I
客
観
的
･
合
理
的
な
基
準
を
設

定
し
、
そ
の
基
準
の
枠
内
に
お
い
て
共
適
す
る
最
低

限
度
の
侵
害
の
程
度
に
つ
き
、
受
忍
限
度
の
判
断
を

行
う
。

ホ

結
論

騒
音
に
よ
る
睡
眠
、
会
話
、
精
神
に
対
す
る
影
響
、

排
ガ
ス
に
よ
る
精
神
的
影
響
に
限
定
し
て
受
忍
限
度

を
判
断

｢少
な
く
と
も
本
件
道
路
か
ら
の
距
離
が
二
〇
メ

ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
内
で
は
、
一
律
に
受
忍
限
度
を

超
え
る
違
法
な
侵
害
状
態
が
存
在
｣
--
ー
設
置
･
管

理
に
瑕
疵
あ
り

5

横
田
基
地
訴
訟
二
審

(東
京
高
判
昭
和
六
二
･

七
二

五
･
判
時
一
二
四
五
号
三
頁
)

横
田
基
地
周
辺
の
住
民
一
四
八
名
が
、
同
飛
行
場

を
使
用
す
る
航
空
機
の
騒
音
、
排
気
ガ
ス
、
振
動
等

に
よ
り
、
身
心
の
被
害
、
日
常
生
活
の
妨
害
、
生
活

環
境
の
破
壊
等
の
被
害
を
受
け
た
と
主
張
し
、
差
し

止
め
、
過
去
･
将
来
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

一
審
は
、
過
去
の
損
害
賠
償
請
求
の
み
認
容
し
た
。

〔判
決
〕

イ

違
法
性
の
概
念

⑦

侵
害
行
為
の
程
度
が
被
侵
害
利
益
に
対
し
て

法
律
上
の
救
済
を
与
え
る
の
を
相
当
と
す
る
程

度
の
被
害
を
被
ら
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と

き
-
ー
侵
害
行
為
は
違
法
性
を
帯
び
る
被
侵
害

利
益

(そ
の
性
質
と
内
容
)
と
侵
害
行
為

(そ

の
態
様
と
程
度
)
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
必
要

あ
り
。

⑩

社
会
生
活
上
や
む
を
え
な
い
最
少
限
度
の
騒

音
-ー
ー
-被
害
に
つ
い
て
の
｢通
常
の
受
忍
限
度
｣

る裁判例及び主な学説



と
呼
ぶ
べ
き
-ー
-
相
当
程
度
不
快
感
を
与
え
る

と
し
て
も
、
違
法
性
を
欠
く
。

ロ

特
別
の
受
忍
限
度

④

最
少
眼
の
受
忍
限
度
を
超
え
る
被
害
-
-
"違

法
性
帯
び
る
o

⑫

し
か
し
、
特
別
の
事
情
が
存
す
る
と
き
、
被

害
者
は
更
に
一
定
限
度
ま
で
は
甘
受
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

特
別
の
事
情
は
受
忍
限
度
を
高
め
る
効
果
あ

り
(部
分
的
違
法
性
阻
却
事
由
)
=
｢特

別
の
受

忍
限
度
｣。

⑱

本
件
で
考
慮
す
べ
き
特
別
の
事
情
--
ー
公
共

性
と
地
域
特
性
。

ハ

公
共
性

｢公
共
性
が
高
度
に
な
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
受
忍

限
度
も
高
く
な
る
。｣

④

横
田
基
地
--
-
-国
防
上
の
公
共
性

国
防
の
み
が
独
り
他
の
諸
部
門
よ
り
も
優
越

的
な
公
共
性
を
有
し
、
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
解
す
る
こ
と
は
憲
法
全
体
の
精
神
に
照
ら
し

許
さ
れ
な
い
。

基
地
飛
行
場
の
公
共
性
は
、
航
空
機
に
よ
る

迅
速
な
公
共
輸
送
と
い
う
民
間
飛
行
場
の
公
共

性
の
程
度
と
等
し
い
。

侵
害
行
為
と
し
て
は
、
航
空
機
騒
音
も
工
場

騒
音
等
も
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
。

⑫

｢公
共
性
は
受
忍
限
度
を
若
干
高
め
る
事
由

に
は
な
る
が
、
公
共
性
の
程
度
が
高
け
れ
ば
ど

れ
だ
け
受
忍
限
度
を
超
え
て
も
原
則
的
に
違
法

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
｣。

ニ

地
域
特
性

居
住
地
域
の
特
性
I
I
商
工
業
地
域
-
ー
住
居
地

域
よ
り
受
忍
限
度
高
く
な
る
。

ホ

騒
音
対
策
I
I
音
源
対
策
･
運
航
対
策
、
住
宅

防
音
工
事

こ
れ
ら
の
対
策
の
目
的
は
騒
音
自
体
の
W
値
を
下

げ
る
こ
と
に
あ
る

対
策
が
十
分
な
効
果
を
挙
げ
れ
ば
、
W
値
が
受
忍

限
度
内
に
ま
で
下
が
る
は
ず

こ
れ
ら
の
対
策
そ
の
も
の
は
違
法
性
阻
却
事
由
に

は
な
ら
な
い
。

へ

本
件
に
お
け
る
受
忍
限
度
の
基
準
値

類
型
I

(専
ら
住
居
の
用
に
供
す
る
地
域
)

W
値
七
五
以
上

類
型
□

(そ
れ
以
外
の
地
域
)

W
値
八
〇
以
上

ト

結
論

上
記
受
忍
限
度
基
準
値
を
超
え
た
地
位
に
居
住
す

る
原
告
に
つ
い
て
は
、
受
忍
限
度
を
超
え
、
違
法
性

を
帯
び
る
。

6

福
岡
空
港
騒
音
公
害
訴
訟

(福
岡
地
判
昭
和
六

三
･
三
一
･
一
六
、
判
時
三
一九
八
号
三
二
頁
)

福
岡
空
港
周
辺
の
住
民
が
、
空
港
を
使
用
す
る
米

軍
機
･
民
間
航
空
機
か
ら
生
ず
る
騒
音
、
排
気
ガ
ス
、

振
動
等
に
よ
り
、
生
活
妨
害
、
健
康
被
害
、
家
屋
の

損
傷
等
の
被
害
を
受
け
た
と
し
て
、
差
止
請
求
、
過

去
･
将
来
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
出
訴
し
た
。

〔判
決
〕

イ

侵
害
行
為
の
持
つ
公
共
性
の
内
容
と
程
度
、
被

害
の
防
止
･
軽
減
の
た
め
加
害
者
が
講
じ
た
措
置
の

内
容
･
程
度
等
の
諸
事
情
の
総
合
的
な
考
察
が
必
要

被
害
者
側
か
ら
み
た
場
合
、
社
会
生
活
上
受
忍
す

る
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で

あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
る
。

ロ

被
害
の
状
況

ハ

被
告
に
よ
る
騒
音
対
策
1
I
1音
源
対
策
、
周
辺

対
策
の
実
施
に
よ
り
、
騒
音
被
害
の
完
全
な
解
消
に

は
至
ら
な
い
も
の
の
、
あ
る
程
度
、
被
害
が
軽
減
さ

れ
て
き
て
い
る
。

ニ

本
件
空
港
の
公
共
性
ー
ー
航
空
機
に
よ
る
迅
速

な
公
共
輸
送
の
必
要
性
･
防
衛
施
設
と
し
て
の
公
共

性
の
二
面
-ー
ー
･公
共
性
は
相
当
高
度
の
も
の
で
あ
る

が
、
国
民
の
日
常
生
活
の
維
持
存
続
に
不
可
欠
な
役

務
の
提
供
の
よ
う
に
絶
対
的
な
優
先
順
位
を
主
張
し

う
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

公
共
的
利
益
の
実
現
は
、
周
辺
住
民
と
い
う
限
ら

れ
た
一
部
少
数
者
の
特
別
の
犠
牲
の
上
で
の
み
可
能

で
あ
っ
て
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
公
平
が



存
す
る
。

公
共
性
は
、
受
忍
限
度
を
あ
る
程
度
高
め
は
す
る

が
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
侵
害
行
為
の
違
法

性
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

ホ

本
件
に
お
け
る
受
忍
限
度
の
基
準
値
1
1
オ
"件

空
港
の
公
共
性
を
加
味
し
た
と
し
て
も
、
空
港
周
辺

に
お
い
て
、
W
値
七
五
以
上
の
区
域
に
居
住
す
る
原

告
ら
に
つ
い
て
は
、
受
忍
限
度
を
超
え
て
い
る
と
認

め
ら
れ
て
い
る
。

三

主
な
学
一説
や
判
例
の
整
理

1

学
説
に
つ
い
て
は
、
二
で
挙
げ
た
判
決
に
対
す

る
判
例
評
釈
も
含
め
、
非
常
に
多
く
の
も
の
が
み
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
主
な
学
説
を
取
り
上
げ
、
学

説
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
学
説
は
、
判
例
と
切
り

離
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
学
説

の
検
討
に
お
い
て
、
併
せ
て
、
判
例
に
つ
い
て
も
整

理
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
以
下
、
損
害
賠
償
責

任
の
存
否
、
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
の
有
無
と
い
う
責

任
要
件
の
中
核
部
分
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
学
説
･

判
例
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

2

供
用
関
連
瑕
疵
に
関
わ
る
責
任
の
性
格

イ

国
家
賠
償
法
三
条
の
適
用

国
家
賠
償
法
二
条
は
、
通
常
、
公
の
営
造
物
の
利

用
者
が
そ
の
利
用
の
際
、
管
理
の
瑕
疵
に
起
因
し
て

損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
設
置
･
管
理
者
の
責
任
を

問
う
場
合
が
典
型
的
に
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
物
的

性
状
瑕
疵
と
も
い
う
べ
き
類
型
に
つ
い
て
、
瑕
疵
論

-ー
ー
瑕
疵
の
性
質
論
に
解
す
る
客
観
説
･
主
観
説
な

ど
ー
-
-が
展
開
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
く
は
、
山
王
川
事
件

(最
判

昭
和
四
三
･
四
･
二
三
･
民
集
二
二
巻
四
号
九
六
四

頁
)
に
お
い
て
、
営
造
物
の
第
三
者
に
対
す
る
同
条

の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
、
大
阪
空

港
騒
音
公
害
訴
訟
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
公
の
営
造
物

の
周
辺
住
民
の
環
境
被
害
に
つ
い
て
、
同
条
の
適
用

が
、
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
学

説
上
も
、
国
家
賠
償
法
二
条
の

｢瑕
疵
｣
に
関
し
て
、

営
造
物
の
利
用
者
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
に
対
す
る

関
係
に
お
い
て
も
、
同
条
の
責
任
が
生
ず
る
こ
と
は

異
論
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(西
埜
章

｢国
家

賠
償
法
二
条
の
解
釈
論
｣
判
時
一
〇
五
六
号
一
三
頁
、

遠
藤
博
也

『国
家
補
償
法
』
中
巻
･
四
七
四
頁
)。

口

設
置
･
管
理
の
瑕
疵
の
類
型

公
の
営
造
物
の
周
辺
住
民
の
環
境
被
害
は
、
営
造

物
が
そ
の
用
途
に
供
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
第

三
者
に
生
じ
る
損
害
で
あ
り
、
供
用
関
連
瑕
疵
と
も

い
わ
れ
る
が
、
同
じ
く
国
家
賠
償
法
二
条
の
｢瑕
疵
｣

と
い
っ
て
も
、
従
来
の
物
的
性
状
瑕
疵
と
は
大
き
く

異
な
っ
た

｢瑕
疵
｣
類
型
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
物
的
性
状
瑕
疵
の
場
合
は
、
客
観
的

物
的
瑕
疵

(例
え
ば
、
道
路
の
穴
ぼ
こ
の
存
在
)
あ

る
い
は
管
理
者
の
安
全
確
保
義
務
違
反
が

｢瑕
疵
｣

と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
供
用
関
連
瑕
疵

の
場
合
に
は
、
営
造
物
自
身
の
物
的
瑕
疵
は
存
在
せ

ず
、
営
造
物
自
体
は
正
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、

事
業
損
失
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
判

例
に
お
い
て
は
、
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
以
来
、
供

用
関
連
瑕
疵
に
つ
い
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
が
適
用

さ
れ
、
受
忍
限
度
の
判
断
に
基
づ
く

｢違
法
性
｣
が

瑕
疵
の
要
素
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
が
、
学
説
上

は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の

｢瑕
疵
｣
に
違
法
性
の
観

念
を
入
れ
る
こ
と
へ
の
疑
問
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る

(西
埜
章

｢国
家
賠
償
法
二
条
の
解
釈

論
｣
判
時
一
〇
五
六
号
一
一
頁
、
伊
藤
進

｢受
忍
限

度
に
つ
い
て
｣
判
時
一
〇
二
五
号
一
三
頁
、
湖
海
一

雄

｢空
港
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
と
損
害
賠
償
｣
法

時
五
四
巻
二
号
三
一
頁
)。
す
な
わ
ち
、
国
家
賠
償
法

二
条
の
責
任
は
、
同
法
一
条
と
は
異
な
り
、
侵
害
行

為
の
違
法
性
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
客
観
的
な
｢瑕
疵
｣

の
存
在
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
伝
統
的
理
解
に
立

つ
な
ら
ば
、
二
条
の
責
任
要
件
に

｢違
法
性
｣
を
要

求
す
る
こ
と
は
、
国
家
賠
償
法
上
の
｢設
置
･
管
理

の
瑕
疵
｣
の
解
釈
と
し
て
、
か
な
り
異
質
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ハ

損
失
補
償
的
構
成
の
可
否

る裁判例及び主な学説



他
方
で
、
供
用
関
連
瑕
疵
に
か
か
る
騒
音
等
の
被

害
に
つ
い
て
は
、
公
の
営
造
物
の
本
来
の
用
途
へ
の

供
用
の
結
果
、
不
可
避
的
に
生
じ
る
損
害
で
あ
る
と

捉
え
る
な
ら
ば
、
事
業
損
失
と
し
て
、
損
失
補
償
的

に
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
判
例
の
中
に
は
、

損
失
補
償
原
理
の
中
心
要
素
で
あ
る
｢特

別
の
犠
牲
｣

に
つ
い
て
、
言
及
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
が
、
公
共
的
利
益

の
実
現
は
、
｢周
辺
住
民
と
い
う
限
ら
れ
た
一
部
少
数

者
の
特
別
の
犠
牲
の
上
で
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
公
平
が
存
す

る
｣
と
判
示
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
判
決

の
中
に
は
、
｢周
辺
住
民
の
み
が
特
別
の
被
害
を
被
る

こ
と
は
法
的
に
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
公

平
｣
(厚
木
基
地
一
審
判
決
)、
｢公
共
性
は
沿
道
住
民

と
い
う
一
部
少
数
者
の
特
別
の
犠
牲
の
上
で
の
み
実

現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
看
過
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
不
公
平
｣
が
存
す
る

(国
道
四
三

号
線
一
審
判
決
)、
｢周
辺
住
民
と
い
う
限
ら
れ
た
一

部
少
数
者
の
特
別
の
犠
牲
の
上
で
の
み
可
能
で
あ
っ

て
、無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
公
平
が
存
す
る
｣

(福
岡
空
港
一
審
判
決
)
な
ど
の
判
示
が
み
ら
れ
る
。

学
説
の
上
で
も
、
綿
貫
教
授
は
、
大
阪
空
港
最
高

裁
判
決
に
関
し
て
、
｢損
害
賠
償
と
し
な
が
ら
も
実
質

的
に
は
損
失
補
償
事
件
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
｣
(綿
貫
芳
源
･
せ
鑓
鶏
の
目
0
0
-)

一
四
二
号
五
五
頁
)
と
さ
れ
て
お
り
、
雄
川
博
士
も
、

空
港
訴
訟
や
新
幹
線
訴
訟
に
つ
い
て
、｢そ
れ
ら
の
訴

訟
は
い
ず
れ
も
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
で

あ
る
が
、
ー
ー
損
害
賠
償
の
論
理
は
必
ず
し
も
当
て

は
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
損
失
補
償
の
類
型

に
属
す
る
と
み
る
べ
き
要
素
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(雄
川
一
郎

｢国
家
補
償

総
説
-
-
画
家
補
償
法
の
一
般
的
問
題
ー
ー
-｣
現
代

行
政
法
大
系
第
六
巻
一
一
頁
、
な
お
、
こ
の
雄
川
論

文
に
つ
い
て
書
か
れ
た
綿
貫
芳
源

｢国
家
責
任
の
法

理
に
つ
い
て
の
疑
問
｣
『公
法
の
課
題
』
田
中
二
郎
先

生
追
悼
論
文
集
所
収
六
四
七
頁
参
照
)。そ
の
ほ
か
の

学
説
に
お
い
て
も
、
判
決
の
結
論
に
損
失
補
償
法
理

が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

(西
埜
章

｢国
家
賠
償

法
二
条
の
解
釈
論
｣判
時
一
〇
五
六
号
一
五
頁
)、
あ

る
い
は
損
失
補
償
の
考
え
方
が
入
っ
て
い
る
こ
と

(遠
藤
博
也

『国
家
補
償
法
』
中
巻
･
八
三
〇
頁
)な

ど
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
供
用
関
連
瑕

疵
に
国
家
賠
償
法
二
条
を
適
用
す
る
場
合
に
存
す
る

異
質
の
要
素
と
し
て
注
目
さ
れ
え
よ
う
。
国
道
四
三

号
線
一
審
判
決
が
道
路
か
ら
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

内
で
一
律
請
求
を
認
め
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
損

失
補
償
的
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
も
、
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
例
は
、

大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
以
来
、
供
用
関
連
瑕
疵
に
つ

い
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
を
適
用
し
て
い
る
た
め
、

損
失
補
償
的
性
格
を
こ
の
中
に
と
ら
え
る
場
合
に
も
、

実
際
に
は
、
受
忍
限
度
の
判
断
要
素
の
検
討
の
中
で
、

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
以
下
で
は
、
実

質
的
な
意
味
で
の
責
任
要
件
の
中
核
と
い
え
る
受
忍

限
度
の
判
断
要
素
に
つ
い
て
、
み
て
い
く
こ
と
と
し

　　
　
　

3

受
忍
限
度
の
判
断
要
素

イ

総
論

受
忍
限
度
論
自
体
は
、
も
と
も
と
民
法
不
法
行
為

理
論
で
発
達
を
み
た
違
法
性
相
関
関
係
説
か
ら
出
て

い
る
も
の
で
、
被
侵
害
利
益
と
加
害
行
為
と
の
相
関

関
係
で
違
法
性
を
判
断
す
る
の
が
原
型
で
あ
る
。
供

用
関
連
瑕
疵
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
お
い

て
は
、
違
法
性
の
判
断
基
準
と
し
て
、
受
忍
限
度
を

呈
示
し
、
さ
ら
に
、
各
々
、
受
忍
限
度
を
考
え
る
上

で
の
考
慮
事
由
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
い
ず
れ

の
判
例
に
お
い
て
も
、
被
侵
害
利
益
の
性
質
･内
容
･

侵
害
行
為
の
態
様
･
程
度
の
両
者
を
軸
と
し
て
い
る

が
、
侵
害
行
為
の
公
共
性
の
判
断
、
管
理
者
側
の
被

害
防
止
措
置
の
効
果
等
の
評
価
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
判
例
に
よ
っ
て
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、

公
共
性
の
判
断
、
被
害
防
止
措
置
の
考
慮
に
焦
点
を

絞
っ
て
、
受
忍
限
度
の
判
断
基
準
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

口

公
共
性
に
関
す
る
判
例
の
状
況
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公
共
性
の
観
念
を
、
受
忍
限
度
の
判
断
要
素
に
入

れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
名
古
屋
新
幹
線
訴

訟
一審
判
決
名
古
屋
地
判
昭
和
五
五
･
九
･
一
一
･

判
時
九
七
六
号
は
、
｢損
害
賠
償
の
関
係
で
は
公
共
性

と
い
う
衡
量
要
素
は
受
忍
限
度
の
判
断
に
影
響
し
な

い
も
の
と
解
す
る
｣
と
判
決
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
受
忍
限
度
の
判

断
要
素
の
中
に
公
共
性
を
入
れ
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
、

さ
ら
に
、
同
判
決
少
数
意
見
で
は
、
｢公
共
性
が
高
け

れ
ば
そ
れ
相
応
に
受
忍
限
度
の
限
界
も
高
く
な
る
｣

と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
供
用
関
連
瑕
疵
に

関
す
る
判
例
は
、
先
に
挙
げ
た
い
ず
れ
の
判
決
に
お

い
て
も
、
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
に
倣
っ
て
、
｢公
共

性
｣
を
受
忍
限
度
の
判
断
要
素
の
中
に
含
め
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

ハ

公
共
性
を
め
ぐ
る
学
説
の
議
論

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
受
忍
限
度

の
判
断
に
公
共
性
の
要
素
を
い
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

否
定
的
な
見
解
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
差
止
請
求
の

場
合
に
は
、
公
共
性
が
重
要
な
要
素
を
構
成
す
る
と

し
て
も
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
公
共
性
を
考
慮

に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
は
学
説
に

多
く
見
ら
れ
灸
鼎
談
〉
横
田
基
地
控
訴
審
判
決
、
淡

路
剛
久
教
授
、
森
島
昭
夫
教
授
発
言
、
ジ
ュ
リ
八
九

五
号
四
二
頁
)、
経
済
学
的
分
析
の
立
場
か
ら
も
、
公

共
性
が
高
い
場
合
に
は
、
多
く
の
人
に
利
益
が
わ
た

る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
を
蒙
っ
た
少
数
の
者
に
賠

償
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
、
便
益
が
社
会
的
余
剰
と

し
て
残
る
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(宇
賀
克
也

｢賠
償
と
補
償
｣
ジ
ュ
リ
八
六
六
号
二
〇
頁
)。

さ
ら
に
、
供
用
関
連
瑕
疵
に
つ
い
て
、
損
失
補
償

的
考
慮
を
い
れ
た
場
合
に
は
、
公
共
性
の
要
素
が
逆

の
働
き
を
な
し
う
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
損
失
補
償
に
お
い
て
は
、
初
め
か

ら
公
共
性
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
高
い
公
共
性
が

あ
る
が
故
に
、
補
償
を
し
た
上
で
の
財
産
権
侵
害
が

容
認
さ
れ
る
図
式
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
供
用
関
連

瑕
疵
に
よ
る
被
害
を
事
業
損
失
と
し
て
、
損
失
補
償

的
に
捉
え
た
場
合
に
は
、
公
共
性
が
高
い
こ
と
は
、

賠
償
を
否
定
す
る
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
償
を

肯
定
す
る
方
向
に
働
く
と
考
え
う
る
こ
と
に
な
る

(遠
藤
博
也

『国
家
補
償
法
』
中
巻
八
三
一
頁
、
拙

稿
｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
土
木
の
損
害

(五
･完
)｣

法
協
一
〇
二
巻
一
一
号
二
〇
六
七
頁
)。

二

公
共
性
の
実
質
的
機
能

こ
の
よ
う
な
公
共
性
に
関
す
る
理
論
的
問
題
と
は

別
に
、
学
説
の
中
に
は
、
大
阪
空
港
最
高
裁
以
降
の

判
決
が
、
公
共
性
を
受
忍
限
度
の
要
素
に
加
え
る
旨

判
示
し
な
が
ら
も
、
厚
木
基
地
二
審
判
決
を
除
き
、

実
質
的
に
は
、
公
共
性
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

遠
藤
博
也
教
授
は
、
｢公
共
性
の
程
度
の
判
断
は
、
実

際
上
、
損
害
賠
償
請
求
の
成
否
の
判
断
に
あ
ま
り
効

い
て
い
な
い
｣
(遠
藤
博
也
『国
家
補
償
法
』
中
巻
八

三
一
頁
)
と
さ
れ
て
お
り
、
阿
部
泰
隆
教
授
も
、
公

共
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
ど
の
程

度
考
慮
に
入
れ
た
か
は
、
判
決
に
よ
っ
て
違
い
が
み

ら
れ
る
と
し
て
、
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て

も
、
二
審
の
騒
音
基
準
を
容
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
公
共
性
を
そ
れ
ほ
ど
考
慮
し
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
炎
鼎
談
〉
横
田
基
地

控
訴
審
判
決
、
阿
部
泰
隆
教
授
の
発
言
、
ジ
ュ
リ
八

九
五
号
四
三
頁
)。
し
た
が
っ
て
、
公
共
性
を
受
忍
限

度
の
判
断
要
素
に
加
え
る
と
い
う
場
合
に
も
、
実
質

的
に
は
、
い
か
な
る
重
要
性
を

｢公
共
性
｣
の
観
念

に
付
与
す
る
か
と
い
う
点
が
最
も
問
題
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

ホ

厚
木
基
地
二
審
判
決
に
お
け
る
｢公
共
性
｣

こ
の
点
で
、
｢公
共
性
｣
に
関
し
て
、
特
徴
的
な
判

示
を
し
て
い
る
の
が
、
厚
木
基
地
二
審
判
決
で
あ
る
。

厚
木
基
地
二
審
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
中
で

は
、
最
も

｢公
共
性
｣
を
重
視
し
た
立
場
を
と
っ
て

お
り
、
損
失
補
償
的
論
法
を
と
ら
な
い
限
り
、
｢公
共

性
｣
は
、
受
忍
限
度
を
高
め
る
効
果
と
し
て
働
く
た

め
、
同
事
案
に
お
い
て
は
、
当
該
被
害
の
程
度
で
は
、

受
忍
限
度
を
超
え
な
い
と
し
て
、
賠
償
が
否
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

厚
木
二
審
判
決
に
お
い
て
は
、
当
該
基
地
飛
行
場
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に
つ
い
て
、
国
の
防
衛
の
問
題
と
し
て
の
高
度
の
公

共
性
が
重
視
さ
れ
、
航
空
機
に
よ
る
迅
速
な
公
共
輸

送
の
必
要
性
と
い
う
一
般
の
飛
行
場
の
公
共
性
と
は
、

同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
、｢公
共
性
が
高
け

れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
受
忍
限
度
も
高
く
な
る
｣
と

判
示
さ
れ
て
い
る
。
結
論
的
に
は
、
本
件
飛
行
場
の

高
度
な
公
共
性
と
、
原
告
ら
の
被
害
が
情
緒
的
被

害
･
睡
眠
妨
害
･
生
活
妨
害
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受

忍
限
度
内
の
被
害
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

へ

横
田
基
地
二
審
判
決
に
お
け
る
｢受
忍
限
度
｣
と

｢公
共
性
｣

ま
た
、
横
田
基
地
二
審
判
決
に
お
い
て
も
、
｢通
常

の
受
忍
限
度
｣
と

｢特
別
の
受
忍
限
度
｣
と
を
区
別

す
る
特
徴
的
な
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

社
会
生
活
上
や
む
を
え
な
い
最
少
限
度
の
騒
音
で
あ

る

｢通
常
の
受
忍
限
度
｣
と
は
別
に
、
特
別
の
事
情

が
存
す
る
と
き
に
、
受
忍
限
度
が
高
め
ら
れ
る

｢特

別
の
受
忍
限
度
｣
が
呈
示
さ
れ
本
件
で
考
慮
す
べ
き

特
別
の
事
情
と
し
て
、
公
共
性
と
地
域
特
性
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
共
性
に
つ
い
て
、
｢公

共
性
が
高
度
に
な
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
受
忍
限
度
も

高
く
な
る
｣
と
し
な
が
ら
、
横
田
基
地
の
有
す
る
国

防
上
の
公
共
性
に
つ
い
て
は
、
国
防
の
み
が
独
り
他

の
諸
部
門
よ
り
も
優
越
的
な
公
共
性
を
有
す
る
も
の

で
は
な
く
、
民
間
飛
行
場
の
公
共
性
の
程
度
と
等
し

い
と
し
て
、
結
論
的
に
は
、
｢公
共
性
は
受
忍
限
度
を

若
干
高
め
る
事
由
に
は
な
る
が
、
公
共
性
の
程
度
が

高
け
れ
ば
ど
れ
だ
け
受
忍
限
度
を
超
え
て
も
原
則
的

に
違
法
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
｣
と
判
示

し
て
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
の
違
法
性
を
認
め
て
い

ろ
↓。こ

の
場
合
に
、
厚
木
二
審
判
決
と
比
較
す
る
な
ら

ば
、
基
地
の
国
防
上
の
公
共
性
に
つ
い
て
、
裁
判
所

の
判
断
に
違
い
が
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
同
じ
く

｢公
共
性
｣
と
い
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
中
身
に
つ

い
て
は
、
多
様
な
捉
え
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う

(遠
藤
博
也

｢公
共
性
L
判
時
一
〇

二
五
号
一
五
頁
)。

ト

こ
の
よ
う
に
、
｢公
共
性
｣を
受
忍
限
度
の
判

断
基
準
の
一
と
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
実
質
的
な
働

き
方
は
、
様
々
で
あ
る
。
厚
木
基
地
二
審
判
決
は
、

基
地
飛
行
場
の
国
防
上
の
公
共
性
は
、
民
間
飛
行
場

の
公
共
性
と
は
異
な
る
次
元
の
も
の
と
捉
え
た
が
、

横
田
基
地
二
審
判
決
は
、
軍
事
空
港
の
公
共
性
を
積

極
的
に
評
価
せ
ず
、
民
間
空
港
と
同
次
元
の
も
の
と

解
し
て
お
り
、
た
だ
、
一
般
の
近
隣
騒
音
よ
り
、
高

い
受
忍
限
度
を
飛
行
場
騒
音
の
場
合
に
は
設
定
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。
灸
鼎
談
〉
横
田
基
地
控
訴
審
判

決
、
淡
路
剛
久
教
授
の
発
言
、
ジ
ュ
リ
八
九
五
号
四

一
頁
)。
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
航
空

機
に
よ
る
迅
速
な
公
共
輸
送
の
必
要
性
と
い
う
公
共

性
は
、
｢国
民
の
日
常
生
活
の
維
持
存
続
に
不
可
欠
な

役
務
の
提
供
の
よ
う
に
絶
対
的
と
も
い
う
べ
き
優
先

順
位
を
主
張
し
う
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な

い
｣
と
判
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
逆
に
、
日
常
生
活

の
維
持
存
続
に
不
可
欠
な
役
務
の
提
供
と
捉
え
ら
れ

る
場
合
に
は
、
重
視
さ
れ
る
べ
き
公
共
性
と
し
て
考

慮
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

道
路
騒
音
の
場
合
の
公
共
性
に
つ
い
て
は
、
国
道

四
三
号
線
判
決
に
お
い
て
は
、
｢本
件
道
路
の
公
共
性

は
極
め
て
高
度
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

が
、絶
対
的
な
も
の
と
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
｣

と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
大
阪
空
港
判
決
の
公

共
性
に
つ
い
て
の
判
示
を
前
提
に
し
た
場
合
、
軍
事

空
港
の
公
共
性
、
民
間
空
港
の
公
共
性
、
道
路
の
公

共
性
と
比
べ
る
と
、
国
民
の
日
常
生
活
に
最
も
密
着

し
て
い
る
の
は
、
道
路
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、

す
べ
て
の
道
路
に
つ
い
て
、｢日
常
生
活
の
維
持
存
続

に
不
可
欠
な
役
務
の
提
供
｣
と
し
て
、
絶
対
的
な
公

共
性
を
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
疑
問
の
存

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

チ

被
害
防
止
措
置
の
考
慮

い
ず
れ
の
判
例
も
、
受
忍
限
度
の
判
断
要
素
の
中

に
、
被
告
側
の
被
害
防
止
措
置
の
有
無
内
容
･
効
果

ー
ー
発
生
源
対
策

(騒
音
対
策
)
･周
辺
対
策
(障
害

防
止
対
策
)
な
ど
-ー
-
を
加
え
て
、
総
合
的
に
判
断

す
る
と
し
て
い
る
。

受
忍
限
度
に
お
け
る
、
被
害
防
止
措
置
の
考
慮
は
、
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違
法
性
を
責
任
要
件
と
す
る
場
合
に
は
、
侵
害
行
為

宅
防
音
工
事
の
よ
う
な
騒
音
対
策
に
つ
い
て
は
、
こ

側
の
事
情
ー
-
で
き
る
限
り
の
被
害
防
止
努
力
を
行

れ
ら
の
対
策
の
目
的
は
騒
音
自
体
の
W
値
を
下
げ
る

な
っ
て
い
る
'ー
-
と
し
て
、
非
難
可
能
性
、
違
法
性

を
和
ら
げ
る
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
の
中
で
、
国
道
四
三
号
線

一
審
判
決
と
、
横
田
基
地
二
審
判
決
に
お
い
て
は
、

異
な
っ
た
立
場
か
ら
の
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
国
道
四
三
号
線
一
審
判
決
は
、
受
忍
限
度

の
考
慮
事
由
の
中
に
、
被
害
の
防
止
措
置
の
有
無
及

び
内
容
、
効
果
を
一
応
、
挙
げ
て
お
り
、
被
害
防
止

措
置
の
判
断
の
前
提
と
し
て
、
被
害
発
生
の
危
険
を

回
避
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
技
術
的
･
物
理
的
な

面
及
び
、
財
政
的
･
経
済
的
な
面
か
ら
の
考
察
が
必

要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
論
を
展

開
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
は
、
財
政

的
･
経
済
的
な
制
約
の
存
す
る
こ
と
は
損
害
賠
償
責

任
を
免
れ
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、

当
該
被
告
の
権
限
の
み
に
限
ら
ず
、
他
の
行
政
庁
の

権
限
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
適
切
な
被
害
防

止
措
置
が
存
す
る
以
上
は
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
道
路
管
理
者
に
厳
し
い
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
横
田
基
地
二
審
判
決
は
、
受
忍
限
度
に
つ

い
て
、
通
常
の
受
忍
限
度
と
特
別
の
受
忍
限
度
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
被
害
防
止
対
策
は
、
そ
の

考
慮
事
由
の
中
に
独
立
の
要
素
と
し
て
は
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
音
源
対
策
･
運
航
対
策
、
住

こ
と
に
あ
り
、
対
策
が
十
分
な
効
果
を
挙
げ
れ
ば
、

W
値
が
受
忍
限
度
内
に
ま
で
下
が
る
は
ず
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
対
策
そ
の
も
の
は
違
法
性
阻
却
事
由

に
は
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
国
道
四
三
号
線
一
審
判
決
･
横
田
基

地
二
審
判
決
の
立
場
は
、
｢受
忍
限
度
L
に
つ
い
て
、

被
害
の
程
度
･
内
容
の
み
を
と
ら
え
て
、
当
該
被
害

が

｢社
会
生
活
上
、
受
忍
す
べ
き
限
度
を
越
え
る
損

害
で
あ
る
か
｣
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
で
、
通
常
の

｢違
法
性
｣
が
、
侵
害
行
為

者
の
非
難
可
能
性
を
要
素
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

そ
れ
を
不
要
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
供
用
関
連
瑕
疵
に

関
し
て
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
を
必
ず
し
も
必
要
と

せ
ず
に
、
無
過
失
責
任
、
あ
る
い
は
損
失
補
償
に
近

づ
け
て
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
害
防
止
措
置
が
、
受
忍
限
度

の
判
断
に
お
い
て
い
か
な
る
重
要
性
を
も
ち
う
る
か

と
い
う
問
題
は
、
国
賠
法
二
条
の
責
任
の
本
質
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
事
柄

と
い
え
よ
う
。

四

総
括

大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
以
降
、
供
用
関
連
瑕
疵
の

判
例
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
適
用
、
違
法
性
を
導

入
し
、
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
受
忍
限
度
を
採
用
、

と
い
う
同
一
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
、

受
忍
限
度
の
判
断
要
素
の
中
に
ど
の
よ
う
な
事
由
を

盛
り
込
む
か
、
公
共
性
に
い
か
な
る
重
要
性
を
も
た

せ
る
か
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
で
違
い
が
み
ら

れ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
｢瑕

疵
｣
の
本
質
的
理
解
、
違
法
性
、
受
忍
限
度
の
判
断

基
準
の
問
題
、
公
共
性
の
機
能
の
働
き
方
、
被
害
防

止
措
置
の
評
価
、損
失
補
償
的
性
格
の
考
慮
等
、様
々

な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
判
例
の
下
で

は
、
多
様
な
観
点
が
、
受
忍
限
度
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
る
か
と
い
う
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
も
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
供
用
関
連
瑕

疵
に
関
す
る

｢受
忍
限
度
｣
と
い
う
観
念
が
、
現
時

点
で
は
、
一
方
向
に
か
た
ま
っ
て
お
ら
ず
、
様
々
な

方
向
づ
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
｢供

用
関
連
瑕
疵
｣
は
、
今
日
、
国

家
賠
償
法
二
条
の
中
で
、
独
特
な
一
類
型
を
形
成
す

る
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
の
責
任
理
論
を
め
ぐ
っ
て

は
、
さ
ら
に
判
例
の
集
積
、
理
論
の
成
熟
化
が
待
た

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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鬮

一

公
害
紛
争
処
理
制
度
制
定
の
背
景

公
害
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
足
尾

銅
山
の
鉱
毒
事
件
を
始
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
著
名

な
例
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
大
き
な
社
会
問
題
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
解
決
が
国
民
的
課
題
と
さ
れ

た
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
我
が
国
は
、
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
つ

つ
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
、
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁

等
に
よ
る
公
害
が
発
生
、
拡
大
し
、
水
俣
病
、
四
日

市
ぜ
ん
そ
く
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
な
ど
の
悲
惨
な
疾

病
が
多
発
し
て
、
そ
の
被
害
住
民
と
発
生
源
と
さ
れ

た
企
業
と
の
間
で
大
規
模
な
紛
争
を
生
じ
た
。

こ
の
よ
う
な
公
害
紛
争
に
は
、
①
当
事
者
が
多
数

に
わ
た
り
、
特
に
加
害
者
が
多
数
に
わ
た
る
場
合
に

は
、
責
任
分
担
が
不
明
確
と
な
り
や
す
く
、
ま
た
、

加
害
者
を
特
定
し
が
た
い
場
合
も
多
い
こ
と
、
②
そ

の
被
害
も
単
に
財
産
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
直

接
人
の
生
命
や
健
康
に
及
ぶ
場
合
が
多
く
、
こ
う
し

た
健
康
被
害
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
特
に
迅

速
な
解
決
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
被
害
の
認
定
、

加
害
行
為
と
被
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
究
明
、
被

害
額
の
算
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
④
公
害
に
よ
っ

て
、
自
然
環
境
そ
の
も
の
が
、
汚
染
、
破
壊
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
、
地
域
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
措
置

さ
れ
る
べ
き
も
の
が
多
い
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
が
あ

っ
た
。

紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、

訴
訟
、
民
事
調
停
な
ど
の
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
的

解
決
が
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
①
被

害
者
が
加
害
行
為
と
被
害
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て

立
証
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
立
証
が
困
難
な
場

合
が
多
い
こ
と
、
②
訴
訟
の
提
起
及
び
そ
の
手
続
の

遂
行
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
、
③
手
続
が
厳

格
な
上
、
最
終
的
な
判
決
の
確
定
ま
で
に
相
当
の
年

月
を
要
す
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
被
害
者
救
済
の

面
で
十
分
と
は
い
え
ず
、
公
害
紛
争
の
迅
速
か
つ
適

正
な
解
決
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
民
事
調
停

に
つ
い
て
も
、
訴
訟
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
弾
力

的
な
運
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
う
も
の
の
、

多
様
な
公
害
被
害
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
事
実
認

定
に
つ
き
調
査
、
専
門
的
知
識
等
が
必
要
と
な
る
が
、

こ
の
点
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
な
い
、

な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
公
害
紛
争

の
処
理
に
お
い
て
は
、
司
法
的
解
決
の
み
で
は
、
被

公
害
紛
争
処
理
制
度
の
概
要

公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
総
務
課
課
長
補
佐

一局
塩

純
子
･



害
者
の
救
済
に
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
ず
、
被
害

者
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
し
つ
つ
、
別
途
選

択
的
に
、
行
政
の
分
野
で
、
公
害
紛
争
の
処
理
を
行

う
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

=

公
害
紛
争
処
理
法
の
制
定
及
び
充
実

強
化
一

昭
和
四
二
年
に
は
、
公
害
対
策
基
本
法
が
制
定
さ

れ
、
同
法
第
二
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
｢政
府
は
公

害
に
係
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
、

の
等

･え
起

訴
提

調
停
等
の
紛
争
処
理
制
度
を
確
立
す
る
た
め
、
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣
と
規
定
さ
れ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
法
制
定
後
、
中
央
公
害
対

策
審
議
会
で
の
審
議
等
を
経
て
、
昭
和
四
五
年
に
公

害
紛
争
処
理
法
が
制
定
さ
れ
、
同
法
に
よ
っ
て
、
国

に
は
総
理
府
の
付
属
機
関
と
し
て
中
央
公
害
審
査
委

員
会
が
、
都
道
府
県
に
は
都
道
府
県
公
害
審
査
会
が

設
置
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
機
関
に
よ
る
公
害

紛
争
処
理
制
度
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

昭
和
四
七
年
に
は
、
公
害
紛
争
処
理
法
の
改
正
に

よ
り
、
公
害
紛
争
に
つ
い
て
法
律
的
審
判
を
行
う
裁

定
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
害
等
調
整
委

員
会
設
置
法
が
制
定
さ
れ
、
中
央
公
害
審
査
委
員
会

と
土
地
調
整
委
員
会
を
統
合
し
て
、
国
家
行
政
組
織

法
第
三
条
に
基
づ
く
委
員
会
と
し
て
公
害
等
調
整
委

員
会
が
発
足
す
る
な
ど
の
制
度
の
充
実
強
化
が
図
ら

れ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
九
年
に
は
、
職
権
あ
っ
せ
ん

制
度
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
の
制
度
の
一
層
の
充
実
強

化
が
図
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

三

公
｢害
紛
黎争
一処
理
制
度
の
仕
に組
み

l

公
害
紛
争
処
理
機
関

公
害
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
は
、
国
に
公
害
等
調

整
委
員
会
が
、
都
道
府
県
に
は
都
道
府
県
公
害
審
査

会
が
あ
り
、
必
要
な
場
合
に
は
関
係
都
道
府
県
に
よ

る
都
道
府
県
連
合
公
害
審
査
会

(以
下
｢連
合
審
査

会
｣
と
い
う
。
)
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

=

公
害
等
調
整
委
員
会

公
害
等
調
整
委
員
会
は
、
総
理
府
の
外
局
と
し
て

設
置
さ
れ
た
行
政
委
員
会
で
あ
り
、
高
度
の
独
立
性

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
公
害
等
調
整
委
員
会
は
、
委

員
長
及
び
委
員
六
人
(委
員
の
う
ち
三
人
が
非
常
勤
)

で
組
織
さ
れ
る
合
議
体
で
あ
り
、
委
員
長
及
び
委
員

は
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
の
高
い
者
の
う
ち
か
ら
、

両
議
員
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
し
、

公害紛争処理制度による解決

、
の
課

村
県
当
ロ

町
府
担
窓

区
道
書
の

市
部
公
等

公害紛争処理制度の仕組み

公害紛争処理制度の概要



そ
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
。
ま
た
、
公
害
等
調
整
委

人
以
内
の
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

公
害
等
調
整
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、

員
会
に
は
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
三
〇

な
っ
て
い
る
。

委
員
会
に
事
務
局

(定
員
四
〇
人
)
が
置
か
れ
て
お

斉

!
!
I
!
!
!
7
M
/

り
、
そ
“
職
員
‘
は
、
弁
護
士
資
格
を
有
す
･
者
を

未

1

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
所

･
結

掌
事
務
の
専
門
性
に
対
応
し
て
各
省
庁
か
ら
職
員
が

終

1

2
8

28
23

“

綿
引
鈴

即

鐙

御
“
④

“

61
29
28

18
16

672

計
需

出
向
し
て
き
て
い
る
o

う
規

②

都
道
府
県
公
害
審
査
会
等

編

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
/
/

公灘
獺
就飜が舩奮粉砕拠獺鱗翻盪剣旗だ

競

!
!
8
8
8
萎

る
/

人
か
ら
実

の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
委
員
は
人
格
、

他

結

の

終

る

識
見
の
高
い
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
議
会
の
同
意

そ

付

あ

を
得
て
任
命
す
る
。

受

0

0
0

0
0

0

0
0
0

0
0
o

o
o
o
1
o

o

o
o
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で

未
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礎
鮒

0
0
0
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即
“
0

則
0
1
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則
0
0
1
1
0

則

0即
灼
崩鰍錫

っ
て
い
る
o

こ
の
よ
う
な
【公
盛
口漆奄
査
委
員
候
補
"者
｣名

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　　

中

系

･
勧

愛
媛
県
、
長
崎
県
)
で
あ
る
。

(注) 1 昭和45 ･46年度の期間は、 昭和45年□月 1日~ 47年 3月31日である。
2 ｢裁定｣ ( )内の数字は、 原因裁定事件数で、 内数である。
3 ｢その他｣ は、 義務履行勧告申出事件である。
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Û
Û
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2

公
害
紛
争
処
理
手
続
の
種
類

公
害
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
は
、
あ
っ
せ
ん
、
調

停
、
仲
裁
、
裁
定
の
四
つ
の
手
続
が
あ
る
。
手
続
の

種
類
毎
に
実
際
に
係
属
し
た
件
数
を
み
る
と
、
表
ー

及
び
表
2
の
と
お
り
で
あ
り
、
紛
争
処
理
手
続
と
し

て
は
、
主
に
調
停
、
裁
定
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。



の

あ
っ
せ
ん

あ
っ
せ
ん
と
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
の
自

主
的
解
決
を
援
助
し
、
促
進
す
る
た
め
、
そ
の
交
渉
、

話
合
い
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
間
に
入
っ
て
仲
介
す

る
こ
と
を
い
う
。

あ
っ
せ
ん
は
三
人
以
内
の
あ
っ
せ
ん
委
員
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
。
あ
っ
せ
ん
を
行
う
機
関
は
あ
っ
せ
ん

委
員
で
あ
る
。
あ
っ
せ
ん
委
員
は
他
の
手
続
の
場
合

と
異
な
り
、
合
議
体
を
構
成
し
な
い
。

あ
っ
せ
ん
は
、
当
事
者
の
申
請
に
よ
っ
て
開
始
す

る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
紛
争
を
放
置
し
た
場
合
に

社
会
的
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
職
権
に
よ
り

あ
っ
せ
ん
手
続
を
開
始
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
職
権
に
よ
り
調
停

手
続
へ
移
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

②

調
停

調
停
と
は
当
事
者
双
方
の
互
譲
に
よ
る
合
意
に
基

表 2 都道府県公害審査会等における公害紛争事件の受付
及び処理状況
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Û
nV
ハU
Û
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Û
ハU
ハU
nソ“
nV
AV
nU
14
Û
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-言ロ 520 鵠 482 “優 454 248 145 54 ワ! /1 昭和45 ･ 46年度の期間は、 昭和45年11月 1日 ~ 47年 3月31日である。
2 昭和45年11月 1日~ 49年10月31日の間の r和解の仲介J は、

｢あっせんJ
に含めた。

3 昭和56年度受付数欄のあっせん 1 件は、 職権によるあっせんである。
公害等調整委員会事務局調査　資

づ
い
て
紛
争
を
解
決
す
る
制
度
で
あ
る
。
あ
っ
せ
ん

と
類
似
す
る
が
、
調
停
委
員
会
が
積
極
的
に
当
事
者

間
に
介
入
し
、
紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
と
る
点
が
異
な
る
。

調
停
は
、
三
人
の
調
停
委
員
を
構
成
員
と
す
る
調

停
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
成
立
し
た
調
停
は
、

一
般
に
民
法
上
の
和
解
契
約
と
し
て
の
効
力
を
有
す

る
。③

仲
裁

仲
裁
は
、
当
事
者
双
方
が
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判

を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
て
、
紛
争
の
解
決
を
仲
裁

委
員
会
の
判
断

(仲
裁
判
断
)
に
委
ね
、
そ
の
判
断

を
最
終
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
約

束

(仲
裁
契
約
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
の
解
決

を
図
る
制
度
で
あ
る
。

仲
裁
は
、
三
人
の
仲
裁
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
仲

裁
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
仲
裁
委
員
会
の
少

な
く
と
も
一
人
は
、
弁
護
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

燭

裁
定

裁
定
は
、
一
種
の
審
判
で
あ
り
、
裁
定
委
員
会
が

証
拠
調
べ
等
の
手
続
を
経
て
法
律
的
判
断

(裁
定
)

を
下
す
制
度
で
あ
る
。
裁
定
に
は
、
公
害
に
係
る
被

害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
及
び
賠
償
す

べ
き
損
害
額
を
判
断
す
る
責
任
裁
定
と
、
加
害
行
為

と
被
害
の
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
否
の
み
を

公害紛争処理制度の概要



判
断
す
る
原
因
裁
定
の
二
種
類
が
あ
る
。

都
道
府
県
知
事
。
以
下
｢公
害
審
査
会
等
｣
と
い
う
。)

係
る
も
の
。

裁
定
は
三
人
又
は
五
人
の
裁
定
委
員
を
構
成
員
と

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
公
害
紛
争
の
処
理
に
当

②

大
気
の
、

す
る
裁
定
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
裁
定
委
員
の

う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

責
任
裁
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
定
書
の

正
本
が
当
事
者
に
送
達
さ
れ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内

に
当
該
損
害
賠
償
に
関
す
る
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ

な
い
と
き
、
又
は
い
っ
た
ん
提
起
さ
れ
た
訴
え
が
取

り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
裁
定
の
対
象
と
な
っ
た
損

害
賠
償
に
関
し
、
当
事
者
間
に
責
任
裁
定
と
同
一
の

内
容
の
合
意
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

原
因
裁
定
は
、
責
任
裁
定
と
異
な
り
、
当
事
者
間

の
権
利
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
も
の
で
な

い
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
合
意
擬
制
と
い
う
よ

う
な
法
律
上
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
当
事
者
は
、
原

因
裁
定
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
因
果
関
係
に
つ

い
て
の
判
断
を
基
礎
と
し
て
、
紛
争
の
実
情
に
応
じ

て
適
当
な
手
段

(直
接
交
渉
、
調
停
、
責
任
裁
定
、

訴
訟
等
)
を
選
択
し
、
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
と

な
る
。

3

公
害
等
調
整
委
員
会
と
都
道
府
県
公
害
審
査
会

等
と
の
関
係

公
害
等
調
整
委
員
会
と
都
道
府
県
公
害
審
査
会

(公
害
審
査
会
を
置
か
な
い
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
公
害
紛
争
の
処
理
に
当

た
っ
て
お
り
、
両
者
は
別
に
高
等
裁
判
所
と
地
方
裁

判
所
と
の
関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
上
下
の
関
係
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
公
害
等
調
整
委
員
会

は
、
公
害
紛
争
処
理
法
を
所
管
し
て
い
る
立
場
か
ら
、

制
度
全
般
が
円
滑
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
、
各
都
道
府

県
と
密
接
な
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

裁
定
事
件
に
つ
い
て
は
、
公
害
等
調
整
委
員
会
が

専
属
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲

裁
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
公
害
等
調
整
委
員
会
で
管
轄
し
、
そ
れ
以
外
の

も
の
に
つ
い
て
は
公
害
審
査
会
等
で
管
轄
す
る
。

0

重
大
事
件

現
に
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
公
害
に
係
る
著

し
い
被
害
が
生
じ
、
か
つ
、
当
該
被
害
が
相
当
多
数

の
者
に
お
よ
び
、
ま
た
は
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
公
害
に
係
る
紛
争

①

人
の
健
康
に
係
る
被
害
に
関
す
る
紛
争
で
あ

っ
て
、
大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
に
よ
る

慢
性
気
管
支
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
、
ぜ
ん
息
性

気
管
支
炎
若
し
く
は
肺
気
し
ゅ
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
続
発
症
ま
た
は
水
俣
病
若
し
く
は
イ
タ
イ

イ
タ
イ
病
に
起
因
し
て
、
人
が
死
亡
し
、
ま
た

は
日
常
生
活
に
介
護
を
要
す
る
程
度
の
身
体
上

の
障
害
が
人
に
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
公
害
に

②

大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
に
よ
る
動
植

物
又
は
そ
の
生
育
環
境
に
係
る
被
害
に
関
す
る

紛
争
で
あ
っ
て
申
請
に
係
る
被
害
の
総
額
が
五

億
円
以
上
で
あ
る
も
の
。

②

広
域
処
理
事
件

二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
広
域
的
な
見
地
か

ら
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
公
害
に
係
る
次
の
紛
争

①

航
空
機
の
航
行
に
伴
う
騒
音
に
係
る
紛
争

②

新
幹
線
鉄
道
及
び
新
幹
線
鉄
道
規
格
新
線
等

に
お
け
る
列
車
の
走
行
に
伴
う
騒
音
に
係
る
紛

争
③

県
際
事
件

事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
の
行
わ
れ
た
場
所

及
び
当
該
活
動
に
伴
う
公
害
に
係
る
被
害
の
生
じ
た

場
所
が
異
な
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
又

は
こ
れ
ら
の
場
所
の
一
方
若
し
く
は
双
方
が
二
以
上

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
公
害

に
係
る
紛
争
。

な
お
、
県
際
事
件
は
、
関
係
都
道
府
県
の
い
ず
れ

か
一
の
知
事
に
対
し
て
申
請
し
、
関
係
都
道
府
県
の

協
議
に
よ
り
連
合
審
査
会
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、

連
合
審
査
会
が
処
理
し
、
こ
の
協
議
が
と
と
の
わ
な

い
場
合
に
公
害
等
調
整
委
員
会
が
処
理
を
行
う
。

ま
た
、
次
の
公
害
紛
争
事
件
に
つ
い
て
は
、
管
轄

に
か
か
わ
り
な
く
公
害
等
調
整
委
員
会
が
処
理
を
行

=======-l=Iil==川-l11===!ll====川==Il-===l-1==
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紛
争
を
放
置
し
た
場
合
、
多
数
の
被
害
者
の

生
活
の
困
窮
等
社
会
的
に
重
大
な
影
響
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
事
件
の
職
権
に
よ
る
あ
っ
せ
ん

②

職
権
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
っ
て
は
当
該
紛

争
を
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
件
の
職
権
に

よ
る
調
停

③

公
害
審
査
会
等
か
ら
引
継
ぎ
を
受
け
た
事
件

の
調
停

④

裁
定
手
続
に
お
い
て
職
権
で
調
停
に
付
さ
れ

た
事
件
の
調
停

⑤

両
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
き
公
害
等
調
整
委

員
会
に
申
請
さ
れ
た
事
件
の
仲
裁

4

公
害
紛
争
処
理
手
続
の
特
色

公
害
紛
争
処
理
法
は
、
こ
れ
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨

か
ら
手
続
の
形
式
的
厳
格
性
が
緩
和
さ
れ
、
機
動
的
、

能
率
的
に
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
種
々

の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
当
事
者
間
の
立
証
能

力
の
格
差
や
因
果
関
係
等
の
立
証
の
困
難
性
を
考
慮

し
て
、
資
料
収
集
に
関
し
て
は
職
権
主
義
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
手
続
費
用
に
つ
い
て
も
当
事
者

の
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
事
件

を
処
理
す
る
に
際
し
専
門
知
識
を
活
用
す
る
と
と
も

に
、
行
政
的
な
措
置
と
の
連
携
を
行
う
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
公
害
紛
争
処
理
制
度
の
特

色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

=

手
続
の
機
動
性
･
能
率
性

(手
続
の
厳
格
性
の

緩
和
)

公
害
紛
争
は
重
大
な
社
会
的
影
響
を
与
え
る
場
合

が
少
な
く
な
い
か
ら
、
特
に
迅
速
に
解
決
す
る
必
要

が
大
き
い
。
そ
こ
で
手
続
を
機
動
的
･
能
率
的
に
進

行
さ
せ
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。

①

多
数
当
事
者
に
対
す
る
対
応

公
害
紛
争
で
は
、
一
般
に
関
係
す
る
当
事
者
が

多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
手
続
を
円
滑

に
進
行
さ
せ
る
た
め
に
特
段
の
工
夫
が
必
要
と
な

る
。
そ
こ
で
、
一
般
の
代
理
の
制
度
の
ほ
か
に
、

あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
の
手
続
に
つ
い
て
は

代
表
者
、
裁
定
に
つ
い
て
は
代
表
当
事
者
の
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

②

資
料
の
収
集

判
断
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
、

当
時
者
か
ら
の
申
立
て
を
待
た
ず
、
職
権
で
も
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
法
定
さ
れ
た

資
料
収
集
手
続
･
証
拠
調
べ
手
続
の
ほ
か
、
事
実

の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
等
、
柔
軟
か
つ
機

動
的
に
資
料
の
収
集
が
行
え
る
よ
う
に
手
続
上
の

手
当
が
さ
れ
て
い
る
。

②

職
権
主
義
の
導
入

公
害
紛
争
に
お
い
て
は
、
一
般
に
因
果
関
係
、
損

害
額
等
の
立
証
が
困
難
で
あ
り
、
し
か
も
被
害
者
側

の
立
証
能
力
が
劣
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
点

を
考
慮
し
て
、
調
停
及
び
仲
裁
の
手
続
に
お
い
て
は
、

職
権
で
資
料
を
収
集
す
る
ほ
か
、
調
停

(仲
裁
)
委

員
会
又
は
事
務
局
職
員
が
、
非
定
型
的
な
資
料
収
集

手
段
と
し
て
事
実
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
、
裁
定
手
続
に
お
い
て
も
、
当
事
者

の
申
立
て
に
よ
る
ほ
か
職
権
で
証
拠
調
べ
を
行
い
、

さ
ら
に
、
職
権
で
事
実
の
調
査
を
行
う
。

③

費
用
負
担
の
軽
減
化

調
停
、
仲
裁
又
は
裁
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
金
額

は
調
停
申
請
の
場
合
は
民
事
調
停
の
概
ね
三
分
の
一

以
下
、
責
任
裁
定
の
申
請
の
場
合
は
民
事
訴
訟
の
四

分
の
一
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
公
害
紛
争
処
理
手
続
に
要
す
る
費
用
は
、

原
則
的
に
は
各
当
事
者
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
が
、

公
害
等
調
整
委
員
会
の
場
合
に
は
、
手
続
費
用
の
う

ち
参
考
人
、
鑑
定
人
の
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
、
鑑

定
料
、
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
文
書
･
物
件
の
提
出
に

係
る
費
用
、
委
員
･
職
員
の
出
張
に
要
す
る
費
用
、

呼
出
.
送
達
の
た
め
の
郵
便
料
等
は
国
が
負
担
す
る
。

公
害
審
査
会
等
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
で
負
担
す

る
費
用
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

お
お
む
ね
国
に
な
ら
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

公害紛争処理制度の概要



④

専
門
知
識
の
活
用

公
害
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
は
、
法
律
知
識
の
み

な
ら
ず
広
い
分
野
に
わ
た
る
専
門
的
技
術
的
な
知

識
･
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、
紛
争
処
理
機
関

の
委
員
は
、
通
常
の
司
法
機
関
と
は
異
な
っ
て
医
学

な
ど
を
含
ん
だ
広
い
分
野
か
ら
選
任
さ
れ
、
さ
ら
に
、

公
害
等
調
整
委
員
会
に
は
専
門
委
員
の
制
度
も
置
か

れ
て
い
る
。

◎

公
害
行
政
と
の
連
携

公
害
紛
争
を
解
決
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
発
生
源

と
被
害
者
と
の
間
で
損
害
賠
償
支
払
い
等
の
権
利
義

務
関
係
を
確
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
公
害
規

制
･
防
止
行
政
の
分
野
で
の
行
政
的
な
措
置
と
を
連

携
さ
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
裁
判

所
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
公
害
紛
争
を
処
理
す
る
場

合
に
は
、
公
害
行
政
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
行
政
機
関
で
あ
る
公
害
等
調
整
委
員
会

や
公
害
審
査
会
等
で
は
、
多
く
の
事
件
に
お
い
て
行

政
上
の
措
置
と
連
携
さ
せ
て
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て

い
る
。

ま
た
、
逆
に
公
害
紛
争
処
理
の
結
果
を
公
害
行
政

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
有
益
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公

害
等
調
整
委
員
会
は
内
閣
総
理
大
臣
ま
た
は
関
係
行

政
機
関
の
長
に
対
し
、
公
害
審
査
会
は
当
該
都
道
府

県
知
事
に
対
し
、
そ
の
所
掌
事
務
の
遂
行
を
通
じ
て

得
ら
れ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
改
善
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

公
害
等
調
整
委
員
会
は
、
原
因
裁
定
が
な
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
内
容
を
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係

地
方
公
共
団
体
の
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
公
害
の
拡
大
の
防
止
等
に
必
要

な
措
置
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

最
近
の
主
な
取
扱
事
例

ー
道
路
に
関
係
し
た
事
件
を
中
心
と
し
て
ー
･

公
害
等
調
整
委
員
会
お
よ
び
公
害
審
査
会
等
に
係

属
し
た
紛
争
事
件
の
う
ち
、
道
路
を
走
行
す
る
車
両

の
騒
音
、
振
動
に
よ
る
被
害
な
ど
を
問
題
と
し
た
道

路
に
関
係
す
る
公
害
紛
争
事
件
は
、
平
成
二
年
末
ま

で
に
七
二
件

(公
害
等
調
整
委
員
会
三
件
、
公
害
審

査
会
等
六
九
件
)
で
あ
る
。

公
害
等
調
整
委
員
会
等
に
係
属
し
た
道
路
関
係
の

事
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

道
路
騒
音
等
被
害
責
任
裁
定
申
請
事
件

(二
件
)

(平
成
元
年
三
月
調
停
成
立
)

東
京
湾
横
断
道
路
建
設
被
害
等
調
停
申
請
事
件

(係
属
中
)

こ
の
ほ
か
、
道
路
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
装
着
し
た
自
動

車
の
走
行
に
よ
り
、
発
生
す
る
粉
じ
ん
を
問
題
と
し

た
事
件
と
し
て
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
被
害
等

調
停
申
請
事
件
(昭
和
六
三
年
調
停
成
立
)、
ス
パ
イ

ク
タ
イ
ヤ
使
用
禁
止
等
調
停
申
請
事
件

(平
成
三
年

三
月
取
下
げ
)
が
あ
る
。

公
害
等
調
整
委
員
会
で
扱
っ
た
道
路
関
係
の
事
件

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
道
路
騒
音
等
被
害
責
任
裁

定
申
請
事
件
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

･
事
案
の
概
要

本
件
は
、
国
道
二
四
六
号
、
都
道
環
状
七
号
線
及

び
首
都
高
速
三
号
線
が
交
差
す
る
東
京
都
世
田
谷
区

の
い
わ
ゆ
る
上
馬
交
差
点
周
辺
地
区
に
居
住
す
る
住

民

(
一
〇
一
人
)
が
、
昭
和
六
二
年
五
月
、
右
各
道

路
の
管
理
責
任
者
で
あ
る
国

(代
表
者
建
設
大
臣
)、

東
京
都
及
び
首
都
高
速
道
路
公
団
を
相
手
方
と
し
て
、

右
各
道
路
を
多
く
の
自
動
車
の
運
行
の
用
に
供
す
る

こ
と
に
よ
り
騒
音
、
振
動
及
び
大
気
汚
染
を
発
生
さ

せ
、
申
請
人
ら
の
静
穏
な
生
活
を
妨
害
す
る
な
ど
し

て
申
請
人
ら
に
精
神
的
苦
痛
を
与
え
た
と
主
張
し
、

過
去
及
び
将
来
の
慰
謝
料
の
支
払
い
を
請
求
し
た
事

件
で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
六
三
年
二
月
に
同
一
地

域
の
住
民
三
二
人
か
ら
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
責
任
裁
定

の
申
請
が
あ
り
、
本
件
と
併
合
さ
れ
た
結
果
、
申
請

人
ら
の
総
数
は
一
三
三
人
と
な
っ
た
。

裁
定
委
員
会
は
、
申
請
受
付
後
昭
和
六
二
年
七
月

か
ら
昭
和
六
三
年
三
月
ま
で
の
間
に
四
回
の
審
問
期

日
を
開
き
、
当
事
者
双
方
の
主
張
を
整
理
す
る
と
と

も
に
、
申
請
人
ら
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
騒
音
等
の
防

止
対
策
等
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
受
け
る
な
ど
し



て
手
続
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
間
に
も
金

銭
賠
償
に
よ
る
解
決
よ
り
も
合
意
に
よ
っ
て
永
続
的

な
効
果
の
あ
る
公
害
防
止
対
策
を
講
ず
る
方
向
で
解

決
す
る
機
運
が
高
ま
り
、
裁
定
委
員
会
と
し
て
も
合

意
に
よ
る
解
決
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
、

平
成
元
年
三
月
、
職
権
で
事
件
を
調
停
に
付
し
、
自

ら
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
同
月
二
三
日
の
第
一
回

調
停
期
日
に
お
い
て
、
裁
定
委
員
会
か
ら
調
停
案
を

提
示
し
た
と
こ
ろ
、
当
事
者
双
方
が
こ
れ
を
受
諾
し
、

調
停
が
成
立
し
た
。

本
件
で
成
立
し
た
調
停
条
項
の
骨
子
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一

被
申
請
人
ら
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
管
理
す
る
国
道
二
四
六
号
、
首
都
高
速
三

号
線
及
び
都
道
環
状
七
号
線
の
本
件
区
間
に
つ

い
て
、
沿
道
周
辺
の
良
好
な
環
境
の
保
全
に
配

慮
し
て
従
来
か
ら
実
施
し
て
い
る
諸
対
策
に
引

き
続
き
、
以
下
の
対
策
を
講
ず
る
。

①

公
団
は
、
沿
道
周
辺
の
景
観
を
も
考
慮
し

た
上
、
約
一
、
二
〇
0
m
に
わ
た
り
、
上
下

線
両
側
に
吸
音
型
防
音
壁
を
設
置
す
る
。

②

被
申
請
人
ら
は
、
車
道
及
び
歩
道
の
路
面

等
に
つ
い
て
、
維
持
修
繕
を
適
切
に
行
う
。

③

東
京
都
は
、
本
件
区
間
の
う
ち
約
五
〇
0

m
に
わ
た
っ
て
、
次
回
の
補
修
工
事
の
際
、

自
動
車
の
走
行
騒
音
低
減
の
た
め
の
舗
装
を

試
験
的
に
実
施
す
る
。

④

国
及
び
東
京
都
は
、
本
件
区
間
の
よ
う
な

商
業
的
沿
道
利
用
の
多
い
幹
線
道
路
に
対
す

る
環
境
対
策
と
し
て
、
防
音
壁
の
設
置
等
に

つ
い
て
の
調
査
研
究
を
進
め
る
。

⑤

被
申
請
人
ら
は
、
車
道
等
の
清
掃
及
び
植

樹
帯
等
の
整
備
を
適
切
に
行
う
。

⑥

国
は
、
本
件
国
道
に
つ
い
て
も
、
沿
道
整

備
道
路
の
指
定
を
行
う
よ
う
関
係
機
関
と
の

調
整
を
進
め
る
。

⑦

東
京
都
及
び
公
団
は
、
住
宅
防
音
工
事
の

助
成
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
、
沿
道
周
辺
の

住
民
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
り
、
そ
の
適

切
な
実
施
に
努
め
る
。

二

申
請
人
ら
は
、
被
申
請
人
ら
に
対
す
る
損
害

賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
。

公
害
審
査
会
等
に
係
属
し
た
道
路
に
関
す
る
公
害

紛
争
事
件
は
平
成
二
年
末
ま
で
で
六
九
件

(す
べ
て

調
停
事
件
)
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
成
立

(
一
部
成
立

し
た
も
の
も
含
む
。)
し
た
も
の
は
二
四
件
で
あ
る
。

道
路
に
関
す
る
事
件
は
一
般
の
公
害
紛
争
事
件
に
比

べ
て
、
被
害
の
及
ぶ
範
囲
が
広
い
こ
と
、
申
請
人
が

多
数
に
わ
た
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
な
ど
の
特
色
が

み
ら
れ
る
。
最
近
の
道
路
に
関
す
る
公
害
紛
争
事
件

で
調
停
が
成
立
し
た
事
例
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

･
滋
賀
県
昭
和
六
〇
年
調
第
一
号
事
件

国
道
一
号
線
沿
線
の
大
津
市
一
里
山
地
区
の
住
民

一
〇
人
か
ら
、
一
里
山
地
区
京
滋
バ
イ
パ
ス
建
設
が

計
画
ど
お
り
実
施
さ
れ
る
と
、
騒
音
、
大
気
汚
染
等

の
公
害
が
予
想
さ
れ
、
地
域
分
断
等
も
お
こ
る
が
、

国

(代
表
者
建
設
省
)
は
十
分
な
対
策
も
実
施
し
な

い
し
、
地
域
住
民
に
対
す
る
説
明
も
不
十
分
で
あ
り
、

大
津
市
も
本
件
事
業
に
伴
っ
て
、
関
連
公
害
の
発
生

及
び
そ
の
防
止
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
の
で
、
相

当
内
容
の
調
停
を
求
め
る
と
し
て
、
国
及
び
大
津
市

を
相
手
方
と
し
て
昭
和
六
〇
年
三
月
滋
賀
県
公
害
審

査
会
に
調
停
申
請
が
な
さ
れ
た
。

調
停
委
員
会
は
一
〇
回
の
調
停
期
日
を
開
催
し
、

当
事
者
双
方
の
意
見
聴
取
等
を
行
っ
た
結
果
、
昭
和

六
二
年
七
月
、
①
国
は
大
気
汚
染
に
つ
い
て
環
境
保

全
目
標
を
維
持
す
る
よ
う
努
力
し
、
騒
音
に
つ
い
て

も
環
境
保
全
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
、

②
国
は
、
必
要
に
応
じ
遮
音
壁
を
設
置
す
る
こ
と
、

③
大
津
市
は
、
必
要
に
応
じ
県
の
協
力
を
得
て
、
申

請
人
ら
の
居
住
地
に
お
け
る
環
境
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
、
公
害
に
係
る
調
査
を
行
う
こ
と
等
で
合
意

が
成
立
し
た
。
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榊
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道
路
に
お
け
る
円
滑
か
つ
安
全
な
交
通
を
確
保
し
、

道
路
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
道
路
管

理
者
に
お
い
て
は
道
路
の
適
正
な
維
持
、
管
理
の
充

実
を
図
り
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
よ
う
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕

疵
に
係
る
損
害
賠
償
件
数
が
こ
こ
数
年
増
加
傾
向
に

あ
り
、
平
成
元
年
度
に
お
い
て
は
全
体
で
一
、
五
〇

〇
件
を
越
え
て
い
る
。

道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償
の

概
況
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟

お
よ
び
公
害
調
停
事
件
の
概
要
も
併
せ
て
紹
介
す
る
。

一
道
路
の
設
置
･管
理
の
瑕
疵
に
係
る

損
害
賠
償
の
概
況

毎
年
、
全
国
の
道
路
管
理
者
の
協
力
を
得
て
実
施

し
て
い
る
道
路
管
理
瑕
疵
事
故
統
計
の
平
成
元
年
度

分
が
こ
の
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
統
計
結
果

を
も
と
に
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害

賠
償
の
概
況
を
紹
介
す
る
。

な
お
、
こ
の
統
計
は
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵

に
よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
訴
訟
ま
た
は
示
談
に
よ

り
損
害
賠
償
し
た
事
案

(以
下
、
こ
れ
ら
損
害
賠
償

し
た
事
案
を
｢瑕
疵
事
案
｣
と
い
う
。)
の
件
数
と
賠

償
金
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
年
度
に
発
生

し
た
道
路
の
設
置
･
管
理
に
係
る
事
故
の
件
数
を
集

計
し
た
も
の
で
は
な
い
。

図表 賠償件数及び賠償金額の推移
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=

損
害
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賠
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金
額

昭
和
六
○
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
の
五
箇
年

道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
の
状
況

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
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務
係



表 1 道路管理者別 ･処理区分別 ･年度別賠償件数及び賠償金 (単位 :千円)

道 路

管 理 者

処〕理

区分

60 61 62 63 元 計

件 数 賠償金額 件 数 賠償金額 件 数 賠償金額 件 数 賠償金額 件 数 賠償金額 件 数 賠償金額

建 設 省
識
萩
計

1

“

47

41,500

69,104

11Oゞ 604

0

45

範

0

36,204

36,204

0

36

第

0

17,425

17,425

0

39

拗

0

16,069

16,069

0

41

狙

0

19 ,901

19,901

1

207

208

41,500

158,703

200,203

公 団
訴訟
示談
計

0

総
総

0

5,239

5,239

1

22

23

21,000

1,323

22,323

0

24

24

0

75191

7,191

0

即
刻

0

5,387

5,387

0

乾
銘

0

2,967

2,967

1

131

132

21,00O

22,107

43,107

公 社
訴訟
示談

計

o

n

n

0

4,818

4,818

ハU
1ム
TA

0

219

219

ハU
ワ‘
ワ“

0

3,179

3,179

〔U
nソム
リム

0

1,456

1,456

nY
ワ!
"/

0

859

859

0

芻

芻

0

10,531

10,531

地 方

公 共 団 体

誠
意
計

18

1,119

1,137

234,643

458,056

692,699

8

1,092

1,100

18,751

348,567

367,318

12

1,116

1,128

93,401

398,703

492,104

12

1,279

1,291

107,185

385,306

492,491

5

1,447

1,452

23,101

390,409

413,510

55

6,053

6,108

477,081

1,98｣ 041

2,458,122

内

訳

都道府県

訴訟
示談

計

6

459

465

13,649

172,819

186,468

5

418

423

10,949

102,874

113,823

7

443

450

64,043

178,710

242,753

4

485

489

10,476

154,258

164,734

2

526

528

18,500

121,778

140,278

24

2,331

2,355

117,617

730,439

848,056

指 定 市

訴訟
示談

計

5

鞘
饗

26,339

17,432

43,771

1

那
拗

4,400

19,021

23,421

1

90

班

13,000

22,747

35,747

1

84

85

6

9,150

9,156

0

121

121

0

23,573

23,573

8

452

460

43,745

91,923

135,668

市

訴訟
示談

計

6

375

381

194,255

163,277

357,532

2

361

363

3,402

161,060

164,462

2

383

385

15,758

135,938

151,696

5

481

486

93,830

147,518

241,348

2

483

485

2,601

113,661

u 6,262

17

2,083

2,100

309,846

721,454

1,031,300

町 村
藏
秋
計

1

216

217

400

104,528

104,928

0

225

225

0

65,612

65,612

2

200

202

600

61,308

61,908

2

229

231

2,873

74,380

77,253

1

317

318

2,000

131,397

133,397

6

1,187

1,193

5,873

437,225

443,098

全 国 計
淺
献
計

19

1,209

1,228

276,143

537,217

813,360

9

1,160

1,169

39,751

386,313

426,064

12

1,183

1,195

93,401

426,498

519,899

12

1,340

1,352

107,185

408,218

515,403

5

1,527

1,532

23,101

414,136

437,237

57

6,419

6,476

539,581

2,172,382

2,711,963計

※ 公団は、 日本道路公団、 首都高速道路公団、 阪神高速道路公団および本州四国連絡橋公団である。

公社は、 地方道路公社法上でいう公社である。
指定市は地方自治法上の政令指定市である。
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表 2 事故態様別 ･年度別賠償件数及び賠償金 (全国計)
(単位 ;千円)

分

類
態 様

処理

区分

60 61 62 63 元 計

件 数 賠償金 件 数 賠償金 件 数 賠償金 件 数 賠償金 件 数 賠償金 件 数 賠 償 金 1件の平均額

1 穴 ぼ こ
訴訟
示談
計

1
284
285

400
71,657
72,057

2
251
253

3,31477,21780,531

2
241
243

17,098
68,469
85,567

2
358
360

25
42
穗

506
631
l37

0
502
502

0
60,448
60,448

7
1,636
1,643

46
320
366

318
422
740

6,617
196
223

2 段 差
訴訟
示談
計

3
63
“

19,000
42,801
61,801

1
第
鉤

70
13,25413,324

0
第
街

0
6,694
6,694

1
陦
琉

1
22
23

loo
823
923

1
卸
鋭

1,500
10,425
11,925

6
259
265

21
95
117

670
997
667

3,612
371
444

3 蓋 不 全
訴訟
示談
計

3
330
333

4
臨
鋭

633
804
437

0
346
346

0
65,736
65,736

3
676
679

4
152

、157

633
540
173

1,544
226
231

4 スリッ プ
訴訟
示談
計

1
拗
れ

23,044
3,911
26,955

1
斜
%

4
48
靴

400
119
519

1
め
虹

19
2
21

000
059
059

0
第
施

hD
リリ

0
537
537

0
第
第

0
4,051
4,051

3
%
那

46
61
108

444
677
121

15,481
649

1,103

5 道路崩 壊
0
35
鴇

0
28,567
28,567

0
幻
視

22
22

0
053
053

1
第
製

2
ゆ
れ

000
363
363

0
28
28

28
28

0
256
256

0
30
30

0
l9,753
19,763

1
157
158

2
117
119

000
992
992

2,000
752
759

示談
計

5' 道路崩 壊
訴訟 1曇り′ムリtV

124,8533,662128,515

1▲
RU
ワ‘

7
3
u

500
637
137

nYワ‘‘
“‘

ワ･‘ワー

0
958
958

nVRU
RU

イ鼈
イ俺

0
955
955

o
n
n

0
8,579
8,579

2
靴
製

l32
28
161

353
791
144

66,177900
4,740計

6 落 石
訴訟
示談
計

0
323
323

0
135,186135,186

1
332
333

21,00O54,644
75,644

1
319
320

33
99
132

000
737
737

1
295
296

28
96
124

000
955
955

0
266
266

0
64,814
64,814

3
l,535
l,538

82
451
533

000
336
336

27,333294
347

7 路上障害物
訴訟
示談
計

0
75
75

10
10

0
287
287

1
75
76

101
15,779
15,880

1
150
151

101
26,066
26,167

101
174
173

8 工事不 全
訴訟
示談
計

1
25
26

11,4498,099
19,548

o
"
"

0
7,072
7粉72

1
卸
鋭

500
27,ool27,501

0
13
13

4
4

0
298
298

0
12
12

0
43,498
43,498

2
l09
lll

1l
89
101

949
968
917

5,975
825
918

9
安全施 設

不 備

訴訟
示談
計

6
89
%

45,00992,196
137,205

2
規
範

2,767
42,77245,539

2
95
餅

13話09
71,55284,652

4
53
57

43
29
72

005
043
048

2
78
80

19,500
78,945
98,445

16
399
415

123
314
437

381
508
889

7･711
788

1,055

lo 脱 橋
訴訟
示、談
計

nV
O“
り&

0
1,5421,542

nVnD
QJ

0
1,3271,327

nUnリ
ハリ

0
5,296
5,296

0
5
5

0
3,088
3,088

0
5
5

0
1,528
1,528

0
18
18

12
12

0
781
781

0
710
710

11 親柱衝突
訴訟
示談
計

nVn′“
○“

0
526
526

nU
nU
nU

nU
nU
nU

AVnu
nV

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
526
526

0
263
263

12 そ の 他
訴訟
示談
計

6
364
370

52,388
149,070
201,458

1
365
366

700
1l6,218n 6,918

4
399
403

8,703
118,369
l27,072

m窓
107

4,941
75,541
80,482

1
117
118

2,000
40,580
42,580

13
1,351
し364

68,732
4997 78
568,510

5,287370
417

合 計
訴訟
示談
計

19
1,2091,228

276,143537,217
813,360

9
1,160
1,169

39,751
386a l3
426,064

12
1,183
1,195

93,401
426,498
519,899

12
1,340
1,352

l07,185
40銭218
515,403

5
1,527
l,532

23,101
414,136
437,237

57
6,419
6,476

539,5812,172,382
2,711,963

9,466338
419

※ 3 蓋不全と 7路上障害物は60年度~ 62年度は12その他に含まれる。
5 道路崩壊は道路の陥没、 路肩崩壊等のため通行車両が路外に転落する等の事故。
5う道路崩壊は道路の崩壊した土砂が沿道の家屋、 田畑等に損害を与えた事故。



間
に
お
け
る
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
瑕

疵
事
案
は
件
数
で
六
、
四
七
六
件
、
賠
償
金
額
で
約

二
七
億
円
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
訴
訟
で
解
決
し
た
件

数
は
五
七
件
、
示
談
で
解
決
し
た
件
数
は
六
、
四
一

九
件
で
あ
る
。

ま
た
、
一
件
当
た
り
の
賠
償
金
額
は
訴
訟
は
平
均

約
九
四
七
万
円
、
示
談
で
は
約
三
四
万
円
で
あ
る
。

五
箇
年
間
に
お
け
る
瑕
疵
事
案
を
道
路
管
理
者
別

に
み
る
と
建
設
大
臣
が
管
理
す
る
一
般
国
道
に
係
る

洲
の

酬
齊
嬬
燕
浬
績
磁
中
隊
飼
q
講
燕
玲

(爵
背
のo鞘
離
!
憬
野
洲
蝨
糯
3
珍
型
)

も
の
が
件
数
で
二
〇
八
件
、
賠
償
金
額
で
約
二
億
円
、

都
道
府
県
が
管
理
す
る
県
道
等
に
係
る
も
の
が
二
、

三
五
五
件
、
約
八
億
四
、
八
〇
〇
万
円
、
指
定
市
が

管
理
す
る
市
道
等
に
係
る
も
の
が
四
六
〇
件
、
約
一

億
三
、
六
〇
〇
万
円
、
指
定
市
以
外
の
市
が
管
理
す

る
市
道
に
係
る
も
の
が
二
、
一
〇
〇
件
、
約
一
〇
億

三
、
一
〇
〇
万
円
、
町
村
が
管
理
す
る
町
村
道
に
係

る
も
の
が
一
、
一
九
三
件
、
約
四
億
四
、
三
〇
〇
万

円
、
道
路
関
係
公
団
、
地
方
道
路
公
社
が
管
理
す
る

の

型

]N □ ご り の u の 埖 の 李 の N ] 蜜 学

朴

S

詩

滞

商

蝨

滑

報

隊

州
診
番
眺
剖
嘉

H
蝸

到

欝

讓
軒
覇
蝸
春

鍼

酬

崗
讓

曲

癪

榊
雫
離

婚

メ

一一

′ミ
ミ

開

封

珍

報

酬

沁

蘭

=

媛

跛

の
〕中勺の

一
な
宝 N 罵 ◆続 □

]
]罐

]〕飢のの 饑 ]濁 りの
のuo

Nの帆

]一の谷の

聡
隊 齢

回

響

N
〉".])◇●の

伽のの
“馴]○

釧NG

に
"
四

心のq
)①①●

ーo-}り-q

Nの
↓]のq

鎖のの
Jののの

｣⑲-
)]÷仝

一]℃
}●@N

]●④
↓一N]

｣切q
〉]"④

]]q
〕ののq

の●の
)●仝○

騨

磁

斡

NOの 中q o o 匹 N の のの o q N " o き
嚼
蝉 高

段

鳶

NOO
YNOの

釧釧
〕mのの o 。

Nq
uN]の

N
〕ooの

qの
)㈹◇仝 o

一切
}@の〇

]
}▲釧q

N
VゆのN

]の
}○鎖ゆ

心
〕のqの

騨
鮮
診

-のN *
o o o o の 窃 ] o o o o "

聡
彎 拌

団

◆"
)Hot

]◇
〕]○① o o o o

*
筑

N
の〕@一朝 器 o o o o

肘
のは

腰
蔦
斡

Nの り o o 。 o o " o o o N o o
聡
礬 浄

欝

]○
〕切の｣

鯛
し
き o o o o o

の
“のq◆ o o o

一な
N功 o o

謂
競
診

の
“-○の

尹
N]N N 覇 の報 ｣8 に

N

]奉
Nの 滋 続

一 * ののq
Ng

-
-切りの

中
隊 甚

汁
拌
澗
朝
寝
型

N
.ふ
いの
--NN

窄めの
)刈のめ

総
の

-N
)qの-

▲｣○
〕①gの

]○]
}釧NN

Nの
“qの〇

◇Nの
“●鎖の

]●‐
)○鍋仂

]○中
}◇]N

｣0の
〕⑲の心

一飯N
Yの●の

]○
】〕の○の

のの0
一心のの

騨
廃
諦

N
)"飢餓

の" o N
一" 覇 緋

｣)NO帆 切 のの * 説
の ぬ の説

事
隊

藝

録

卦

洞

鱒仝の
)○いの

]中儉
〕｣○① o

濱
の

一0℃
)りNの

g
ON]

鱗
中に

の切り
･N]○

一戸
鷲
令

Nq
〕のの中

Nの
uq"仝

の▲
〕勺のの

N一･鱒のい

の釧
)]の中

騨
黛
診

窓
〇

一説 o o 総 ム g 局 一 り 帆 鎖の " は
の

荘
礬 誌

剤

糾

]"鎖
〕ののの

心切
･Nqの o o

のの
)①①の

翳
り

の
〉q肌の

の
}釧○の

一)ののの

の
}いのの

切
糾
Nの

の
÷
:

]】}Nの飼

｣朝
】●勺勺

講
鳶
玲

N
↓5
o

÷qの の
続
切 釧N 中ゆ ÷鈎 に のq 中の

Nqq
]④①

q錘
寮
礬

計一
90"]〕④0O

N}q
･一勺い

仝"

鎖
〉④0朝

｣gの
】①のの

中心
)NNの

]o
)oo全

の釦
)のめ功

一の鯛
一00の

中の
}①の中

のの
一の釧り

ふり
〉@のN

錠○
)◇の釧

一のの
)●のN

騨

磁

斡

-
し
めの

"
÷ g 鱈 の釧 g 薪

q 続 " NN
"
の 樅 ののN

範
馨 門

#

中仝④
)○の仂

鱒の
↓｣"○ 釧の

の
)のNO

の。
)。
-o

鎖]〕のqの

ーご
N
]

Nq
)Nのり

]N
〕釧釧勺

Nの
】①o]

ヂ
に
鎖

鎖り
)qのq

]の
U◆NO

の0
〕④]○

澱
蔦
玲

有
料
道
路
に
係
る
も
の
が
一
六
〇
件
、
約
五
、
四
〇

〇
万
円
で
あ
る
。
(表
1
)

傾
向
と
し
て
は
件
数
が
こ
こ
数
年
の
間
に
大
幅
に

増
加
し
、賠
償
金
額
は
減
少
し
て
い
る
。
(別
添
図
表
)

詳
細
に
分
析
し
た
結
果
で
は
な
い
が
昭
和
五
〇
年

代
前
半
頃
の
賠
償
金
額
は
道
路
崩
壊
が
六
、
○
○
○

万
円
か
ら
一
億
円
、
落
石
が
二
億
円
か
ら
三
億
円
程

度
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
道
路
崩
壊
が
半
分

(賠
償
金
額
に
し
て
三
、
○
○
0
万
円
か
ら
五
、
○

道路管理に係る損害賠償と争訟の状況



○
0
万
円
程
度
の
減
)、
落
石
が
三
割
程
度
(賠
償
金

が
注
目
さ
れ
る
。

額
に
し
て
一
億
五
、
0
0
0
万
円
か
ら
二
億
円
程
度

地
方
公
共
団

の
減
)
に
減
少
し
て
お
り
、
落
石
等
に
対
す
る
道
路

防
災
対
策
お
よ
び
事
前
通
行
規
制
の
実
施
が
効
果
を

あ
げ
て
大
規
模
事
故
が
減
少
し
た
結
果
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

②

瑕
疵
事
故
の
態
様
別
内
訳

態
様
別
に
瑕
疵
事
案
を
み
る
と
穴
ぼ
こ
に
係
る
も

の
が
一
、
六
四
三
件
、
賠
償
金
額
で
約
三
億
六
、
七

〇
〇
万
円
、
落
石
に
係
る
も
の
が
一
、
五
三
八
件
、

約
五
億
三
、
三
〇
〇
万
円
、
安
全
施
設
不
備
に
係
る

も
の
が
四
一
五
件
、
約
四
億
三
、
八
〇
〇
万
円
と
な

っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
全
体
の
件
数
お
よ
び
賠
償
金

額
を
お
し
あ
げ
て
い
る
。

な
お
、
蓋
不
全
に
係
る
も
の
は
昭
和
六
三
年
度
と

平
成
元
年
度
の
数
字
し
か
な
い
が
こ
の
二
年
間
で
六

七
九
件
、
約
一
億
五
、
七
〇
〇
万
円
で
件
数
、
賠
償

金
額
と
も
目
立
っ
て
多
い
。
(表
2
)

次
に
、
事
故
態
様
別
に
件
数
を
み
た
場
合
各
道
路

管
理
者
と
も
穴
ぼ
こ
、
落
石
、
蓋
不
全
、
安
全
施
設

不
備
が
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と

(表
3
)、

さ
ら
に
穴
ぼ
こ
に
つ
い
て
は
特
に
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
件
数
が
昭
和
五
○
年
度
か
ら
同
五
四
年
度
ま

で
の
五
箇
年
の
年
間
平
均
が
三
一八
件
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
昭
和
六
三
年
度
が
三
五
三
件
、
平
成
元
年

度
が
四
七
八
件
と
な
っ
て
お
り
増
加
が
著
し
い
こ
と

地
方
公
共
団
体
の
穴
ぼ
こ
件
数
の
増
加
の
原
因
は

詳
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
道
路

に
つ
い
て
穴
ぼ
こ
の
件
数
が
増
加
し
て
い
る
事
実
に

照
ら
せ
ば
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
道
路
の
路
面

の
一
層
の
適
正
さ
が
望
ま
れ
よ
う
。

2

平
成
元
年
度
に
お
け
る
瑕
疵
事
案
の
概
況

=

損
害
賠
償
件
数
お
よ
び
賠
償
金
額

平
成
元
年
度
に
お
い
て
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕

疵
に
よ
り
損
害
賠
償
し
た
事
案
は
件
数
一
、
五
三
二

件
、
賠
償
金
額
は
約
四
億
三
、
七
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

傾
向
と
し
て
は
前
年
度
と
比
べ
て
訴
訟
に
よ
る
賠

償
が
件
数
、
賠
償
金
額
と
も
減
少
し
た
。
ま
た
、
示

談
に
よ
る
賠
償
の
件
数
は
増
加
し
た
が
賠
償
金
額
は

微
増
に
と
ど
ま
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
賠
償
の
件
数

は
増
加
し
た
が
、
賠
償
金
額
は
大
幅
に
減
少
し
て
い

る
。
(表
1
)

②

瑕
疵
事
案
の
態
様
別
内
訳

態
様
別
に
瑕
疵
事
案
を
み
る
と
穴
ぼ
こ
が
最
も
多

く
五
〇
二
件
で
、
以
下
蓋
不
全
三
四
六
件
、
落
石
二

六
六
件
が
上
位
を
占
め
て
い
る
。
賠
償
金
額
に
つ
い

て
は
安
全
施
設
不
備
が
九
、
八
〇
〇
万
円
と
最
も
多

く
、
以
下
蓋
不
全
約
六
、
六
〇
〇
万
円
、
落
石
約
六
、

五
〇
〇
万
円
、
穴
ぼ
こ
約
六
、
0
0
0
万
円
、
工
事

不
全
約
四
、
三
〇
〇
万
円
で
こ
れ
が
上
位
を
占
め
て

い
る
。
(表
2
)

③

賠
償
金
額
五
〇
〇
万
円
以
上
の
瑕
疵
事
案
の
内

容
主
な
損
害
賠
償
事
例
で
あ
る
賠
償
金
額
五
〇
〇
万

円
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

全
国
で
一
一
件
、
賠
償
金
額
一
億
五
、
六
〇
〇
万

円
と
な
っ
て
い
る
。
態
様
別
内
訳
は
安
全
施
設
不
備

が
五
件
、
工
事
不
全
が
二
件
、
落
石
、
道
路
崩
壊
が

各

一
件
、
そ
の
他
が
二
件
で
あ
る
。

訴
訟
･
示
談
別
で
は
裁
判
上
の
和
解
一
件
、
示
談

一
〇
件
で
あ
る
o

一
一
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
の
概
要

次
に
、
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
に
つ
い
て
そ
の

概
要
を
紹
介
す
る
。

1

係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟

平
成
二
年
三
月
三
一
日
現
在
で
裁
判
所
に
係
争
中

の
道
路
に
関
す
る
訴
訟
は
全
体
で
三
〇
二
件
あ
り
、

そ
の
内
訳
は
土
地
関
係
一
七
四
件
、
管
理
瑕
疵
関
係

八
五
件
、
そ
の
他
四
三
件
で
あ
る
。
傾
向
と
し
て
は

土
地
に
関
す
る
訴
訟
が
全
体
の
過
半
数
を
占
め
て
お

り
、
建
設
省
以
外
の
道
路
管
理
者
で
は
管
理
瑕
疵
関

係
訴
訟
の
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。
(表
4
)



2

管
理
瑕
疵
関
係
訴
訟

①

管
理
瑕
疵
関
係
訴
訟
八
五
件
に
つ
い
て
管
理

者
別
内
訳
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
建

設
省
一
三
件
、
都
道
府
県
二
六
件
、
指
定
市
九

件
、
市
町
村
二
六
件
、
公
団
･
公
社
一
一件
で

あ
る
。
ま
た
、
事
故
の
態
様
別
内
訳
は
安
全
施

設
不
備
二
七
件
、
工
事
不
全
三
一件
、
穴
ぼ
こ

七
件
、
ス
リ
ッ
プ
五
件
、
段
差
、
蓋
不
全
、
道

を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
係
争
中
の
主
な

路
崩
壊
が
各
四
件
、
路
上
傷
害
物
二
件
、
脱
橋

道
路
環
境
訴
訟
と
し
て
は
、
一
{
量
を

え
る

一
件
、
そ
の
他

(道
路
環
境
訴
訟
、
道
路
排
水

不
良
等
)
一
九
件
で
あ
る
。
傾
向
と
し
て
は
安

全
施
設
不
備
、
工
事
不
全
が
非
常
に
多
く
こ
の

二
つ
で
全
体
の
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
示
談
件
数
で
上
位
を
占
め
て
い
た
落

石
は
○
件
、
同
様
に
上
位
を
占
め
て
い
た
穴
ぼ

こ
、
蓋
不
全
も
比
較
的
に
件
数
が
少
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
落
石
等
の
事
案
に
つ
い
て
は

過
去
の
判
例
で
管
理
瑕
疵
の
判
断
基
準
が
ほ
ぼ

定
着
し
て
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
ず
に
処
理
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
安
全
施
設
不
備
、
工
事
不
全
に

つ
い
て
は
管
理
瑕
疵
の
有
無
の
判
断
の
基
礎
と

な
る
道
路
の
状
況
、
周
辺
環
境
、
交
通
の
状
況
、

事
故
者
の
運
転
状
況
等
が
個
別
の
事
例
に
よ
っ

て
異
な
り
、
必
ず
し
も
過
去
の
判
例
が
参
考
と

な
ら
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

②

道
路
環
境
訴
訟

｢道
路
環
境
訴
訟
｣
と
は
、
道
路
を
自
動
車
が

走
行
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
、
振

動
、
排
気
ガ
ス
等
に
よ
っ
て
健
康
被
害
･
精
神

的
被
害
等
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
て
い

る
訴
訟
で
、
原
告
は
道
路
管
理
者
に
対
し
て
排

気
ガ
ス
等
の
排
出
の
差
止
め
お
よ
び
損
害
賠
償

道
路
環
境
訴
訟
と
し
て
は
、
一
定
量
を
越
え
る

騒
音
、
振
動
、
N
窃

(二
酸
化
窒
素
)
の
発
生

ま
た
は
排
出
の
差
止
め
お
よ
び
損
害
賠
償
を
求

め
て
沿
線
住
民
が
提
訴
し
た
｢
一般
国
道
四
三

号
訴
訟
｣、
一
定
量
を
越
え
る
N
窃
お
よ
び
S
P

M

(浮
遊
粒
子
状
物
質
)
の
排
出
の
差
止
め
お

よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
沿
線
に
居
住
ま
た
は

勤
務
す
る
公
害
病
認
定
患
者

(ま
た
は
そ
の
遺

族
)
が
提
訴
し
た

｢西
淀
川
訴
訟
｣、
｢川
崎
訴

訟
｣、
｢尼
崎
訴
訟
｣、
｢名
古
屋
南
部
訴
訟
｣
が

あ
る
。
(表
5
)

こ
れ
ら
、
い
わ
ゆ
る

｢道
路
環
境
訴
訟
｣
は
、

そ
の
損
害
賠
償
要
求
額
が
多
大
な
も
の
で
あ
る

こ
と

(全
訴
訟
の
損
害
賠
償
要
求
額
の
総
額
は

約
四
二
六
億
円
)
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
判
決

如
何
に
よ
っ
て
は
道
路
行
政
に
及
ぼ
す
影
響
が

極
め
て
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
裁
判
は
疫

学
、
臨
床
、
気
象
･
拡
散
等
多
分
野
の
知
見
を

総
合
的
に
分
析
、
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
審
理
は
長
期
間
に
わ
た
る
こ
と

(ち
な
み

に
、
西
淀
川
訴
訟

(第
一
次
訴
訟
)
の
一
審
判

決
は
提
訴
以
来
一
三
年
間
を
要
し
た
)
が
特
徴

で
あ
る
。

一
般
国
道
四
三
号
訴
訟
は
大
阪
高
等
裁
判
所

に
係
属
中
で
あ
り
、
西
淀
川
訴
訟

(第
一
次
訴

表 4 係争中の道路関係訴訟の件数 平成 2 年 3月31日現在

は
管 理 瑕 疵 関 係

土
地
関
係

そ

の

他

合

計

穴

ぼ

こ

段

差

蓋
不
全

ス
リ
ッ
プ

道
路
崩
壊

落

石

物路
上
障
害

工
事
不
全

不
備

安
全
施
設

脱

橋

そ

の
他

計

建 設 省 T･上 T-4 n〉 nY nV Û Û 9“ リム nY ワr 腿 12 ワー 鉈

公団 ･ 公社 nv n) nY 4熨 nY nY Û ?目 QU n〉 リム n 芻 12 51

都道府 県 T･上 リム ?“ =̂〉 1ふ nY 14 にU nb 1ユ に･〉 お 51 QV 範

指定市 hD "̂〕 =̂〉 14 nv 〔U 14 14 14 =̂〉 ?ム QJ % にU 40

市町村 リム T･上 n乙 nY QJ nv nv リム 第 nv QJ 26 57 m 那

合 計 ワー 4T “仕 にU 4て n〉 ?“ 12 " T･上 19 琉 麗 備 302

※ 土地関係は土地の所有権、境界等に関する訴訟である。

道路管理に係る損害賠償と争訟の状況
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表 5 係争中の主な道路環境訴訟 平成 3 年 5月 1 日現在

番

号
事 件 名 雙愛壜訴罷日 8 癩求の趣冨 8 聾状況肇

臀｣ 一般国道43号 ･阪
神高速道路騒音 ･
排出ガス規制等譜
求事件 8藍轆謹も■(控訴審)

① S 61. 7 . 25 被告
S 61, 7 , 30 原告

雛磐讓纖を“■

①ア 騒音、 N 0 2 の環境基準を超え
る自動車走行の差止め

イ 損害賠償請求
･過去分 1人一律 200万円

(総額約 3 億円)
･将来分 環境基準達成まで 1八

月 3 万円
② 騒音 ･大気汚染による健康被害、

精神的影響、 睡眠妨害、 日常生活 ･
営業上の妨害

①兵庫県尼崎市東本町~ 神戸市
東灘区岩屋南町
②延長 約20km

車線 8 車線

2
の
①

大阪西淀川有害物
質排出規制等請求
事件(第 1 次訴訟) 8巍議題織,

(鱗姜桝
① H 3 , 4 , 1 被告企業

H 3 . 4 . 11 原告

雛癩纖燈““■“か企業10社

①ア N 0 2、 S 0 2、 S P M の環境基
準 (N 0 2は旧基準)を超える排出
禁止

イ 損害賠償請求 糸総額38億円余
② 大気汚染による健康被害

騎陷薄淀川区
. 車線

国道43号
8車線ないしlo車線

阪神高速大阪池田線 4 車線
阪神高速大阪西宮線

4 車線ないし6 車線

2
の
②

大阪西淀川有害物
質排出規制等請求
事件 (第 2 次、 第
3 次訴訟)

① S 59 , 7 , 7 2 次
S 60. 5 . 15 3 次
2 次と 3 次は併合審理中

8 獲瓣護嚢碧
2 次 468名
3 次 143名

④ 国、 阪神高速道路公団ほ
か企業10社

①ア N 0 2、 S 0 2、 S P M の環境基
準 (N 0 2 は旧基準) を超える排
出禁止

イ 損害賠償請求 :総額 106億円余
② 大気汚染による健康被害

1大阪市西淀川区
2 国道 2 号 4 車線
国道43号

8 車線ないしlo車線
阪神高速大阪池田線 4 車線
阪神高速大阪西宮線

4 車線ないし6 車線

3 川崎大気汚染物質
排出禁止等請求事
件

① S 57, 3 . 18 1 次
S 58 . 9 . 17 2 次
S 60 . 3 , 9 3 次
S 63 . 12 , 24 4 次
1 ~ 3 次は併合審理中

8 難競難歎川崎支部
1 次 119名
2 次 114名
3 次 107名
4 次 100名
合計 440名

④ 国、 首都高速道路公団ほ
か企業13社

①ア N 0 2、 S 0 2、 S P M の環境基
準 (N 0 2 は旧基準) を超える排
出禁止

イ 損害賠償請求 :総額93億円余
② 大気汚染による健康被害

雛堕薄 陣線
国道15号 6 車線
首都高速横羽線 4 車線

国道 132号 4 車線
国道 409号 4 車線

なお、 国道 132号、 409号
の道路管理者は川崎市長

4 尼崎有害物質排出
規制等請求事件 礬 讓護鱗鷁'か企業 9 社

①ア N 0 2、 S 0 2、 S P M の環境基
準 (N 0 2 は旧基準) を超える排
出禁止

が大鸚轢露謙腿1億円余
雛薹蓼 , 車線

阪神高速大阪西宮線
6 車線

5 名古屋南部大気汚
染公害差止等請求
事件

① H 元. 3 , 31 1 次
H 2 . 10. 8 2 次

8負審霧朧難所
1 次 142名
2 次 100名

④ 国、企業l1社

①ア N 0 2、 S 0 2、 S P M の環境基
準 (N 0 2 は旧基準) を超える排
出禁止

イ 損害賠償請求 :総額69億円余
② 大気汚染による健康被害

雛 蓼 薄部、東海市
10車線

国道 23号 6 車線
国道 154号 6 車線
国道 247号 6 車線

なお、 国道 154号の道路管
理者は名古屋市長、 国道 247
号の道路管理者は名古屋市長
(市内)、愛知県知事



訟
)
は
本
年
三
月
二
九
日
大
阪
地
方
裁
判
所
で

判
決
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
が
、
大
阪
高
等
裁
判

所
に
控
訴
さ
れ
た
。
(
一
審
判
決
の
内
容
等
は
、

本
誌
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
)。
西
淀
川
訴
訟

(第

二
、
三
次
訴
訟
)、
川
崎
訴
訟
、
尼
崎
訴
訟
、
名

古
屋
南
部
訴
訟
は
各
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で

あ
る
。

三

公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調

停
…事
件

道
路
環
境
訴
訟
と
は
別
に
道
路
に
係
る
環
境
争
訟

と
し
て
公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調
停
事
件

が
あ
る
。

公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調
停
事
件
と
は

大
気
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
等
の
公
害
に

係
る
被
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
紛
争
そ

の
他
の
民
事
上
の
紛
争
で
あ
る

(本
制
度
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
本
誌
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
)。

平
成
三
年
五
月
一
日
現
在
、
道
路
に
係
る
公
害
調

停
事
件
と
し
て
審
理
中
の
も
の
は
一
一
件
あ
り
、
大
気

汚
染
、
騒
音
、
振
動
等
に
よ
っ
て
健
康
等
に
被
害
が

生
じ
る
と
し
て
道
路
建
設
の
差
止
め
を
求
め
て
い
る

も
の
が
九
件
、
道
路
の
騒
音
に
対
し
て
防
音
壁
の
設

置
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も
の
が
一
件
、
道

路
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
よ
っ
て
、
地
盤
沈
下
の
被
害

が
あ
っ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も
の
が

お
わ
り
に

以
上
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害

賠
償
の
概
況
、
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
お
よ
び
公

害
調
停
事
件
の
概
要
を
紹
介
し
た
。

近
年
、
地
域
住
民
の
権
利
意
識
の
昂
揚
、
生
活
環

境
の
保
全
に
対
す
る
要
請
を
背
景
に
し
て
道
路
管
理

お
よ
び
道
路
環
境
等
に
関
す
る
争
訟
が
増
加
し
、
そ

の
内
容
も
複
雑
化
し
て
き
て
い
る
。
道
路
管
理
者
は

道
路
の
管
理
瑕
疵
に
起
因
す
る
事
故
を
な
く
す
た
め

道
路
管
理
水
準
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
不
幸
に
し
て
道

路
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の

賠
償
面
で
の
適
切
な
処
理
も
重
要
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に

は
そ
の
状
況
等
を
的
確
に
把
握
し
、
損
害
賠
償
の
要

否
を
適
切
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
道
路
賠
償
責

任
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
道
路
管
理

者
が
安
易
な
対
応
に
流
れ
る
と
道
路
行
政
へ
の
信
頼

を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

一
件
で
あ
る
o

公
害
調
停
制
度
は
、
訴
訟
と
比
べ
て
調
停
を
進
め

る
た
め
の
手
続
き
が
簡
単
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
立

証
等
も
柔
軟
に
対
処
で
き
る
う
え
迅
速
な
審
理
が
期

待
で
き
る
こ
と
、
訴
訟
提
起
の
よ
う
な
精
神
的
抵
抗

が
少
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
、
公
害
調
停
の
申

請
件
数
は
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

道路管理に係る損害賠償と争訟の状況



鬮
鬮
鬮
榊

特
集
/
道
路
に
関
す
る
争
訟

臓
麗
鬮
麗
剛
鬮
鬮
鬮
圓
臓
鬮
鬘
麗
鬮
鬮
鬮釀
鬮
鬮
圓
鬮

一
は
じ
め
に

工
場
･
事
業
所
の
排
煙
と
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
と

を

｢都
市
に
お
け
る
複
合
大
気
汚
染
｣
の
主
原
因
と

し
、
そ
の
責
任
を
裁
判
史
上
は
じ
め
て
問
う
訴
訟
と

し
て
注
目
さ
れ
た
大
阪
西
淀
川
有
害
物
質
排
出
規
制

等
請
求
事
件

(以
下

｢本
件
訴
訟
｣
と
い
う
)
の
判

決
言
渡
し
が
、
去
る
三
月
二
九
日
大
阪
地
方
裁
判
所

に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

判
決
は
、
被
告
企
業
一
〇
社
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
の
一
部
を
認
容
し
た
が
、
国
、
阪
神
高
速
道
路

公
団
へ
の
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
、
ま
た
差
止
め

請
求
に
つ
い
て
は
却
下
し
た
。

以
下
に
、
本
件
訴
訟
の
概
要
、
争
点
、
判
決
の
要

旨
等
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
道
路
に
関
す
る
部
分
を

中
心
に
紹
介
す
る
。

な
お
、
本
件
訴
訟
の
提
起
以
後
さ
ら
に
二
次
･
三

次
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
判
決
は
一

次
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

本
件
訴
訟
の
概
要

ー

本
件
訴
訟
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の
後
の
経
過

工
場
、
事
業
所
お
よ
び
走
行
車
両
か
ら
排
出
さ
れ

る
多
量
の
有
害
物
質
に
よ
り
、
大
阪
市
西
淀
川
区
の

住
民
が
著
し
い
健
康
被
害
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、

昭
和
四
七
年
九
月
に

｢西
淀
川
公
害
患
者
と
家
族
の

会
｣
が
結
成
さ
れ
、
以
後
同
会
に
よ
っ
て
大
気
汚
染

の
改
善
、
被
害
者
の
救
済
、
環
境
基
準
の
改
正
等
に

関
し
、
各
種
の
住
民
運
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
昭
和
五
三
年
四
月
二
〇
日

に
本
件
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
大
阪
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
が
進

め
ら
れ
、
一
〇
〇
回
に
わ
た
る
口
頭
弁
論
と
一
回
の

現
場
検
証
を
経
て
平
成
三
年
四
月
一
八
日
に
結
審
し

た
も
の
で
あ
る
。

2

当
事
者

ゆ

原
告

大
阪
市
西
淀
川
区
に
居
住
す
る
、
公
害
健
康
被
害

補
償
法

(以
下

｢公
健
法
｣
と
い
う
)
に
基
づ
く
指

定
疾
病
の
認
定
を
受
け
た
患
者
ま
た
は
そ
の
遺
族
一

一
七
名

②

被
告

国
、阪
神
高
速
道
路
公
団
お
よ
び
企
業
一
〇
社
大
口

同
製
鐵
㈱
、
古
河
機
械
金
属
㈱
、
中
山
鋼
業
㈱
、
関

西
淀
川
大
気
汚
染
訴
訟
(第
鴬次
)判
決
の
概
瓣

建
設
省
近
畿
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課



西
電
力
㈱
、
旭
硝
子
㈱
、
日
本
硝
子
㈱
、
関
西
熱
化

0
万
円
を
支
払
え
。

学
㈱
、
住
友
金
属
工
業
㈱
、
㈱
神
戸
製
鋼
所
、
大
阪

(な
お
、原
告
ら

瓦
斯
㈱
)

拡
張
の
申
立
て
を
-

3

請
求
の
趣
旨

の

差
止
め
請
求

被
告
ら
は
、
原
告
ら
の
居
住
地

(西
淀
川
区
)
に

お
い
て
表
ー
の
数
値
を
超
え
る
汚
染
と
な
る
排
出
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

②

損
害
賠
償
請
求

被
告
ら
は
、
原
告
に
対
し
総
額
二
〇
億
三
、
四
〇

表

被 告 物 質 数 値

稿炉
鎌

醗蹴費
二 酸 化 窒 素 1 時間値の 1 日平均値 0

.
02ppm

浮遊粒子状物質 が唯…直
巴湖

が
評
杉

1

20
働
働

間
間

時
時

①
②

企業10社 二 酸 化 硫 黄 叩饅値鞠
鞠

旧
"

の値

値
間
間

時
時

①
②

(注) 二酸化窒素について規制を求めている数値は、 昭和48年環境庁告

示の環境基準 (旧基準) と同数値。

(な
お
、原
告
ら
は
平
成
元
年
六
月
に
請
求
の
趣
旨

拡
張
の
申
立
て
を
行
い
、
請
求
総
額
を
三
八
億
｢

六
〇
〇
万
円
に
拡
張
し
た
。)

4

請
求
の
理
由

原
告
ら
は
、
工
場
、
事
業
所
等
の
操
業
に
よ
る
有

害
物
質
の
排
出
お
よ
び
本
件
各
道
路
を
走
行
す
る
自

動
車
の
排
出
ガ
ス
に
よ
り
、
健
康
被
害
等
の
種
々
の

被
害
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
被
告
ら
の
共
同
不

法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
原
告
ら
は
差
止
め
と
損
害
賠
償
を
請
求

す
る
権
利
を
有
す
る
。

三

被
告
ら
の
工
場
･
事
業
所
お
よ
び
道

路
の
概
要

1

工
場
･
事
業
所

被
告
企
業
の
工
場
･
事
業
所
は
、
西
淀
川
区
お
よ

び
そ
の
隣
接
地
域

(大
阪
府
堺
市
か
ら
兵
庫
県
尼
崎

市
ま
で
の
、
阪
神
工
業
地
帯
全
域
)
に
広
く
存
在
し
、

そ
の
対
象
は
発
電
所
、
工
場
等
計
一
九
ヶ
所
で
、
所

在
地
等
に
つ
い
て
は
表
2
お
よ
び
図
1
の
と
お
り
で

あ
る
。

2

道
路

本
件
訴
訟
の
対
象
道
路
は
、
建
設
大
臣
の
管
理
す

る
一
般
国
道
二
号
、
同
四
三
号
、
お
よ
び
阪
神
高
速

道
路
公
団
の
管
理
す
る
阪
神
高
速
道
路
大
阪
池
田
線
、

同
大
阪
西
宮
線
で
あ
る
。

一
般
国
道
二
号
は
、
起
点
大
阪
市
北
区
、
終
点
北

九
州
市
門
司
区
、
延
長
約
六
四
七
蝿
で
、
こ
の
う
ち

本
件
訴
訟
の
対
象
は
、
西
淀
川
区
内
の
約
二
･
四
如

の
区
間

(上
下
四
車
線
、
総
幅
員
二
八
m
)
で
あ
る
。

ま
た
、
一
般
国
道
四
三
号
は
起
点
大
阪
市
西
成
区
、

終
点
神
戸
市
灘
区
、
延
長
約
二
九
･
九
虹
で
、
本
件

訴
訟
の
対
象
は
、
西
淀
川
区
内
の
約
二
･
六
蹴
の
区

間

(上
下
八
-
-
○
車
線
･
総
幅
員
五
0
m

(
一
部

高
架
構
造
))
で
あ
る
。

阪
神
高
速
道
路
大
阪
池
田
線
は
起
点
大
阪
市
西
成

区
、
終
点
池
田
市
、
延
長
約
二
五
･
四
虹
で
、
本
件

訴
訟
の
対
象
は
、
西
淀
川
区
内
の
約
二
･
四
畑
の
区

間

(上
下
四
車
線
･
幅
員
約
二
0
m
高
架
道
路
)
で

あ
る
。
同
大
阪
西
宮
線
は
、
起
点
大
阪
市
西
区
、
終

点
西
宮
市
、
延
長
約
一
四
･
三
m
で
、
西
淀
川
区
内

の
約
三
･
六
如
の
区
間

(上
下
四
ー
六
車
線
、
幅
員

約
二
〇
ー
二
五
m
高
架
道
路
)
が
本
件
訴
訟
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
西
淀
川
区
に
お
け
る
本
件
各
道
路
の
位
置

は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

四

主
要
な
争
点

本
件
訴
訟
の
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
の
原
･
被
告

西淀川大気汚染訴訟(第一次)判決の概要



尼
崎
市

　　表

会 社 名

合同製鐵㈱ 区淀西
同

阪
鰤

伏
嘱

所
所

造

造隠
孃

猷
鋭

古河機械金属㈱ ③大阪工場 (大阪市西淀川区)

中山鋼業㈱ ④大阪製造所 (大阪市西淀川区)

関西電力㈱ )

枢
滋

市
)

此

之

崎
市
市
住

尼

崎

阪

市

)
)

(
尼
大
阪
市
市

醗
飜
飜
伏
堺
堺

発
電
電
所
所
所

三
発

発

電

電

電

第

東

出

発

発

発

崎

崎

日

阪

宝

港

鏡
餅
鏡
鉄
飯
餅

旭硝子㈱

鰤
)
纈

市

子
崎
硝

偏
肛

鰯
鰯雛

日本硝子㈱ ⑫尼崎工場 (尼崎市)

関西熱化学㈱ ⑭尼崎工場 (尼崎市)

住友金属工業㈱ 前
枢

崎

此翳鮨
飜

管
鋼

鋼

製
⑮
⑯

㈱神戸製鋼所 ⑰尼崎製鉄所 (尼崎市)

大阪瓦斯㈱ 区

区
花

花
此
此

崎
聯

欽
伏

鰯
鰯

島
港鏑

銚

%
@

原
告
ら
は
人
格
権
、
環
境
権
を
差
止
め
を
求
め
る

根
拠
と
し
て
主
張
し
、
被
告
ら
は
人
格
権
、
環
境
権

は
根
拠
と
な
る
実
定
法
規
が
存
在
せ
ず
、
具
体
的
な

私
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る

と
と
も
に
、
差
止
め
請
求
は
、
本
来
、
一
定
の
行
為

に
よ
り
一
定
の
結
果
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

裁
判
所
が
代
替
執
行
を
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
原
告
ら
の
求
め
る
請
求
は
そ
の
結
果
を

実
現
す
る
た
め
道
路
管
理
者
た
る
被
告
が
ど
の
よ
う

な
行
為
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

不
適
法
で
あ
る
旨
主
張
し
た
。

2

損
害
賠
償
請
求
額

原
告
ら
は
、
救
済
制
度
に
よ
る
受
給
分
を
除
い
た

損
害
に
つ
い
て
請
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
額
は

被
っ
た
損
害
の
内
金
で
あ
る
と
主
張
し
、
被
告
ら
は
、

原
告
ら
の
主
張
す
る
損
害
は
公
健
法
に
基
づ
く
補
償

給
付
に
よ
り
補
填
済
で
あ
る
こ
と
、
仮
に
、
救
済
制

度
に
よ
っ
て
す
で
に
補
填
さ
れ
た
も
の
以
外
の
損
害

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
告
側
で
個
別
に
立
証
を
要
す

る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

3

因
果
関
係
の
有
無

原
告
ら
は
、
被
告
ら
の
道
路
は
相
被
告
企
業
の
工

場
と
と
も
に
西
淀
川
区
の
主
要
な
汚
染
源
で
あ
り
、

そ
の
位
置
関
係
等
か
ら
排
煙
の
原
告
ら
居
住
地
へ
の

到
達
は
明
白
で
あ
る
こ
と
、
大
気
汚
染
と
健
康
影
響

に
関
す
る
疫
学
調
査
の
結
果
お
よ
び
公
健
法
の
指
定

疾
病
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
大
気
汚
染
と
原
告
ら
の
罹
患
し
て
い
る
呼
吸

器
疾
患
と
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
主

　
　

道
道

1

国
国

図
⑦
⑫
⑱阪神高速大阪池田線
@阪神高速大阪西宮線

(本
項
に
お
い
て
は
、
被
告
国
･同
阪
神
高
速
道
路
公

団
を
い
う
こ
と
と
す
る
)
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。差

止
め
請
求
の
適
法
性



張
し
た
。

被
告
ら
は
以
下
の
各
事
実
か
ら
、
本
件
地
域
の
濃

度
程
度
の
窒
素
酸
化
物
が
、
人
の
健
康
に
影
響
を
与

え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
た
。

①

被
告
ら
の
工
場
や
本
件
各
道
路
以
外
に
も
大
気

汚
染
物
質
の
排
出
源
は
無
数
に
存
在
す
る
。

②

本
件
各
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
の
排
出
ガ
ス

の
原
告
個
々
へ
の
到
達
と
そ
の
程
度
は
全
く
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
濃
度
は
、
道
路
か
ら

近
距
離
離
れ
る
だ
け
で
大
幅
に
減
衰
し
大
部
分
の

原
告
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。

③

疫
学
的
手
法
に
よ
っ
て
は
、
大
気
汚
染
物
質
と

原
告
個
々
の
疾
病
の
法
的
因
果
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

④

公
健
法
に
基
づ
く
救
済
制
度
は
行
政
的
割
り
切

り
で
あ
り
、
公
健
法
の
認
定
が
あ
る
こ
と
を
も
っ

て
窒
素
酸
化
物
と
八
の
健
康
と
の
因
果
関
係
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

特
に
、
公
健
法
の
指
定
疾
病
は
非
特
異
性
疾
患

で
あ
り
、
大
気
汚
染
以
外
の
多
く
の
原
因
に
よ
り

発
症
、
増
悪
す
る
も
の
で
あ
る
。

4

道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
の
有
無

原
告
ら
は
、
被
告
ら
が
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
を

大
量
の
自
動
車
交
通
の
用
に
供
し
て
、
自
動
車
か
ら

大
量
の
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
さ
せ
、
被
告
企
業
ら

の
排
出
す
る
大
気
汚
染
物
質
と
共
に
、
原
告
ら
の
居

住
す
る
西
淀
川
区
に
深
刻
な
大
気
汚
染
を
も
た
ら
し
、

原
告
ら
に
多
大
の
被
害
を
与
え
な
が
ら
、
被
害
を
防

止
す
る
た
め
の
有
効
、
適
切
な
措
置
を
と
ら
ず
管
理

し
続
け
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
道
路
の
設
置
や
管
理

は
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
道
路
の
設
置
･

管
理
の
瑕
疵
に
あ
た
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
被
告
ら
は
国
家
賠
償
法
二
条
一
項

の
瑕
疵
の
有
無
は
、
営
造
物
の
設
置
管
理
者
に
お
け

る
事
故
回
避
措
置
の
要
否
並
び
に
そ
れ
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
具
体
的
措
置
の
適
否

に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
本
件
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
対
策
と
し
て

最
も
重
要
な
発
生
源
対
策
や
交
通
規
制
措
置
を
採
る

の
に
必
要
な
権
限
を
道
路
管
理
者
は
全
く
有
し
て
お

ら
ず
、
道
路
管
理
者
の
有
す
る
権
限
の
範
囲
内
で
行

い
得
る
対
策

(交
通
量
を
分
散
さ
せ
る
た
め
の
道
路

網
の
整
備
、
交
差
点
の
立
体
化
あ
る
い
は
高
架
構
造

の
採
用
、
植
樹
帯
や
環
境
施
設
帯
の
設
置
等
の
道
路

構
造
の
改
善
、
沿
道
法
に
よ
る
沿
道
対
策
)
に
は
、

沿
道
の
土
地
利
用
の
自
由
、
都
市
部
に
お
け
る
用
地

取
得
の
困
難
性
等
の
社
会
的
制
約
、
技
術
的
制
約
、

財
政
的
制
約
等
種
々
の
制
約
を
前
提
と
す
れ
ば
、
本

件
道
路
に
つ
い
て
道
路
管
理
者
が
と
っ
て
き
た
対
策

は
可
能
な
限
り
の
最
大
限
の
対
策
で
あ
る
こ
と

(道

路
の
地
下
化
、
シ
ェ
ル
タ
ー
化
、
供
用
の
廃
止
、
幅

員
の
削
減
も
抽
象
的
に
は
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
各

道
路
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
非
現
実
的
で
あ
り
、
事

故
回
避
措
置
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
か

ら
設
置
管
理
に
瑕
疵
は
な
い
と
主
張
し
た
。

な
お
、
大
阪
空
港
最
高
裁
判
決
が
、
国
家
賠
償
法

二
条
一
項
の
瑕
疵
認
定
の
要
件
と
し
て
判
旨
し
た
供

用
関
連
瑕
疵

(同
法
に
い
う
瑕
疵
は
、
物
的
施
設
自

体
に
存
す
る
物
理
的
、
外
形
的
な
欠
陥
な
い
し
不
備

の
み
な
ら
ず
-ー
ー
こ
れ
を
通
常

｢物
的
性
状
瑕
疵
｣

と
い
う
-ー
ー
･
｢そ
の
営
造
物
が
供
用
目
的
に
沿
っ
て

利
用
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
危
害
を
生
じ

せ
し
め
る
場
合
で
、
そ
の
危
害
は
、
営
造
物
の
利
用

者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
利
用
者
以
外
の
第
三
者
に

対
す
る
も
の
も
含
む
｣
と
す
る
考
え
方
)
に
該
当
す

る
か
否
か
は
、
①
営
造
物
の
利
用
が
一
定
限
度
を
超

え
、
他
人
に
危
害
を
生
じ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、

②
そ
の
危
険
に
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
適
切
な
制
限
を
加
え
な
い
ま
ま
危
害
を
生
ぜ

し
め
た
こ
と
、
③
そ
の
危
害
の
発
生
が
設
置
管
理
者

の
予
測
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
ほ
か
、
違

法
性
の
存
否
に
よ
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
自
動
車
排

出
ガ
ス
と
人
の
健
康
影
響
と
の
因
果
関
係
は
明
ら
か

で
な
い
こ
と
か
ら
、
②
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
対
策
に
つ
き
道
路
管
理

者
の
権
限
に
は
限
界
が
あ
り
、
か
つ
、
道
路
管
理
者

西淀川大気汚染訴訟(第一次)判決の概要



は
権
限
の
限
度
に
お
い
て
可
能
な
対
策
を
尽
く
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
に
は
該
当
し
な
い
旨
を
主
張

し
た
。
ま
た
、
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
①
本
件
の
よ

う
な
大
気
の
汚
染
源
は
一
般
家
庭
ま
で
含
め
て
無
数

に
あ
る
こ
と
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
は
距
離
減
衰
が
顕

著
で
あ
り
、
原
告
ら
の
居
住
す
る
地
域
に
多
数
存
ず

る
道
路
の
う
ち
本
件
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
の
み

か
ら
排
出
さ
れ
る
量
は
、
そ
れ
の
み
で
は
問
題
と
さ

れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
か
ら
、
侵
害
行
為
の
態
様

と
し
て
は
軽
微
で
あ
る
こ
と
、
②
本
件
道
路
は
各
々

重
要
な
幹
線
道
路
で
あ
り
、
高
い
公
共
性
を
有
す
る

こ
と
、
③
自
動
車
排
出
ガ
ス
対
策
の
根
本
的
実
施
は
、

国
民
の
合
意
な
く
て
は
到
底
実
現
が
困
難
な
ほ
ど
の

も
の
で
あ
り
、
中
で
も
道
路
管
理
者
の
探
り
得
る
対

策
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
④
道
路
管
理
者
と
し
て

は
与
え
ら
れ
た
権
限
の
範
囲
で
採
り
得
る
対
策
は
尽

く
し
て
い
る
こ
と
、
か
ら
、
違
法
性
は
な
い
と
主
張

し
た
。

5

共
同
不
法
行
為
の
成
立
の
有
無

原
告
ら
は
被
告
ら

(企
業
を
含
む
)
の
排
出
す
る

汚
悪
煙
が
一
体
と
な
っ
て
原
告
ら
の
生
命
･
身
体
に

被
害
を
与
え
て
い
る
と
し
、
被
告
ら
の
侵
害
行
為
は

位
置
、
気
象
、
地
形
、
社
会
経
済
、
歴
史
的
経
緯
、

公
害
対
策
等
に
一
体
性
が
あ
り
、
関
連
共
同
性
が
認

め
ら
れ
、
か
つ
加
害
行
為
を
認
識
し
な
が
ら
そ
れ
を

継
続
し
て
お
り
共
同
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
と
主
張

し
た
。

被
告
は
、
道
路
が
企
業
の
活
動
と
そ
の
行
為
に
お

い
て
一
体
と
認
め
る
も
の
は
主
観
的
に
も
客
観
的
に

も
存
在
せ
ず
、
関
連
共
同
性
は
な
い
と
主
張
し
た
。

五

判
決
の
要
旨

1

判
決
骨
子

①

被
告
企
業
一
〇
社
の
う
ち
、
日
本
硝
子
株
式

会
社
を
除
く
各
社
は
、
連
帯
し
て
認
容
原
告
ら

に
対
し
、
一
名
に
つ
き
約
四
万
円

(最
低
)
な

い
し
約
二
、
四
〇
〇
万
円

(最
高
)
を
支
払
え
。

②

被
告
更
生
会
社
日
本
硝
子
株
式
会
社
に
対
す

る
一
般
更
生
債
権
が
、
一
名
に
つ
き
約
八
、
九

〇
〇
円

(最
低
)
な
い
し
約
一
、
0
0
0
万
円

(最
高
)
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
。

③

本
件
請
求
の
う
ち
、
原
告
ら
の
被
告
国
、
同

阪
神
高
速
道
路
公
団
に
対
す
る
金
銭
支
払
い
請

求
を
棄
却
す
る
。

④

原
告
ら
の
差
止
め
請
求
を
却
下
す
る
。

⑤

こ
の
判
決
の
損
害
賠
償
に
か
か
る
部
分

(右

記
①
)
は
、
仮
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
日
本
硝
子
株
式
会
社
は
会
社
更
生
法
が
適

用
さ
れ
て
お
り
、
同
法
に
よ
り
債
務
弁
済

が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

2

争
点
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断

=

差
止
め
請
求

訴
訟
上
の
請
求
は
強
制
執
行
に
ま
で
至
る
も
の
で

あ
り
、
一
義
的
に
特
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
原

告
ら
の
請
求
は
、
被
告
ら
の
履
行
す
べ
き
義
務
の
内

容
を
特
定
し
て
い
な
い
た
め
不
適
法
で
あ
る
。

②

損
害
賠
償
請
求

公
健
法
等
に
よ
る
給
付
の
う
ち
、
補
償
一
時
金
、

障
害
補
償
費
、
児
童
補
償
手
当
、
遺
族
補
償
費
等
は
、

損
害
を
補
填
す
る
も
の
に
当
た
る
の
で
、
損
益
相
殺

す
べ
き
で
あ
る
。

原
告
ら
の
請
求
額
は
一
部
請
求
と
は
い
え
ず
、
認

容
額
の
上
限
を
画
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

但
し
、
包
括
請
求
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
し
、

一
律
請
求
も
違
法
な
も
の
で
は
な
い
。

③

因
果
関
係

西
淀
川
区
は
我
が
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
気

汚
染
地
域
で
あ
る
。

大
気
汚
染
と
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
の
発
症
等
と
の

因
果
関
係
を
判
断
す
る
の
は
医
学
的
、
公
衆
衛
生
学

的
専
門
分
野
の
問
題
で
あ
り
、
事
実
的
因
果
関
係
に

つ
い
て
は
専
門
家
の
研
究
、
見
解
に
依
拠
し
相
当
因

果
関
係
の
有
無
を
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

二
酸
化
窒
素
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
気
中
に
お
け

る
単
独
あ
る
い
は
他
の
物
質
と
の
混
合
の
い
ず
れ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
本
件
疾
病
と
の
関
係
で
専
門
家



の
評
価
は
未
だ
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
本
件
疾
病
と
の

相
当
因
果
関
係
を
認
め
る
に
は
至
ら
な
い
。

疫
学
調
査
に
お
い
て
は
、
持
続
性
せ
き
･
た
ん
有

症
率
と
二
酸
化
硫
黄
お
よ
び
大
気
中
粒
子
状
物
質
と

の
間
に
強
い
関
連
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
前
半
の
、
西
淀
川

区
に
お
け
る
慢
性
気
管
支
炎
、
気
管
支
喘
息
、
肺
気

腫
の
三
疾
病
の
原
因
は
高
濃
度
の
二
酸
化
硫
黄
、
浮

遊
粉
じ
ん
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
余
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
大
気
汚
染
と
の
因

果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

環
境
基
準
は
健
康
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

予
防
的
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

環
境
基
準
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
大

気
汚
染
と
本
件
疾
病
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ

る
と
は
い
え
な
い
。

公
健
法
に
基
づ
く
認
定
は
、
行
政
上
の
救
済
を
計

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
認
定
患
者
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
原
告
ら
が
認
定
疾
病
に

罹
患
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

拗

違
法
性

二
酸
化
窒
素
と
健
康
被
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が

認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
被
告
国
･
同
阪
神
高
速
道
路

公
団
の
責
任
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
い
。

被
告
企
業
は
昭
和
三
二
年
頃
に
は
、
硫
黄
酸
化
物

に
よ
る
健
康
被
害
の
認
識
が
可
能
で
あ
り
、
原
告
ら

の
健
康
に
被
害
を
及
ぼ
す
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
操
業
継
続
上
の
過
失
が
あ
る
。

⑤

不
法
行
為

民
法
七
一
九
条
一
項
前
段
の
共
同
不
法
行
為
が
成

立
す
る
た
め
に
は
、
各
行
為
の
関
連
共
同
性
が
あ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、客
観
的
関
連
共
同
性
で
足
り
る
。

一
部
の
被
告
企
業
間
に
は
資
本
的
･
人
的
･
組
織

的
な
要
素
か
ら
民
法
七
一
九
条
一
項
前
段
に
定
め
る

共
同
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。

大
気
汚
染
防
止
法
の
制
定
か
ら
西
淀
川
区
大
気
汚

染
緊
急
対
策
策
定

(昭
和
四
五
年
)
に
至
る
経
過
の

中
で
、
被
告
企
業
ら
は
公
害
環
境
問
題
の
面
で
互
い

に
強
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
ま
た
は
自

覚
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
昭
和
四
五
年
以

降
に
お
い
て
は
、
環
境
問
題
で
の
関
連
性
が
あ
り
、

被
告
企
業
間
に
は
民
法
七
一
九
条
一
項
前
段
に
定
め

る
共
同
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。

西
淀
川
区
の
大
気
汚
染
は
南
西
型
汚
染
と
北
東
型

汚
染
と
に
よ
る
も
の
で
、
被
告
企
業
ら
の
工
場
･
事

業
所
の
排
煙
が
昭
和
四
〇
年
前
半
ま
で
の
南
西
型
汚

染
の
主
要
汚
染
源
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
か
ら
、
民

法
七
一
九
条
一
項
後
段
に
定
め
る
共
同
不
法
行
為
が

成
立
す
る
。

六

道
路
の
公
共
性
と
環
境
対
策

本
件
各
道
路
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
道
路
は
現

代
社
会
に
お
い
て
国
民
の
日
常
享
受
し
て
い
る
様
々

な
便
益
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国

民
の
生
活
を
支
え
る
最
も
普
遍
的
か
つ
基
本
的
な
社

会
資
本
で
あ
り
、
極
め
て
高
度
な
公
共
性
を
有
し
て

い
る
。

ま
た
、
本
件
各
道
路
に
つ
い
て
は
提
訴
以
前
か
ら

植
樹
帯
の
設
置
、
遮
音
壁
の
設
置
、
適
切
な
維
持
管

理
な
ど
、
必
要
な
環
境
保
全
対
策
を
講
じ
て
お
り
、

そ
の
後
も
環
境
施
設
帯
の
設
置
、
交
差
点
の
立
体
化
、

関
連
す
る
道
路
網
の
整
備
促
進
等
道
路
管
理
者
と
し

て
可
能
な
限
り
の
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
(な
お
、

本
件
各
道
路
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
今
日
ま
で

実
施
し
て
き
た
諸
施
策
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。)

本
件
に
お
け
る
争
点
は
四
に
述
べ
た
と
お
り
多
岐

に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
特
に
道
路

の
公
共
性
と
道
路
管
理
者
と
し
て
の
環
境
対
策
に
係

わ
る
主
張
に
は
重
き
を
置
い
て
主
張
し
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
判
決
は
環
境
大
気
中
の
二
酸
化
窒
素

と
原
告
ら
の
疾
病
と
の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
な
い

こ
と
に
よ
り
国
･
公
団
の
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
は

得
ら
れ
て
い
な
い
。

七

お
わ
り
に

被
告
企
業
一
〇
社
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
に
原

告
ら
七
六
名

(請
求
棄
却
原
告
を
除
く
)
を
被
控
訴
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表 3 道路環境対策の各種施策 (西淀川区内)

実施機関 項 目 内 容 数 量

国

植栽帯の設置

路面の維持補修

遮音壁の設置

交差点の立体化

･国道 2号については、 歩道幅員 5,4m のうち l m に樹木を密着した植栽

帯を設置 (昭和50年度~ 52年度)

･国道43号については、 歩道幅員 6 m のうち 2 m に樹木を密着した植栽帯

を設置 (昭和51年度)

路 面のオーバーレイ等 (昭和47年度~ 平成 2 年度末)

･高架橋、 橋梁や取り付け擁壁の区間において、高さ 2.0~ 3 ,5 m の遮音

壁を設置 (国道43号、 昭和50年度~ 平成 2 年度末) 国道 2 号はなし

･国道43号において大和田高架橋の建設 (昭和61年度 ~ 平成 2 年度)

(交通渋滞緩和のための交差点改良)

L = 2,702 m

L = 1,01o m

2 号 = 35 千ぜ

43号= 127 千ぜ

L = 3,203 m

1ヵ所

L = 1,070 m

阪

神

高

速

道

路

公

団

環境施設帯の設置

遮音壁の設置

民家防音工事助成等

高高架構造の採用

テレビ電波受信障害

対策

道路網の整備

･車道端から1o m または20m を道路用地として取得し、 緑地を設置

(西宮線 :昭和58年度~ 平成 2年度末、池田線 昭 和48年度~ 平成2年度

末)

･高欄の上に高さ 1 m または 2 m の遮音壁を設置

(西宮線 :昭和56年度~ 昭和59年度、池田線 昭 和46年度~ 昭和59年度)

･夜間騒音が65ホン以上の住宅に対し、 二重窓、 冷房器具および換気扇の

設置、 壁面の改良等の防音工事助成を実施

なお、 昭和59年度からは特別措置として60ホン以上の民家の防音工事

助成も実施中

(西宮線 昭 和51年度~ 平成2年度末、池田線 :昭和52年度 ~ 平成2年度末)

･道路の高架の高さを従来の約 8 m ないし11m から約12 m ないし15m 程度

に高くする高高架構造の採用 (西宮線)

･受信障害解消のための共同受信施設の設置等費用負担

(西宮線 :昭和51年度) (池田線 :昭和49年度)

,大阪西宮線のバイパス機能を果たす大阪湾岸線の建設

西宮線= 47 m

池田線= 471m

西宮線= 3,320 m

池田線= 1,432 m

西宮線= 125戸

池田線= 109戸

西宮線= 2,552戸

池田線= 1,226戸

控
訴
審
の
審
理
の
中
心
が
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
、

控
訴
状
の
未
送
達
の
段
階
で
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

控
訴
審
の
審
理
に
お
い
て
も
な
お
、
大
勢
の
方
々
の

御
協
力
を
お
借
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
今
後
と
も
の
御
教
示
、
御
協
力
を
節
に
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

す
る
次
第
で
あ
る
。

た 方 省 年 く
、 々 、 と 白 も最

後
に
な
っ
た
が
、
本
件
訴
訟
は
提
訴
以
来
一
三

年
と
い
う
長
年
月
の
審
理
と
な
り
、
そ
の
間
、
法
務

省
、
証
言
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
、
そ
の
他
大
勢
の

方
々
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
、
ま

た
、
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
今
回
の
判
決
も
そ
の

御
協
力
の
賜
で
あ
る
と
、
本
誌
を
か
り
て
深
く
感
謝

と 最 も
い 後 の
う に で
長 な あ

人
と
し
て
、
ま
た
原
告
ら

(
一
一
七
名
)
は
、
平
成

三
年
四
月
三

日
に
国
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
ほ
か

(原
審
被
告
と
同
じ
)を
被
控
訴
人
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
大
阪
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
控
訴
状
は
未
だ

送
達
さ
れ
て
い
な
い
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
道
路

管
理
者
の
施
策
や
考
え
方
を
裁
判
所
に
一
層
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
必
要
な
主
張
立
証
を
行
っ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
今
後
と
も
技
術
面
で
の
研

究
を
含
め
、
環
境
対
策
等
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

道イテセ 91.6 49



◎←≦≦ぬ
全
国
鴎
線
週

綱
⑭
機
能
強
化
と
寓
編
成
(その

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室
係
長

寺
二元

ぽ博
昭
屏Ir e

(以
下
は
前
月
号
の
つ
づ
き
で
あ
る
。)

1

凖
高
規
格
幹
線
道
路
の
役
割
と
位
置
付
け

六

全
国
幹
線
道
路
網
の
機
能
強
化

-
｢準
高
規
格
幹
線
道
路
(仮
称
)
の
導
入
｣-

東
京
へ
の
人
口
･
諸
機
能
の
集
中
を
是
正
し
、
国
土
の

均
衡
あ
る
発
展
を
目
指
し
た
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
を

図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
経
済
力
に
見
合
う
真
に

豊
か
な
国
民
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、
全
国
幹
線
道
路
網

の
機
能
強
化
と
そ
の
戦
略
的
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と

(｢四
つ
の
基
本
戦
略
｣)
は
、
前
月
号
で
紹
介
し
た
通

り
で
あ
る
。
今
月
号
で
は
、
前
月
号
に
引
き
続
き
上
記
の

全
国
幹
線
道
路
網
整
備
の

｢四
つ
の
基
本
戦
略
｣
の
中
核

を
な
す

｢凖
高
規
格
幹
線
道
路
(仮
称
)｣
に
つ
い
て
、
準

高
規
格
幹
線
道
路
化
す
べ
き
路
線
･
区
間
の
要
件
な
ど
、

そ
の
基
本
的
考
え
方
を
紹
介
し
よ
う
。

①

全
国
幹
線
道
路
網
の
機
能
強
化
と
戦
略
的
整
備

　

の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
般

の
国
道
と
の
中
間
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

｢準

高
規
格
幹
線
道
路
｣
を
導
入
し
、
全
国
幹
線
道
路

網
に
つ
い
て
は
、
⑦
高
規
格
幹
線
道
路
、
④
凖
高

規
格
幹
線
道
路
、
⑨
一
般
の
国
道
、
の
｢三
階
層
｣

か
ら
構
成
す
る
。

②

凖
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
と

一
体
と
な
っ
て
、
隣
接
す
る
地
方
生
活
圏
中
心
都

市
の
連
携
強
化
に
よ
る

｢連
合
都
市
圏
｣
等
を
形

成
し
、
多
極
分
散
型
国
土
を
形
成
す
る
た
め
の
戦

略
的
道
路
と
位
置
付
け
る
。

③

凖
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
所
要
の
高
速
性
･
定

時
性
を
確
保
す
る
た
め
、
交
差
点
の
立
体
化
も
し

く
は
自
動
車
専
用
道
路
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

(注
1
)

凖
高
規
格
幹
線
道
路
の
導
入
に
よ
る
全
国

幹
線
道
路
網
の
機
能
分
化
は
、
多
極
分
散
型
国
土
形

成
に
資
す
る
の
み
な
ら
ず
、
｢安
全
、
環
境
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
あ
る
い
は
渋
滞
対
策
｣
と
い
っ
た
面
で
も
効
果

的
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(注
2
)

準
高
規
格
幹
線
道
路
導
入
に
よ
っ
て
従
来

の
計
画

(第
m
次
五
箇
年
計
画
)
と
何
が
変
わ
る
の

　

か
、
サ
ー
ビ
ス
指
標
で
整
理
す
る
と
表
1
と
な
る
。
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準
高
規
格
幹
線
道
路
化
す
べ
き
区
間
･
路
線
の
選
定

の
考
え
方



表 1 サ ｣ ピス指標による従来計画との比較

第10次五計 今回の全国幹線道路網の議論

対象道路 高規格幹線道路14,00okm 高規格幹線道路十準高規格幹線道路

指 標

r 1 時間カバー率J
･高規格幹線道路完成時97 %

･現況値65 %

｢1 時間連結率J (注)

･高規格幹線道路完成時34%

(概ね 3 分の 1 )

･現況値19 %

目標値の

達成と持

たらされ

る内容

全国の市町村からインターまで

1 時間で到達可能となる。

L 時間連結率を概ね 3 分の 2にすること

により、 50万人規模の連合都市圏などの形

成 (東京からの人口 ･諸機能の受け皿) が

図れる。
→多極分散型国土の形成

指標特性
･シビルミニマムの確保

を表現できる

･都市と都市、 地域と地域のつながり (国

土構造 ･地域構造) を連合都市圏形成状況

というカタチで表現できる。

(注) ｢ 1 時間連結率J とは、 隣接する地方生活圏中心都市間ペアの内、 1 時間以内で移

動できる都市ペアの割合を言う。

〔
一
般
国
道
の
機
能
分
類
の
必
要
性
〕

凖
高
規
格
幹
線
道
路
化
す
べ
き
区
間
･
路
線
の
選
定
に

あ
た
っ
て
は
、
四
全
総
の
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想
を
受

け
た
形
で
、
高
速
道
路
の
全
体
計
画
が
従
来
の
七
、
六
0

0
虹
よ
り
、
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
も
含
め
て
高

規
格
幹
線
道
路
網
一
四
、
0
0
0
畑
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
一
般
国
道
の
役
割
や
使
わ
れ
方
も
変
化
し
て
き
て

い
る

(た
と
え
ば
高
規
格
幹
線
道
路
と
並
行
す
る
国
道
の

平
均
ト
リ
ッ
プ
長
は
短
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
)

こ
と
に
鑑
み
る
と
、
ま
ず
高
規
格
幹
線
道
路
と
の
適
切
な

機
能
分
担
の
観
点
か
ら
一
般
国
道
網
を
機
能
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
果
た
す
べ
き
機
能
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

の
設
定
や
整
備
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
た
上
で
、
準
高
規

格
幹
線
道
路
も
含
め
て
一
般
国
道
網
を
再
編
成
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔機
能
分
類
の
視
点
〕

.･ フ一こそ-弓彰 、、~~ 〆‐･･●‐

◎ ‐･･,.･･.･

okm 10 20 30 40 50扼

図 1 機能分類イメージ

凡 例

◎ 地方語髪総市 珀法悦格幹滴れj茸跳

◎ 生袷･一緒ぼら、 故国道

嶬都市域 アクセス緩行皀を
もつ区.間

o o副う巾畦“ …̂‐~
等

衞亮機能を妻繭
□□都市圏目専迫 代替機能を逡祠

=------ネットワークの充



表 2 一般国道の機能分類

し趨勢難露謹験湊聯繋あ獅癪鬱姿勢雙拷れ高鷲幹穆嬉窯礬位置やI
①高規格幹線道路の補完路線 ･区間

高規格幹線道路網の疎な方向の主要な都市間交通を担う道路で、 高規格幹線道路に準

ずる高速性、 定時性が要求される。 (交差点立体化タイプもしくは自動車専用道路)

②高規格幹線道路のアクセス路線 ･区間

重要拠点と高規格幹線道路インターチェンジを連絡する最短の道路で、 高規格幹線道
路と一体的に利用されることから高規格幹線道路と同程度の高速性、 定時性が要求さ

れる。 (自動車専用道路タイプ)
③高規格幹線道路の代替路線 ･区間

高規格幹線道路と並行し、 災害時等には代替機能を果たす道路で、 高速性より非常時
の機能確保、 高い安全性と十分な容量の確保及び情報施設、 休憩施設の充実が求めら
れる。 (多車線化、 広い歩道、 休憩施設等への配慮、 十分な容量確保)

④重要拠点を連絡し、 ネットワーク機能を高める路線 ･区間
地域における拠点間を連絡して全国幹線道路網を形成し、 地域の利便性 ･経路の選択
性を高める道路で、 確実で円滑な走行の確保が要求される。

(迫越し車線、 防災対策、 情報施設等への配慮)

≧"類
(都硼 ) (都市内)

l - - ! 遣せキ｢
補完 アクセス 代替 ネット充実 環状 路等 放射幹線道路

①中枢中核育成

②連合都市形成

③交通拠点連絡

④プロジェクト

◎- - -◎ ◎ ◎

-◎ ◎ ◎

~◎
-◎

(注) ◎は、 全てあるいは一部が準高規格幹線道路として整備されるもの。

図 2 接能分類と準高規格幹線道路との関係

条
件
二
…
多
極
分
散
型
国
土
を
目
指
し
た
全
国
幹
線
道

路
網
の
整
備
の

｢四
つ
の
基
本
戦
略
｣
に
合

致
し
て
い
る
こ
と
。
(図
2
機
能
分
類
と
凖
高

規
格
幹
線
道
路
と
の
関
係
)

条
件 b) a)
二 区 間
… 間 高 ｣

の

高
規
格
幹
線
道
路
網
を

｢補
完
す
る
路
線
･
区

条
件
一
"
高
規
格
幹
線
道
路
網
と
の
適
切
な
機
能
分
担

を
図
り
、
効
率
的
に
高
速
交
通
を
提
供
す
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
都

市
間
に
お
い
て
は

ま
た
機
能
分
類
の
視
点
と
し
て
は
、
上
記
の
高
規
格
幹

線
道
路
と
の
機
能
分
担
の
観
点
に
加
え
て
、
①
一
般
国
道

の
果
た
す
べ
き
役
割
が
、
連
絡
す
る
拠
点
の
重
要
度
、
地

域
の
土
地
利
用
状
況
お
よ
び
他
の
交
通
網
の
状
況
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
保
持
す
べ
き
機
能
や
整
備
の
あ
り

方
も
路
線
も
し
く
は
区
間
ご
と
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ

ど
、
都
市
間
と
都
市
内
と
で
は
一
般
国
道
の
受
け
持
つ
交

と
誉
区
間
主
義
｣)。
ま
た
②
一
般
国
道
は
都
市
間
に
お
い

通
の
量
と
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
都
市
間
と
都
市

て
は
高
規
格
幹
線
道
路
と
と
も
に
中
･
長
ト
リ
ッ
プ
を
分

内
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
、
が
二
つ
め
に
重
要
な
視
点

担
し
地
域
間
交
流
を
支
え
る
。
一
方
、
都
市
内
に
お
い
て

で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
道
路
審
議
会
基
本
政
策
部
会
に
は

は
一
般
国
道
は
都
市
空
間
の
枢
要
な
部
分
を
占
め
、
ま
た
、

下
記
の

｢凖
高
規
格
化
す
べ
き
路
線
･
区
間
の
要
件
｣
等

都
市
内
の
比
較
的
長
い
ト
リ
ッ
プ
も
分
担
し
都
市
の
交
通

を
提
案
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

流
動
の
機
軸
と
な
る
た
め
、
一
般
国
道
の
あ
り
方
が
都
市

の

都
市
間
の
場
合

の
機
能
と
発
展
の
方
向
を
左
右
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
な

〔
a
準
高
規
格
化
す
べ
き
路
線
･
区
間
の

牛

〔
a
準
高
規
格
化
す
べ
き
路
線
･
区
間
の
要
件
〕

拗

高
規
格
幹
線
道
路
網
へ
の

｢ア
ク
セ
ス
路
線
･

区
間
｣
(表
2

一
般
国
道
の
機
能
分
類
)

地
方
圏
の
拠
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
地
方
生

活
圏
中
心
都
市
間
の
空
間
距
離
を
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
別

つ
い
て

(注
)

｢速
度
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
設
定
の
考
え
方
｣
に



に
見
る
と
、
地
方
ご
と
に
か
な
り
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り

(前
月
号
、
図
中
)、
速
度
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
設
定
に

あ
た
っ
て
は
地
方
ご
と
の
都
市
間
距
離
を
十
分
配
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。

〔ぬ
準
高
規
格
幹
線
道
路
の
評
価
の
試
算
事
例
〕

①

｢地
方
中
枢
･中
核
都
市
か
ら
の
ハ
ブ
&
ス
ポ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
に
資
す
る
路
線
｣
の
凖
高
規

格
化
に
よ
る
拠
点
間
連
絡
の
改
善
効
果

(図
3
)

②

｢五
〇
万
人
規
模
の
連
合
都
市
圏
の
形
成
に
資
す

る
路
線
｣
の
凖
高
規
格
化
に
よ
る
整
備
効
果
(図
4
)

②

都
市
内
の
場
合

三
大
都
市
圏
と
福
岡
･
北
九
州
圏
に
つ
い
て
は
、
第
m

次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(参
考
主
要
課
題
…
｢よ
り
よ

い
都
市
の
た
め
の
道
路
づ
く
り
｣)
に
お
い
て
も
三
、
五
〇

〇
躯
を
全
体
構
想
と
す
る
大
都
市
圏
自
動
車
専
用
道
路
網

を
提
案
し
、
鋭
意
整
備
中
で
あ
る
が
、
①
東
京
圏
か
ら
の

人
口
･
諸
機
能
の
受
け
皿
づ
く
り
を
先
行
的
に
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
。
(参
照
、
前
月
号
の

｢四
つ
の
基
本
戦

略
｣)、
②
地
方
都
市
に
お
い
て
は
マ
ス
ト
ラ
が
成
立
し
に

く
く
都
市
交
通
の
大
部
分
が
自
動
車
交
通
に
依
存
し

(図

5
)
て
い
る
こ
と
、
③
地
方
都
市
に
つ
い
て
も
市
街
地
に

お
い
て
は
東
京
二
三
区
な
み
の
交
通
が
発
生
し
て
い
る
こ

と

(表
3
)、
④
地
方
中
枢
･中
核
都
市
に
お
い
て
は
、
土

地
利
用
の
高
度
化
に
よ
る
空
間
的
制
約
と
用
地
コ
ス
ト
の

増
大
が
激
し
い
こ
と
(表
4
、
図
6
)、
ま
た
、
⑤
都
市
内

環
境
の
向
上
や
交
通
安
全
の
観
点
な
ど
か
ら
、
地
方
都
市

m

…

…
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〇 姫路 “ 〇神戸 f

〈但馬地方生活圏と隣接地方生活圏)

地方生

活国名
中心･都市

中心都市の

人 口

豊岡市との

至間距離

但馬 豊岡市 ( 48千人)

東部 鳥取市 ( 137千人) 54km

播磨 姫路市 ( 453千人) 79km

丹波 神戸市 (1,411千人) 99km

北部 舞鶴市
福知山市

( 99千人)

( 66千人)

52km
38km

(準高規格道路を導入すると)
｢鳥取、 舞鶴、 福知山を 1 時間圏とすることができる。｣

　　　　　　　豊岡~舞鶴

豊岡~ 姫路 123分 → 71分

豊岡~ 神戸 127分 → 89分

図 4 連合都市圏形成の具体的事例

の 来 交 1)
自
動
車
専
用
道
路
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
現
況
の

交
通
需
要
動
線
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
都
市
の
将

来
の
発
展
動
向
を
見
据
え
て
戦
略
的
に
整
備
す
る
も

の
と
し
、
具
体
的
に
は
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
考
え
方

に
つ
い
て
も
、
都
市
圏
の
多
量
の
交
通
を
効
率
的
に
処
理

し
、
定
時
性
･
高
速
性
に
す
ぐ
れ
た
都
市
圏
自
動
車
専
用

道
路
網
等

(注
、
｢等
｣
は
連
続
的
な
立
体
交
差
が
周
辺
土

地
利
用
な
ど
か
ら
よ
り
適
切
な
場
合
が
想
定
さ
れ
る
た
め

で
あ
る
)
の
整
備
の
必
要
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
a
都
市
圏
自
動
車
専
用
道
路
等
の
整
備
の
考
え
方
〕

な
お
、
自
動
車
専
用
道
路
等
の
整
備
必
要
量
は
便

益
の
生
ず
る
中
･
長
ト
リ
ッ
プ
の
需
要
量
、
市
街
地

の
交
通
発
生
密
度
の
大
き
さ
、
都
市
内
一
般
幹
線
道

秀な旁の b) ')
生 お え っ 動
ず 、 ら 高 た 大 線 、

ぬ

主
要
な
放
射
道
路
を
連
絡
す
る
環
状
方
向
の

り

大
量
の
長
ト
リ
ッ
プ
を
分
担
す
る
国
道
に
沿

の

高
速
I
C
と
都
心
を
結
ぶ
動
線

れ 速 動
る I 線

表 3 都市規模別交通需要発生密度

発 生 密 度

面積当たり

(台/日/km2 )

夜間人口当たり

(台/ 日/ 人)

昼間人口当たり

(台/ 日/ 人)

三大都市 東京都心 3 区

周辺11区

外周 9 区

23区計

地方中枢都市 札幌市都心区

広島市都心区
地方中核都市 岐阜市市街地部

松山市市街地部

地方中心都市 酒田市市街地部

今治市市街地部

33,400

13,600

6,900

10'700

lo,300

10'000

11'700

12,400

11,800

12,500

4 ,28

0 .82

0 .51

0 ･77

2,64

1,37

3 .14

2 ,25

3 ,11

2.55

0 .55

0 ,60

0 .60

0 .59

1.27

0 .93

注) 東京都心 3 区 :千代田、 中央、 港の各区
周辺11区 :新宿、 文京、 台東、 墨田、 江東、 品川、 目黒、 渋谷、 中野、 豊島、荒川の各区
外周 9 区 :大田、 世田谷、 杉並、 北、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川の各区

札幌市都心区 :中央区 広島市都心区 :中区、 南区
その他の都市については、おおむねD I D をカバーする圏域を市街地部としてい
る。r昭和60年度道路交通センサス｣ による.

都
市
圏
自
動
車
専
用
道
路
等
は
定
時
性
･
高
速
性

に
優
れ
た
動
線
で
あ
り
、
単
に
自
動
車
交
通
の
利
便

の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
バ
ス
交
通

へ
の
活
用
、
鉄
道
、
空
港
、
港
湾
等
他
の
交
通
機
関

と
の
結
節
等
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

路
の
配
置
状
況

(細
密
度
、
車
線
数
)
並
び
に
将
来

の
地
域
開
発
計
画
等
に
十
分
配
慮
し
て
決
定
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

と へ の に 2) 必
の の 向 優 都 要
結 活 上 れ 市 配 が
節 用 に た 圏 慮 あ
等 、 寄 動 目 す る
に 鉄 与 線 動 べ o

も 道 す で 車 き
配 、 る あ 専 事
慮 空 た り 用 項
ず 港 め 、 道
る 、 だ 単 路
必 港 け に 等
要 湾 で 目 は
が 等 な 動 定
あ 他 く 車 時
る の 、 交 ′
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〔b
整
備
必
要
量
の
試
算
例
〕

D

交
通
発
生
密
度
に
応
じ
た
整
備
必
要
量
の
試
算

大
都
市
や
地
方
中
枢
･
中
核
都
市
の
市
街
地
部
の
交

通
量
は
高
密
度
で
あ
り
、
こ
れ
を
全
て
一
般
道
路
で
整

備
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
細
密
度
や
車
線
数
が
増
大

し
良
好
な
土
地
利
用
、
生
活
環
境
の
確
保
が
困
難
と
な

る
。
こ
の
た
め
交
通
発
生
密
度
毎
に
幹
線
道
路
の
幅
員
、

車
線
数
の
実
用
的
、
合
理
的
な
範
囲
に
収
ま
る
た
め
に

必
要
な
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備
量
を
試
算
し
た

(表

5
)0

結
果
の
概
要
…
発
生
密
度
が
一
○
、
○
○
○
台
/
姉
の

市
街
地
が
連
担
す
る
場
合
で
、
一
般
幹
線
道
路

(六

ー
四
車
線
と
す
る
)
の
細
密
度
が
四
如
/
孃
の
場
合

○
･
三
j
o
･
七
虹
/
姉
の
自
動
車
専
用
道
路
が
必

要
と
な
る
。

の

利
用
者
便
益
に
応
じ
た
整
備
必
要
量
の
試
算

一
定
距
離
以
上
の
ト
リ
ッ
プ
長
の
交
通
は
、
自
動
車

専
用
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
距
離
お
よ
び
通
行
料
金
を
要

し
て
も
、
走
行
速
度
の
高
い
自
動
車
専
用
道
路
の
利
用

が
効
率
的
で
あ
る
。

一
般
道
路
利
用
と
自
動
車
専
用
道
路
利
用
と
で
利
用

者
の
便
益
が
バ
ラ
ン
ス
す
る
ト
リ
ッ
プ
長

(限
界
ト
リ

ッ
プ
長
)
を
求
め
、
こ
の
ト
リ
ッ
プ
長
以
上
の
交
通
を

全
て
自
動
車
専
用
道
路
が
分
担
す
る
も
の
と
し
、
分
担

走
行
台
キ
ロ
を
算
出
し
、
こ
れ
か
ら
必
要
延
長
を
求
め

た

(表
6
)。

表 4 都市規模ランク別地価ランク別の都市数

1985年の都市人口
(万人)

1989年 7 月の用途地域内平均基準地価 (万円 / m2)
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表 5 一般幹線道路が 6 車線の場合に必要な 4 車線の自動車専用道路の密度
(その 〇

実現する範囲
発生密度

(台/km2 )

幹線、 補助幹線道路の暈 上段 :密度

下段 :間隔地方中枢
中核都市

3 大都市
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0.14

12

0 ･17
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0.20

8

0 ,25
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0 .33
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1･00

1
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一般幹線道路が4車線の場合に必要な4車線の自動車専用道路の密度(その 2 )
実現する範囲

発生密度

(台/km2)

幹線、 補助幹線道路の暈 上段 :密度

下段 :間隔地方中枢
中核都市

3 大都市
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0.14

12
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表6 都市圏規模別目専道必要延長

都市圏規模
(万人)

D I D 地域
地域半径

(kの

限界距離 目専道必要延長
都市
圏数面積

(km2)

半径
(km)

外周延長

(km)

有料
(km)

無料
(km)

有料
(km)

無料
(km)

100 ~

60 ~ 100

50 ~ 60

40 ~ 50

30 ~ 40

20 ~ 30

129,4

63.8

55,4

48.7

38 .4

31,3

6 .4

4 .5

4 .2

3,9

3 ,5

3 .2

40.O

23.3

26.1

24,6

21,8

19 .8

20 .6

12 .4

lo .5

11.6

13.3

9 .1

15 .8

16.4

14.4

15.l

15 .6

16 .6

11.5

11.9

10 .8

11･l

11.5

12 ,O

89 .3

30 ,5

19 .2

19 .3

17 ･1

11.2

125.O

46 ,8

27.2

29,O

24,6

14.6

3

4

6

8

12

14

方
中
核
都
市
、
生
活
圏
レ
ベ
ル
の
地
方
中
心
都
市
、
そ
の

他
の
市
町
村
と
、
概
ね
四
階
層
の
都
市
が
分
布
、
配
置
さ

れ
て
地
方
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
国
土
･
地
域
の
構
造
基

盤
は
こ
れ
ら
の
重
層
的
な
連
絡
関
係
で
あ
る
と
理
解
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
土
･
地
域
の
構
造
基
盤
を
問
題
に

結
果
の
概
要
"
限
界
ト
リ
ッ
プ
長
は
ニ

ー
一
六
如
で

あ
り
、
必
要
な
自
動
車
専
用
道
路
延
長
は
二
〇
万

j
三
〇
万
都
市
圏
で
一
五
癜
程
度
、
三
0
-
六
〇
万

都
市
圏
で
二
0
j
三
〇
虹
程
度
、
六
0
-
-
○
○
方

都
市
圏
で
三
○
-
五
○
蛔
程
度
で
あ
る
。

七

お
わ
り
に

都
市
と
都
市
、
地
域
と
地
域
の
連
絡
関
係
に
は
様
々
な

レ
ベ
ル
が
あ
る
。
都
市
に
も
た
と
え
ば
規
模
で
見
て
も
、

仙
台
級
の
地
方
中
枢
都
市
、
そ
の
他
の
県
庁
レ
ベ
ル
の
地
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す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
連
絡

関
係
を
レ
ベ
ル
ご
と
に
分
解
･
把

握
し
た
上
で
望
ま
し
い
形
を
考
え

る
こ
と
が
議
論
を
明
解
に
す
る
。

今
回
の
全
国
幹
線
道
路
網
の
議
論

は
、
概
ね
生
活
圏
中
心
都
市
レ
ベ

ル
以
上
の
都
市
相
互
の
連
絡
関
係

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
(参
考

図

国
土
の
構
造
基
盤
の
重
層
構

造
と
今
回
着
目
し
た
連
絡
関
係
の

イ
メ
ー
ジ
図
)
、
国
土

･
地
域
の

｢幹
｣
に
相
当
す
る
。
〔
(主
地
方
幹

線
道
路
網
は
概
ね
生
活
圏
中
心
部

《参考図》 地方ブロック性の重視のイメージ

(現在)

市
レ
ベ
ル
以
下
の
都
市
相
互
の
連
絡
関
係
を
規
定
し
、
都

市
幹
線
道
路
網
は
概
ね
都
市
内
の
市
街
地
の
形
成
状
況
を

表
し
、
全
国
幹
線
道
路
網
の
あ
り
様
が
こ
れ
ら
地
方
幹
線

道
路
網
お
よ
び
都
市
幹
線
道
路
網
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)〕。
ま
た
、
今
回
部
会
に
提
案
し

た

｢四
つ
の
基
本
戦
略
｣
を
通
し
て
流
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

は
｢地

方
ブ
ロ
ッ
ク
性
の
重
視
｣
(参
考
図
-
地
方
ブ
ロ
ッ

ク
性
の
重
視
の
イ
メ
ー
ジ
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

東
京
へ
の
一
極
集
中
を
是
正
し
多
極
分
散
型
国
土
を
形
成

し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
状
況
を
踏

ま
え
た

｢地
域
経
営
の
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
｣
の
具
体
的
提
示

と
ビ
ジ
ョ
ン
に
即
し
た
明
確
な
政
策
の
展
開
が
望
ま
れ
る
。

道
路
行
政
が
世
に
問
う
課
題
は
多
い
。

再
編

　令
V

参考図 国土の構造基盤の重層構造と今回着目した連絡関係のイメージ図

(対応する道路種別) (地方ブロックA ) (地方ブ

国土軸
-
国

道

ニ

ー

地

方

道

(鋤 全国幹線道路網の ｢4つの基本戦略｣ (前月号参照)
基本戦略①地方中枢 ･中部都市からのパブ& スポークネットワーク(放射環状道路網)の強化 ｣広域活動圏の形成-
基本戦略(②地方生活圏中心都市相互の連絡の強化 一連合都市圏の形成-
基本戦略③交通拠点への連絡強化 二全国的 ･国際的交通機能の強化-
基本戦略④地域振興プロジェクトの支援



《参考図》 道路構造規格の変遷
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『道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一部
を
改
正
す
る
法

律
｣お
よ
び
｢
一般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す

る
政
令
の
螂
部
を
改
正
す
る
政
令
｣に
つ
い
て

道
路
法
令
研
究
会

は
じ
め
に

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
｣

は
、
先
般
の
第
一
二
〇
回
国
会
に
お
い
て
可
決
･
成
立
し
、

去
る
五
月
二
日
に
平
成
三
年
法
律
第
六
〇
号
と
し
て
公
布

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
改
正
の
概
要
に
つ

い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

改
正
の
背
景

近
年
、
都
市
化
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
等
に

よ
り
自
動
車
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
、
自
動
車
の
駐

車
需
要
も
大
き
く
増
加
し
て
い
る
一
方
で
、
駐
車
場
整
備

が
い
ま
だ
不
十
分
な
こ
と
か
ら
、
違
法
路
上
駐
車
が
蔓
延

し
、
交
通
渋
滞
の
激
化
や
交
通
事
故
の
増
大
、
さ
ら
に
は
、

都
市
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
力
低
下
等
を
招
来
し
て

い
る
状
況
に
あ
る
。

他
方
、
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
公
共

と
民
間
の
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
に
種
々
の
施
策
が
講

じ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
用
地
の
取
得
難
や
採
算
性
の
悪

化
等
か
ら
、
そ
の
整
備
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
法
律
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
自
動
車

の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
す
る
と
と
も
に
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確

保
等
を
図
る
た
め
、
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
二
法
に
つ

い
て
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二

改
正
の
概
要

1

道
路
法
の
一
部
改
正

道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
自
動

車
駐
車
場
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
構
造

の
保
全
と
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
を
図
る
た
め
、
次

の
よ
う
な
改
正
を
行
っ
た
。

=

道
路
管
理
者
に
よ
る
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す

る
規
定
の
整
備

①

道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
の
位
置
付
け
の
明
確
化

(法
第
二
条
関
係
)

今
般
、
路
外
駐
車
場
で
は
対
応
で
き
な
い
短
時
間
の

駐
車
需
要
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
路
上
駐
車
の
秩
序

回
復
を
通
じ
て
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
ま
た
は
道
路

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
に
つ
い
て



の
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
主
と
し
て
幹
線
道

路
に
お
い
て
、
路
上
駐
車
が
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な

い
よ
う
車
道
と
分
離
し
た
道
路
構
造
に
よ
り
、
道
路
管

理
者
が
道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
を
積
極
的
に
整
備
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
管
理
者
が
設
置
す
る
自
動
車
駐
車

場
の
う
ち
道
路
上
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
道
路
の
附
属

物
と
し
て
、
定
義
規
定
上
、
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

有
料
の
自
動
車
駐
車
場
制
度
の
創
設

(法
第
二
四

条
の
二
、
第
二
四
条
の
三
関
係
)

道
路
管
理
者
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団

体
の
条
例
(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
者

か
ら
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

当
該
駐
車
料
金
の
額
の
原
則
、
割
増
金
の
徴
収
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
は
、
有
料
の
自
動

車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
駐
車
料
金
等
そ
の
利
用
に
関
し

必
要
な
事
項
を
表
示
す
る
た
め
の
標
識
を
設
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

主
に
民
間
主
体
で
行
わ
れ
、
公
共
は
こ
れ
を
補
完
す
る

形
で
供
給
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
路

管
理
者
と
し
て
も
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、

そ
の
建
設
費
等
を
料
金
収
入
に
よ
り
償
還
す
る
有
料
自

動
車
駐
車
場
と
し
て
整
備
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
採
算
性
が
一
定
以
上
確
保
さ
れ

る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
と
り
わ
け
都
市
部
に
お
い

て
は
、
近
年
の
用
地
費
の
上
昇
等
に
よ
る
採
算
性
の
悪

化
等
に
よ
り
、
そ
の
整
備
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
今
般
、
道
路
管
理
者
が
、
い
わ
ゆ
る
公
共
事

業
と
し
て
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
民

間
駐
車
場
等
と
の
公
平
性
を
保
つ
な
ど
の
理
由
か
ら
、

道
路
法
に
お
い
て
道
路
管
理
者
に
よ
る
駐
車
料
金
の
徴

収
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
利

用
者
か
ら
適
切
な
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

③

自
動
車
駐
車
場
の
設
置
に
関
す
る
事
業

な
お
、
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
に
関
す
る
事
業
は
、

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施

行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
三
年
政
令
第
七
八
号
)
に
よ
り
、
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
新
た
に
国
の

負
担
･
補
助
の
特
例
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
整

備
の
促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

②

違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
の
明
確
化

(法
第
四

四
条
の
二
)。

道
路
管
理
者
は
、
第
四
三
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反

し
て
、道
路
に
放
置
さ
れ
た
転
落
積
載
物
等
の
物
件
(以

下
｢違
法
放
置
物
件
｣
と
い
う
。)
が
、
道
路
の
構
造
に

損
害
を
及
ぼ
し
、
ま
た
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
違
法
放
置
物

件
の
占
有
者
等
に
対
し
除
去
等
の
措
置
命
令
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
自
ら
当
該
違
法
放
置
物
件
を

除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
違

法
放
置
物
件
の
除
去
に
伴
う
保
管
、
返
還
、
売
却
、
廃

棄
等
の
手
続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
違
法
放
置
物
件
が
現
に
道
路
の
構
造

に
損
害
を
及
ぼ
し
、
ま
た
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
よ
う
に
可
及
的
速
や
か
に

道
路
上
の
放
置
物
件
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
迅
速
な
対
応
を
可
能
と

す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
そ
の
場
合
の
処
理
手
続
を

明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

③

長
時
間
放
置
車
両
の
移
動
等
に
関
す
る
規
定
の
創

設

(法
第
六
七
条
の
二
関
係
)

道
路
管
理
者
は
、
道
路
上
に
長
時
間
放
置
さ
れ
た
車

両
に
つ
い
て
、
道
路
に
関
す
る
工
事
ま
た
は
維
持
の
た

め
緊
急
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
車

両
を
放
置
場
所
か
ら
五
0
m
を
超
え
な
い
道
路
上
の
場

所
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
の
放
置
場
所
か
ら
五
0
m
以

内
の
道
路
上
の
場
所
に
移
動
す
る
場
所
が
な
い
と
き
は
、

自
動
車
駐
車
場
、
空
地
等
に
当
該
車
両
を
移
動
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
措
置
に
伴

い
、
当
該
車
両
の
保
管
、
返
還
の
た
め
の
公
示
等
の
手

続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。



こ
の
制
度
は
、
道
路
に
長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
が

道
路
に
関
す
る
工
事
や
除
雪
等
の
道
路
の
維
持
を
施
行

す
る
に
際
し
大
き
な
支
障
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
か
ん

が
み
、
道
路
の
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
確
保
し
、
道
路

管
理
の
よ
り
一
層
の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
道
路
管

理
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
に
長
時

間
放
置
車
両
の
移
動
等
の
権
限
を
付
与
し
た
も
の
で
あ

ろ
↓。

2

駐
車
場
法
の
一部
改
正

今
回
の
駐
車
場
法
の
主
要
な
改
正
点
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

の

駐
車
場
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
、
公
安
委
員
会
、
道
路
管

理
者
の
協
力
の
下
に
駐
車
場
整
備
地
区
に
お
け
る
路
上

駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
計
画

(駐

車
場
整
備
計
画
)
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。

②

附
置
義
務
対
象
と
な
る
建
築
物
の
面
積
下
限
を
三
、

○
○
○
評
か
ら
二
、
0
0
0
評
に
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
附
置
義
務
の
対
象
地
域
と
な
る
駐
車
場
整
備
地
区

の
対
象
区
域
を
拡
大
し
た
。

③

駐
車
場
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

｢主
要
な

路
外
駐
車
場
｣
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
取
得
税
お
よ
び

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た

(附

則
第
七
条
関
係
)。

お
わ
り
に

駐
車
対
策
に
つ
い
て
は
、
駐
車
問
題
に
対
す
る
世
論
の

高
ま
り
を
背
景
に
、
前
通
常
国
会

(第
一
一
八
回
国
会
)

に
お
い
て
も
、
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
お
よ
び
自
動
車

の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
関

連
し
て
、
交
通
規
制
･
取
締
り
の
強
化
と
あ
わ
せ
、
絶
対

的
な
駐
車
場
不
足
を
解
消
す
る
た
め
の
駐
車
場
の
整
備
促

進
を
図
る
旨
附
帯
決
議
等
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
改
正
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
自
動
車
の

駐
車
の
た
め
の
施
設
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、

道
路
の
構
造
の
保
全
と
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確

保
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
あ
わ
せ
て
道
路
管
理
の

向
上
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
法
律
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
以
内
で
政

令
で
定
め
る
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、

関
係
政
･
省
令
の
改
正
を
含
め
、
改
正
法
の
施
行
に
向
け

て
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
に
つ
い
て
は
、

施
行
時
の
特
集
記
事
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
本
稿

に
お
い
て
は
、
そ
の
概
要
の
紹
介
に
と
ど
め
た
こ
と
を
御

了
承
願
い
た
い
。

一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

(平
成
三
年
政
令
第
百
三
十
七
号
)
は
、
平

成
三
年
四
月
一
二
日
に
公
布
さ
れ
、
四
月
一
五
日
か
ら
施

行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
般
国
道
の
管
理
の
う
ち
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧

そ
の
他
の
管
理
は
、
政
令
で
指
定
す
る
区
間
(指
定
区
間
)

内
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
が
行
い
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り

(道

路
法
第
十
三
条
第
一
項
)、
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定

す
る
政
令

(昭
和
三
三
年
政
令
第
百
六
十
四
号
)
は
、
緊

急
か
つ
効
率
的
な
幹
線
道
路
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
指
定
区
間
制
度
の
創
設
に
伴
い
昭
和
三
三
年
に

制
定
さ
れ
て
以
来
、
毎
年
度
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
年
度
に
お
け
る
改
正
の
内
容
は
、
①
指
定
区
間
の
追

加
指
定

(
一
般
国
道
二
三
号
、
一
五
三
号
、
一
五
六
号
、

一
九
一
号
、
三
五
七
号
)、
②
地
名
、
地
番
の
変
更
等
(
一

般
国
道
二
号
、
一
七
五
号
、
一
八
〇
号
、
二
四
六
号
)
で

あ
る

(別
表
参
照
)。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
指
定
区
間
の
総
延
長
は
一
九
、
五

七
九
如

(供
用
済
延
長
一
九
、
四
九
三
如
)
と
な
り
、
一

般
国
道
の
現
道
延
長
四
四
、
一
六
六
畑

(供
用
済
延
長
四

四
、
0
九
○
虹
)
に
対
し
指
定
率
は
四
四
･
三
%

(供
用

済
四
四

･
二
%
)
と
な
っ
た
。

｢
一般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
◆P
に
つ
い
て



〔
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
表
〕

○
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令

(昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
六
十
四
号
)

(抄
)

△
地
名

･
地
番
の
変
更
等

百
五
十
六
号

百
五
十
五
号

百
五
十
三
号

二
十
四
号

~

百
四
十
一号

二
十
三
号

三
~

号

二
十
二
号

二

号

一

号

路
線

名

岐
阜
市
茜
部
新
所
一
丁
目
二
十
三
番
か
ら
岐
阜
県
郡
上
郡
白
鳥
町
向
小
駄
良
字
内

田
七
百
七
十
五
番
二
ま
で
及
び
富
山
県
東
栃
波
郡
庄
川
町
小
牧
字
天
ヶ
瀬
七
十
三

番
の
一
か
ら
高
岡
市
上
四
屋
六
百
六
十
三
番
の
一
ま
で

略

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
西
三
丁
目
千
百
二
十
四
番
か
ら
愛
知
県
北
設
楽
郡
稲
武
町

大
字
稲
橋
字
寺
下
九
番
七
ま
で
及
び
同
町
大
字
大
野
瀬
字
猫
ノ
平
二
十
三
番
二
か

ら
飯
田
市
鼎
一
色
百
四
十
三
番
一
ま
で

略

豊
橋
市
大
山
町
字
五
分
取
三
番
一
か
ら
同
市
前
芝
町
字
宇
塚
二
十
二
番
四
ま
で
及

び
安
城
市
城
ヶ
入
町
立
出
二
十
七
番
二
か
ら
伊
勢
市
宇
治
今
在
家
町
字
作
楽
百
二

十
番
一
ま
で

略

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
三
番
か
ら
北
九
州
市
門
司
区
老
松
町
三
番
一
ま
で
(明

石
市
立
石
一
丁
目
四
番
一
か
ら
同
市
魚
住
町
清
水
字
井
橘
田
二
千
百
四
十
九
番
一

及
び
姫
路
市
本
町
二
百
四
十
一
番
を
経
て
兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
山
田
宇
美
之
路

五
百
九
十
一
番
二
ま
で
、
福
山
市
神
村
町
字
伊
勢
山
下
六
千
番
二
か
ら
尾
道
市
西

御
所
町
二
番
の
五
百
六
十
二
を
経
て
同
市
正
徳
町
五
百
三
十
五
番
の
二
十
八
ま
で

並
び
に
広
島
市
西
区
庚
午
北
一
丁
目
四
百
十
八
番
一
か
ら
同
市
佐
伯
区
海
老
園
二

丁
目
三
百
十
番
三
を
経
て
廿
日
市
市
地
御
前
五
丁
目
千
九
百
二
十
九
番
二
十
一
ま

で
を
除
く
。
)

略

指

定

区

間

百
五
十
六
号

百
五
十
五
号

百
五
十
三
号

二
十
四
号

~

百
四
十
一号

二
十
三
号

三

~

号

二
十
二
号

二

号

一

号

路
線

名

岐
阜
市
茜
部
新
所
一
丁
目
二
十
三
番
か
ら
同
市
東
興
町
五
十
七
番
三
ま
で
、
同
市

大
字
長
森
野
一
色
字
口
ヶ
洞
千
三
百
十
八
番
四
の
一
の
一
か
ら
岐
阜
県
郡
上
郡
白

鳥
町
向
小
駄
良
字
内
田
七
百
七
十
五
番
二
ま
で
及
び
富
山
県
東
栃
波
郡
庄
川
町
小

牧
字
天
ヶ
瀬
七
十
三
番
の
一
か
ら
高
岡
市
上
四
屋
六
百
六
十
三
番
の
一
ま
で

略

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
西
三
丁
目
千
百
二
十
四
番
か
ら
愛
知
県
北
設
楽
郡
稲
武
町

大
字
稲
橋
字
寺
下
九
番
七
ま
で
及
び
長
野
県
下
伊
那
郡
根
羽
村
五
千
四
十
五
番
三

か
ら
飯
田
市
鼎
一
色
百
四
十
三
番
一
ま
で

略

豊
橋
市
神
野
新
田
町
字
ワ
ノ
割
四
十
三
番
五
か
ら
同
市
前
芝
町
字
宇
塚
二
十
二
番

四
ま
で
及
び
安
城
市
城
ヶ
入
町
立
出
二
十
七
番
二
か
ら
伊
勢
市
宇
治
今
在
家
町
字

作
楽
百
二
十
番
一
ま
で

略

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
三
番
か
ら
北
九
州
市
門
司
区
老
松
町
三
番
一
ま
で
(明

石
市
和
坂
稲
荷
町
四
百
二
十
三
番
四
か
ら
同
市
魚
住
町
清
水
字
井
橘
田
二
千
百
四

十
九
番
一
及
び
姫
路
市
本
町
二
百
四
十
一
番
を
経
て
兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
山
田

字
美
之
路
五
百
九
十
一
番
二
ま
で
、
尾
道
市
高
須
町
字
壱
町
通
り
千
二
百
六
十
三

番
二
か
ら
同
市
西
御
所
町
二
番
の
五
百
六
十
二
を
経
て
同
市
正
徳
町
五
百
三
十
五

番
の
二
十
八
ま
で
並
び
に
広
島
市
西
区
庚
午
北
一
丁
目
四
百
十
八
番
一
か
ら
同
市

佐
伯
区
海
老
園
二
丁
目
三
百
十
番
三
を
経
て
甘
日
市
市
地
御
前
五
丁
目
千
九
百
二

十
九
番
二
十
一
ま
で
を
除
く
。)

略

指

定

区

間

一番
か
ら
同
市
東
興
町
五
十
七
番
三
ま
で
、
同
市

百五十六号
鳥嚼帳條野良籠幣肋鬱瑚料だ賄脅詠蟠翔珍事動静魁鶇烋職鵯糠廓吐嗽…柏

牧
字
天
ヶ
瀬
七
十
三
番
の
一
か
ら
高
岡
市
上
四
屋
六
百
六
十
三
番
の
一
ま
で



四
百
九
号

三
百
五
十
七
号

二
百
五
十
四
号

~

三
百
三
十
二
号

三百
四
十
六
号

百
九
十
二
号

~

二百
二
十
六
号

百
九
十
一号

百
八
十
五
号

~

百
九
十
号

百
八
十
号

百
七
十
六
号

百
七
十
五
号

百
五
十
七
号

~

百
七
十
一号

略

地
先
ま
で
、
川
崎
市
川
崎
区
東
扇
島
二
十
三
番
一
か
ら
横
浜
市
鶴
見
区
扇
島
七
番

ま
で
、
同
区
大
黒
ふ
頭
十
五
番
一
か
ら
同
市
中
区
本
牧
ふ
頭
七
番
ま
で
及
び
同
市

磯
子
区
新
杉
田
町
八
番
一
か
ら
横
須
賀
市
夏
島
町
地
先
ま
で

千
葉
市
稲
毛
海
岸
五
丁
目
一
番
の
三
か
ら
東
京
都
大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
南
側

略

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
一
番
五
か
ら
沼
津
市
大
岡
字
下
耕
地
二
千
七
百

六
十
八
番
の
三
ま
で

(東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
二
丁
目
千
五
百
七
番
か
ら
川
崎
市

高
津
区
瀬
田
字
堤
外
二
千
四
百
十
一
番
一
を
経
て
同
区
久
地
字
東
耕
地
一
番
三
ま

ま
で
を
除
く
。
) 略

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
六
十
番
か
ら
山
口
県
豊
浦
郡
豊
浦
町
大
字
宇
賀
字
箕
ノ
腰

千
四
百
二
十
番
の
一
ま
で
、
長
門
市
西
深
川
字
四
ノ
椎
ノ
木
道
祖
五
百
九
十
六
番

一
か
ら
益
田
市
中
吉
田
町
二
百
八
十
一
番
の
二
ま
で
及
び
広
島
市
安
佐
北
区
可
部

町
大
字
中
野
字
石
仏
三
百
十
一
番
の
二
か
ら
同
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
七
番
ま
で

略

岡
山
市
東
中
央
町
千
二
番
か
ら
総
社
市
種
丼
字
内
宮
九
百
七
十
五
番
一
ま
で
及
び

米
子
市
富
士
見
町
二
丁
目
百
二
十
八
番
一
か
ら
松
江
市
雑
賀
町
字
津
田
海
道
百
八

番
一
ま
で

略

明
石
市
立
石
一
丁
目
二
番
三
か
ら
兵
庫
県
氷
上
郡
山
南
町
美
和
字
車
田
七
百
四
十

九
番
ま
で

略

四
百
九
号

三
百
五
十
七
号

二
百
五
十
四
号

~

三
百
三
十
二
号

二
百
四
十
六
号

百
九
十
二
号

~

二百
二
十
六
号

百
九
十
一号

百
八
十
五
号

~

百
九
十
号

百
八
十
号

百
七
十
六
号

百
七
十
五
号

百
五
十
七
号

~

百
七
十
一号

略

千
葉
市
稲
毛
海
岸
五
丁
目
一
番
の
三
か
ら
東
京
都
大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
東
側

地
先
ま
で
、
横
浜
市
鶴
見
区
大
黒
ふ
頭
十
五
番
一
か
ら
同
市
中
区
本
牧
ふ
頭
七
番

ま
で
及
び
同
市
磯
子
区
新
杉
田
町
八
番
一
か
ら
同
市
金
沢
区
福
満
三
丁
目
十
二
番

ま
で

略

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
一
番
五
か
ら
沼
津
市
大
岡
字
久
保
田
二
千
六
百

九
十
六
番
の
二
ま
で
(東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
二
丁
目
千
五
百
七
番
か
ら
川
崎
市

高
津
区
瀬
田
字
堤
外
二
千
四
百
十
一
番
一
を
経
て
同
市
高
津
区
久
地
字
東
耕
地
一

番
三
ま
で
を
除
く
。
)

略

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
六
十
番
か
ら
山
口
県
豊
浦
郡
豊
浦
町
大
字
宇
賀
字
箕
ノ
腰

千
四
百
二
十
番
の
一
ま
で
、
長
門
市
西
深
川
字
四
ノ
椎
ノ
木
道
祖
五
百
九
十
六
番

一
か
ら
萩
市
大
字
山
田
字
東
奥
玉
江
三
千
九
百
六
十
九
番
ま
で
、
同
市
大
字
椿
東

字
田
ノ
浦
七
百
十
八
番
一
か
ら
益
田
市
中
吉
田
町
二
百
八
十
一
番
の
二
ま
で
及
び

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
大
字
中
野
字
石
仏
三
百
十
一
番
の
二
か
ら
同
市
中
区
大

手
町
四
丁
目
七
番
ま
で

略

岡
山
市
東
中
央
町
千
二
番
か
ら
総
社
市
種
丼
字
内
宮
九
百
七
十
五
番
二
ま
で
及
び

米
子
市
富
士
見
町
二
丁
目
百
二
十
八
番
一
か
ら
松
江
市
雑
賀
町
字
津
田
海
道
百
八

番
一
ま
で

略

明
石
市
和
坂
稲
荷
町
四
百
二
十
三
番
四
か
ら
兵
庫
県
氷
上
郡
山
南
町
美
和
字
車
田

七
百
四
十
九
番
ま
で

略



一
は
じ
め
に

我
が
国
の
高
速
道
路
の
供
用
延
長
は
、
既
に
四
、
八
〇

○
蝿
を
超
え
、
今
年
度
中
に
は
五
、
0
0
0
虹
に
達
す
る

見
込
み
で
あ
り
、
物
質
の
輸
送
を
初
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
レ

ジ
ャ
ー
に
国
民
に
と
っ
て
欠
か
せ
ざ
る
存
在
と
な
っ
て
い

ろ
↓。今

ま
で
、
高
速
道
路
は
単
に
人
や
物
を
運
ぶ
通
路
と
し

て
の
考
え
方
が
中
心
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
以
外

か
ら
の
出
入
り
は
、
車
は
も
ち
ろ
ん
人
に
つ
い
て
も
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
高
速
道
路
の
沿
線
に
自
然
公
園
、

歴
史
公
園
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設
等
の
魅
力
あ
る
観

光
資
源
が
あ
っ
て
も
、
高
速
道
路
の
途
中
で
立
ち
寄
る
こ

と
が
で
き
ず
、
一
旦
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
介
し
て
か
ら

利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
昨
今
の
週
休
二
日
制
の
定
着
に
よ
る
余
暇
時
間

の
増
加
、
国
民
ニ
ー
ズ
の
多
種
･
多
様
化
に
伴
い
、
高
速

道
路
に
お
い
て
も
そ
の
需
要
に
応
え
る
必
要
が
生
じ
て
き

た
。こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
の
移
動
途
中
、
あ
る

い
は
高
速
道
路
そ
の
も
の
を
レ
ジ
ャ
ー
や
レ
ク
リ
ェ
ー
シ

ョ
ン
の
場
と
し
て
の
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
隣
接
す
る
都
市
公
園
等
と
を
一

体
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
ハ
イ
ウ
ェ

イ
･
オ
ア
シ
ス
と
称
し
て
整
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二

事
業
の
経
緯

高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
そ
の
周
辺
の
一
体
的
整
備
に

つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
前
後
か
ら
建
設
省
、
道
路
公
団

の
各
機
関
で
調
査
研
究
を
進
め
て
き
て
お
り
、
昭
和
五
九

年
度
に
建
設
省
が

｢サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
等
の
休
憩
施
設
に

お
い
て
は
、
地
域
と
の
交
流
を
可
能
に
し
、
こ
れ
ら
休
憩

施
設
周
辺
の
自
然
公
園
、
歴
史
公
園
等
と
の
一
体
的
利
活

用
の
方
策
に
つ
い
て
、
高
速
自
動
車
国
道
利
用
者
の
利
便

の
増
進
と
地
域
社
会
の
活
性
化
を
図
る
た
め
具
体
の
検
討

を
進
め
る
｣
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
後
、
建

設
省
と
道
路
公
団
で
法
制
面
で
の
詰
め
、
開
放
条
件
の
設

定
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
昭
和
六
二
年
度
に
ハ
イ
ウ

ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
の
具
体
化
を
図
る
こ
と
を
建
設
省
の
重

点
施
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
方
針
を
決
定
し
た
。

そ
の
施
策
の
具
体
化
と
し
て
、
北
陸
道
徳
光
パ
ー
キ
ン

グ
エ
リ
ア
、
北
海
道
縦
貫
道
砂
川
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
、
九

州
横
断
道
金
立
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
お
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
公
園
管
理
者
で
あ
る
関

係
自
治
体
と
と
も
に
、
実
現
に
向
け
て
高
速
道
路
側
と
達

人
イ
ウ
江
孑
の
対
ア
シ
ス
の
概
要日

本
道
路
公
団
計
画
第
二
課



絡
し
た
公
園
側
駐
車
場
の
計
画
、
お
よ
び
そ
の
費
用
負
担

等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三

事
業
の
概
要

高
速
道
路
の
休
憩
施
設
は
、
本
来
高
速
道
路
の
お
客
様

が
休
憩
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
そ
の
駐
車
マ
ス
等
の

設
計
は
比
較
的
短
時
間
の
駐
車
に
対
し
て
設
計
し
て
あ
り
、

　
　　　濱　

　
　

　　
　

　
　

黛も礬
鰤

図 1 ハイウェイ ･オアシスのイメージ図

都
市
公
園
等
を
利
用
す
る
お
客
様
の
長
時
間
駐
車
の
需
要

を
満
足
す
る
た
め
に
、
高
速
道
路
に
付
随
し
た
駐
車
場
の

ほ
か
に
、
公
園
を
利
用
す
る
お
客
様
の
た
め
の
駐
車
場
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
で
は
、
都
市

公
園
等
の
中
に
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
連
結
し
た
第
二

駐
車
場

(公
園
側
駐
車
場
)
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

高
速
道
路
の
お
客
様
に
都
市
公
園
等
へ
の
出
入
り
を
可
能

に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
公
園
側
駐
車
場

か
ら
一
般
道
路
等
外
部
へ
の
車
の
出
入
り
は
制
限
さ
れ
る

(図
-
)。

こ
の
よ
う
な
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路
の

休
憩
施
設
か
ら
隣
接
す
る
公
園
等
に
直
接
車
で
乗
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
公
園
利
用
の
増
進
、
地

域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
の
お
客

様
に
は
自
然
や
歴
史
･
文
化
に
包
ま
れ
た
潤
い
あ
る
ス
ペ

ー
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
高
速
道
路
の

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と
利
用
促
進
も
併
せ
て
図
る
こ
と
が
で

き
る
と
期
待
さ
れ
る
。

現
在
、
供
用
中
ま
た
は
計
画
中
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア

シ
ス
は
、
以
下
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
事
業
を
進
め
て
い

ろ
%

設
置
条
件
お
よ
び
設
置
形
態
(図
2
)

①
原
則
と
し
て
、
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
都
市
公
園

等
が
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア

接
い

(隣接している場合)

図 2 ハイウェイ ･オアシスの設置形態

道路側 PA

公園側 PA

都市公園等

公園側 PA

道路側 PA

(隣接していない場合)



シ
ス
と
し
て
整
備
で
き
る
も
の
と
す
る
。
(高
速
道
路

の
休
憩
施
設
と
都
市
公
園
等
が
隣
接
し
て
い
な
い
場

合
、
連
結
部
の
延
長
が
一
如
以
下
に
限
る
。)

②
休
憩
施
設
内
の
駐
車
場

(道
路
側
駐
車
場
)
と
都
市

し 公園区域

の　撥

公
園
内
側
に
設
け
る
駐
車
場

(公
園
側
駐
車
場
)
と

を
連
結
部
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
一
体
と
し
、
相
互

の
出
入
り
を
可
能
に
す
る
。

③
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が

高
速
道
路
本
線
の
交
通
安
全
お
よ
び
休
憩
施
設
の
本

来
の
機
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
。

④
道
路
側
駐
車
場
、
公
園
側
駐
車
場
お
よ
び
連
結
部
の

構
造
は
、
道
路
構
造
例
等
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

図 3 高速区域と公園区域

2

高
速
区
域
と
公
園
区
域
(図
3
)

①
公
園
側
駐
車
場
は
、
道
路
と
公
園
の
兼
用
工
作
物
と

し
、
高
速
区
域
と
す
る
。
(建
設
費
お
よ
び
維
持
管
理

費
は
公
園
側
が
負
担
す
る
。)

②
連
結
部
は
、
道
路
と
公
園
の
兼
用
工
作
物
と
し
高
速

区
域
お
よ
び
公
園
区
域
と
す
る
。
(建
設
費
お
よ
び
維

持
管
理
費
は
公
園
側
と
道
路
側
の
折
半
と
す
る
。)

③
道
路
側
駐
車
場
お
よ
び
公
園
側
駐
車
場
と
連
結
部
の

境
界
は
、
駐
車
場
の
外
縁
部

(駒
止
ブ
ロ
ッ
ク
、
ガ

ー
ド
し
!
ル
等
)
の
延
長
線
を
も
っ
て
す
る
。

四

設
置
お
よ
び
計
画
事
例

ー

砂
川
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス

砂
川
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
は
、
北
海
道
縦
貫
自
動
車
道
奈

井
江
砂
川
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
滝
川
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
間
に
位
置
し
、
札
幌
市
と
旭
川
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
当

て多ヰ′ れ /帯
　　　　　　

た
り
、
本
線
お
よ
び
当
休
憩
施
設
は
昭
和
六
三
年
一
〇
月

に
開
通
し
て
い
る
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
隣
接
す
る
、
北
海
道
立
石
山

公
園

(通
称
｢北
海
道
子
ど
も
の
国
｣)
は
、
面
積
が
約
二

三
三
齦
の
広
大
な
都
市
公
園
で
あ
る
。
砂
川
ハ
イ
ウ
ェ

イ
･
オ
ア
シ
ス
は
、
こ
の
公
園
と
休
憩
施
設
と
を
一
体
的 図 4 砂川ハイウェイ ･オアシス

道路側駐車場

高速区域

子どもの国



に
整
備
す
る
こ
と
で
平
成
三
年
四
月
二
六
日
に
オ
ー
プ
ン

し
た
も
の
で
あ
る

(図
4
)。

公
園
は
昭
和
五
三
年
に
既
に
開
園
し
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
園
内
に
は
宿
泊
研
修
施
設
で
あ
る
少
年
自
然
の
家
、

キ
ャ
ン
プ
場
お
よ
び
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
な
ど
様
々
な

広
場
が
完
成
し
て
お
り
、
年
間
約
二
一
万
人
も
の
利
用
が

あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
の
整
備
に

あ
わ
せ
て
レ
ス
ト
ラ
ン
や
物
産
店
が
入
居
す
る
オ
ア
シ
ス

館
が
新
し
く
整
備
さ
れ
、
公
園
内
に
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
ピ

サ
の
斜
塔
な
ど
の
世
界
の
七
不
思
議
を
模
し
た
遊
具
施
設

の
充
実
が
図
ら
れ
た

(図
5
、
6
、
7
)。

図

号
と
し
て
平
成
二
年
三
月
三
〇
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
高
速
道
路
を
利
用
す
る
お
客
様
は
、
徳

光
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
第
二
駐
車
場
か
ら
直
接
公
園
に
入

り
、
海
水
浴
、
四
季
の
花
園
で
の
散
策
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ

等
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
第
二
駐
車
場
は
海
岸
側
で
あ
る
下
り
線
の
み
の

設
置
で
あ
る
が
、
上
り
線
側
で
も
民
活
ゾ
ー
ン
事
業
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
上
下
線
を
含
め
た
一
体
的
な
整
備
が
望

ま
れ
る
。

ミ

、

ま

類

0

ラ

底
い

種
い

ピ

、
て

施

し

。さ26 m、 底辺の長さ36m で、 クフ王のピラミッドの約40分の 1の大き

さになっています。 ピラミッド内には、 ドームスライダー、 トランポリ

ンなど、 15種類の遊具が配置され、 最上階(6 F )からの空知平野の眺望

　

　m

っ

、
ら

26

な

ど

ぱ

G

さ

に

な

す

図

高
さ
ン
は

亀
、
.:'‐:‐:
')‐:‐･
･
･
℃℃!'

創釣幽曲薙げ

ま
た
、
こ
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
は
当
施
設
を
目

的
と
す
る
利
用
者
の
た
め
の
U
タ
ー
ン
施
設
を
設
け
て
お

り
、
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
実
績
で
は
、

ハ
イ

ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
利
用
の
約
四
割
が
こ
の
機
能
を
利
用

し
て
い
る
。

2

徳
光
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス

徳
光
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
北
陸
自
動
車
道
金
沢
西
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
美
川
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
間
に
あ

り
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
石
川
県
営
の
松
任
海
浜
公
園
を
連

絡
す
る
こ
と
で
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
の
全
国
第

一

図 7 ピサの斜塔
5 階建の高さ14.3 m で、 実物約16分の 1の大きさになっています。 最上

階 (5 F )の展望フロアからは、 ふしぎの森が見渡すことができます,



表 1 ハイウェイ ･オアシス計画箇所

道 路 名 休憩施設名 公 園 名 位 置 現 況 公 園 施 設

北海道縦貫道 砂川 s A 北海道子どもの国
Gヒ海道立石山公園)

北海道砂川市 平成 3 年度完成
テ
広

ス

敷
齢
し

野

展

森

、

、
の

場
ス
ぎ

フ

ー
し

等

ン

コ
ふ

館

ヤ
ク

、
ス

キ

ッ
で

シ

、
チ

リ

ア

家
レ

と

オ

の

ス

の

、

然

ア

河

ス

目

、
森

ウ

年
ジ

、
ハ

少

一
場

ト

東北縦貫道
アダタラ
安達太良 S A

ジャノハナ蛇ノ鼻公園 町官本県島福 中
-

整調

機
施
ラ
カ
ン

等

ク

ト

フ

ラ
ラ
)

ン

ン
法

科

康

設

ピ

メ
間
々
健
施

ツ
ズ

空

巴

、
ン

ョ

一
ぎ
氏
設

ョ

シ

ュ
ら

!
施
シ

ス

ミ
安

携

ツ

ン

ビ

ア

、
提

一
べ

一

･
能

国

ボ

ン

サ

ン

機
外
ス

コ

(
ラ
報
(
(

、

ル
ト

情

ク

ン

ル

一
ス
光

一

一
テ

モ

レ
観

パ
ゾ

ホ

合

、

、
一
ア

、

複
能
設
ワ

コ
ド

北 陸 道 徳光 P A
マットウ
松任海浜公園

蟷
石 裁藏職

ル
目

ナ

多
"
、

、
外
姻

グ

の

ン

季
リ

四

ク
ノ

、
朔
襟

、
険

等

場
旨
場

広

、
広

浴

台

動

水

望

運

海

展

的

東名 阪道 亀山 P A サンシャインハイウェ
イパーク

市山亀県重三 中
･

整調 癈鯛
中

植
討

訛
撥

比
護

と
施

冲
朴

池

ス

九州横断道
キンリュウ
金立 S A 金立公園 市賀佐県賀佐 収貫地用計設

、
館室ガ陶ン

、

バ
園縦キ、、

ス

場

芝

広
墳
"

岾
舛

丸
ピ

等

丸山古墳、 芝スキー場、 バンガロー、
ピクニック広場、 日本庭園、 陶芸会館

等

3

そ
の
他
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア

シ
ス

そ
の
ほ
か
、
現
在
整
備
中
の
も
の

と
し
て
は
九
州
横
断
道
金
立
サ
ー
ビ

ス
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
縄
文
か
ら
弥

生
時
代
に
か
け
て
の
古
墳
群
か
ら
な

る
久
保
丸
山
遺
跡
を
中
心
と
し
た
佐

賀
市
の
北
部
山
麓
自
然
公
園
と
の
一

体
整
備
を
進
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
東
北
道
安
達
太
良
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
、
東
名
阪
自
動
車
亀
山

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
等
で
も
ハ
イ
ウ

ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
と
し
て
一
体
的
整

備
す
る
こ
と
で
、
計
画
を
進
め
て
い

る

(表
f
)。

五

今
後
の
検
討
課
題

現
在
、
設
置
済
ま
た
は
具
体
化
の

検
討
を
進
め
て
い
る
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･

オ
ア
シ
ス
は
、
全
て
既
存
の
休
憩
施

設
に
隣
接
し
た
都
市
公
園
等
と
の
一

体
的
整
備
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
形

態
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

･
オ
ア
シ
ス
事
業

が
主
流
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、

さ
ら
に
魅
力
あ
る
施
設
を
設
置
す
る

た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

①
現
在
の
制
度
で
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
と
し

て
一
体
的
整
備
の
対
象
が
都
市
公
園
等
に
限
ら
れ
て

い
る
が
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
設
置
す
る
レ
ジ
ャ
ー

施
設
と
の
一
体
的
整
備
の
検
討
。

②
公
園
側
施
設
の
計
画
及
び
高
速
道
路
の
建
設
ま
た
は

計
画
の
早
い
時
期
か
ら
一
体
的
整
備
の
調
整
を
進
め

る
こ
と
で
、
よ
り
魅
力
あ
る
施
設
の
計
画
を
図
り
、

効
率
的
な
一
体
的
整
備
の
検
討
。

六

お
わ
り
に

今
後
と
も
、
国
民
生
活
に
占
め
る
余
暇
時
間
の
増
大
、

生
活
水
準
の
向
上
、
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
に
伴

い
、
ま
す
ま
す
魅
力
あ
る
道
路
施
設
が
期
待
さ
れ
、
ハ
イ

ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
に
対
す
る
需
要
も
多
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
施
設
メ
ニ

ュ
ー
で
は
早
晩
飽
き
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。

現
在
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
の
対
象
が
都
市
公
園

等
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
さ
ら
に
対
象
を
拡
大
し
、

地
域
色
豊
か
な
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
と
の
一
体
的
整
備
の
具

体
化
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。



月
･
日

世

界

の

動

き

0
米
商
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
今
年
第
一
･
四
半
期

(
-
-
三

月
)
の
米
国
民
総
生
産
(G
N
P
)実
質
成
長
率
は
、
季
節
調
整
済

の
速
報
値
で
二
･
八
%
減
と
な
り
、
昨
年
第
四
･
四
半
期

(
一
〇

j
一
二
月
)
に
続
い
て
二
期
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
。

0
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

(F
R
B
)
は
、
公
定
歩
合
を
現
行

の
六
･
0
%
か
ら
○
･
五
%
引
き
下
げ
、
五
･
五
%
と
し
、
即
日

実
施
す
る
と
発
表
し
た
。

0
全
米
一
位
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
、
ゼ
ネ
ラ
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ
(G

M
)
と
二
位
の
フ
ォ
ー
ド
･
モ
ー
タ
ー
が
、
今
年
第
一
･
四
半
期

(
一
ー
三
月
)
の
決
算
を
発
表
、
乗
用
車
販
売
の
不
振
か
ら
、
い

ず
れ
も
大
幅
赤
字
。
損
失
額
は
G
M
が
三
億
七
、
○
○
0
万
ド
ル
、

フ
ォ
ー
ド
が
八
億
八
、
○
○
0
万
ド
ル
。
G
M
の
損
失
額
は
、
乗

用
車
販
売
以
外
の
収
入
を
差
し
引
く
と
約
一
二
億
ド
ル
に
の
ぼ

り
、
四
半
期
ベ
ー
ス
で
は
過
去
最
大
。

0
ド
イ
ツ
車
検
協
会
が
発
表
し
た
今
年
の
年
次
車
検
報
告
に
よ
る

と
、
製
造
後
五
年
時
点
で
の
故
障
率
は
日
本
車
が
最
も
低
く
、
ベ

ス
ト
三
を
独
占
し
た
。
し
か
し
八
年
目
の
車
検
で
は
ド
イ
ツ
車
が

上
位
を
独
占
、
耐
久
性
能
の
良
さ
を
示
し
た
。
五
年
時
点
で
の
ベ

ス
ト
三
は
、
ト
ヨ
タ
･
カ
リ
ー
ナ
、
ス
バ
ル
･
ジ
ャ
ス
テ
ィ
、
ト

ヨ
タ
･
カ
ロ
ー
ラ
の
順
。

0
国
連
人
口
基
金

(U
N
F
P
A
)
の
九
一
年
版

｢世
界
人
口
白

書
｣
に
よ
る
と
、
現
在
五
四
億
人
の
世
界
の
人
口
は
、
二
0
○
-

年
ま
で
に
六
四
億
人
に
達
し
、
二
〇
五
〇
年
に
は
一
〇
〇
億
人
に

な
る
と
推
計
さ
れ
る
。
人
口
増
加
の
九
五
%
は
、
発
展
途
上
国
で

発
生
す
る
見
込
み
で
、
日
本
な
ど
の
先
進
諸
国
に
流
入
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。

事

項

15 8

月
･
日

国

内

の
動

き

0
日
本
自
動
車
工
業
会
に
よ
る
と
、
九
〇
年
度
の
自
動
車
生
産
台

数
は
、
年
度
前
半
の
国
内
需
要
好
調
を
受
け
て
一
、
三
五
九
万
一
、

七
〇
九
台
と
前
年
度
比
四
･
九
%
増
え
、
四
年
連
続
で
過
去
最
高

を
更
新
。

0
政
府
の
土
地
対
策
の
柱
と
な
る
地
価
税
法
が
、
参
院
本
会
議
で

可
決
、
成
立
。
実
施
は
来
年
一
月
一
日
か
ら
で
、
大
蔵
省
は
平
年

度
ベ
ー
ス
で
三
千
億
-
四
千
億
円
の
税
収
を
見
込
ん
で
い
る
。

0
建
設
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
一
九
九
〇
年
度
の
新
設
住
宅
着
工

戸
数
は
、
前
年
度
比
○
･
四
%
減
の
一
六
六
万
五
、
三
六
七
戸
。

史
上
五
位
の
高
水
準
。

0
大
蔵
省
の
一
九
九
〇
年
度
の
国
際
収
支
速
報
に
よ
る
と
、
経
常

黒
字
は
三
三
八
億
一
、
六
〇
〇
万
ド
ル
と
前
年
度
比
三
六
･
七
%

の
大
幅
減
少
。
湾
岸
戦
争
で
の
多
国
籍
軍
財
政
支
援
や
原
油
価
格

の
高
騰
な
ど
で
貿
易
黒
字
が
減
っ
た
の
が
主
因
。

0
国
税
庁
が
平
成
二
年
分
の
確
定
申
告
で
所
得
税
が
一
、
○
○
0

万
円
を
超
え
た
高
額
納
税
者
を
公
示
、
全
国
上
位
一
〇
〇
人
の
番

付
を
発
表
。
土
地
長
者
が
六
〇
人
、
株
長
者
は
八
人
増
え
て
三
五

人
。

0
消
費
税
見
直
し
の
た
め
の
消
費
税
法
改
正
が
、
参
院
本
会
議
で

全
会
一
致
で
可
決
、
成
立
。
家
賃
、
入
学
金
な
ど
の
非
課
税
化
や

簡
易
課
税
の
適
用
上
限
の
引
き
下
げ
な
ど
が
柱
で
、
一
〇
月
か
ら

実
施
。

0
建
設
省
が
一
九
九
〇
年
度
の
｢公
共
工
事
着
工
統
計
｣
を
発
表
。

国
の
事
業
と
地
方
単
独
事
業
を
合
わ
せ
た
全
公
共
事
業
の
発
注
実

績
は
、
一
四
兆
六
、
0
四
六
億
円
(前
年
度
比
八
･
六
%
増
)
と

な
り
、
六
年
連
続
の
増
加
で
過
去
最
高
。

事

項

開
月
･
日

道
路
行
政
の
動
き

0
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一部
を
改
正
す
る
法
律
公
布

0
全
国
道
路
利
用
者
会
議
第
四
三
回
定
時
総
会
開
催

0
｢国
際
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｣
開
催

事

項

◎

醐

o
醐

o
寵

o
臨
o
諦
o
崗
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愛
煙
家
が
突
然
、
禁
煙
し
た
り
。
朝
の
パ
ン
食
党

が
米
飯
に
変
り
、
ズ
ボ
ラ
が
急
に
真
面
目
に
な
っ
た

り
す
る
。
そ
ん
な
日
常
の
小
事
か
ら
、
大
は
主
義
や

信
念
を
変
え
る
と
き
登
場
す
る
の
が
、
君
子
豹
変
で

あ
る
。
豹
変
と
は
季
節
に
よ
っ
て
豹
の
体
毛
が
抜
け

変
っ
て
、
黄
･
黒
の
ま
ん
だ
ら
模
様
が
鮮
や
か
に
な

る
こ
と
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
、
逆
に
見
る
と
、
豹
変
す
れ
ば
、
誰
で

も
が
君
子
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
言
う
お
か
し
さ
が

あ
る
。
君
子
と
は
そ
ん
な
安
物
の
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
。
辞
書
に
よ
れ
ば
高
い
官
職
の
人
。
徳
行
の
備
っ

て
い
る
人
。
品
位
の
高
い
人
と
あ
る
。
要
す
る
に
偉

い
人
の
総
称
で
あ
る
。
偉
い
人
だ
け
が
豹
変
で
き
る

と
な
れ
ば
、
私
達
小
人
が
変
身
し
た
と
き
は
ど
の
言

葉
を
使
っ
た
ら
良
い
か
。答
え
は
小
人
革
面
。
(革

し
面

は
面
を
革
た
む
と
読
む
。)
こ
の
言
葉
。
語
呂
が
悪
い

の
か
俗
っ
ぽ
過
ぎ
る
の
か
、
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な

い
。
語
感
が
良
い
豹
変
ば
か
り
が
独
り
歩
き
し
て
い

る
↓。君

子
豹
変
。
小
人
革
面
。
征
凶
。
居
貞
吉
。

こ
れ
は
易
経
、
六
四
卦
の
一
つ
｢革
｣
と
言
う
卦

の
中
に
あ
る
。
革
命
あ
る
い
は
改
革
が
成
功
し
た
後

の
身
の
処
し
方
を
教
示
し
て
い
る
。
世
の
中
が
大
き

く
様
変
り
し
た
と
き
。偉
い
人
ほ
ど
新
し
い
時
代
に
、

心
も
身
も
鮮
や
か
に
変
身
す
る
現
実
を
言
っ
て
い

る
。
小
人
は
そ
ん
な
変
化
に
追
い
つ
い
て
行
け
ず
、

天
を
仰
い
で
一
人
淋
し
く
生
き
る
か
、
そ
れ
と
も

精
々
他
人
が
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
っ
と
も
ら

し
い
顔
付
き
や
、
態
度
を
と
っ
て
、
豹
変
し
た
指
導

者
に
つ
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
人
特
有
の
潔

癖
さ
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
悪
い
と
さ

れ
勝
ち
だ
。
が
中
国
で
は
生
き
る
た
め
に
は
当
然
の

こ
と
と
し
、
易
経
で
も
こ
れ
を
薦
め
て
い
る
。

歴
史
を
見
れ
ば
、
時
代
の
節
目
/
＼
で
革
命
が
あ

り
改
革
が
あ
っ
た
。
中
国
の
歴
史
は
日
本
史
と
比
べ

て
、
も
っ
と
生
ま
ぐ
さ
い
革
命
に
終
始
し
て
い
る
。

四
○
数
年
前
の
日
本
敗
戦
は
、
外
圧
に
よ
る
革
命
で

あ
っ
た
。
私
達
は
そ
こ
で
人
々
の
君
子
豹
変
小
人
革

面
の
変
貌
を
見
た
り
、
き
い
た
り
、
味
っ
た
り
し
た
。

天
下
国
家
の
話
し
ば
か
り
で
は
な
い
。
会
社
で
も
社

長
が
変
れ
ば
役
員
は
豹
変
し
、従
業
員
は
革
面
す
る
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
の
が
人
間
な
の
で

あ
る
。

象
曰
、
君
子
豹
変
、
其
文
蔚
也
。
小
人
革
し
面

順

以
従
し
君
也
。
と
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
易
経
で
言
う
革
命
改
革
は
、
成
功
に

導
く
ま
で
の
過
程
が
極
め
て
暗
い
。
二
女
同
居
、
其

志
不
二相
得
一曰
し革
。二
女
同
居
、例
え
ば
嫁
と
姑
が
、

一
つ
家
の
中
で
主
導
権
を
争
い
、
暗
黙
の
う
ち
に
火

花
を
散
ら
し
て
い
る
。
そ
ん
な
陰
湿
な
感
情
対
立
の

中
か
ら
、
血
で
血
を
洗
う
革
命
が
生
ま
れ
出
る
の
だ

と
言
っ
て
い
る
。
選
挙
に
よ
る
政
権
交
替
は
、
革
命

に
つ
き
も
の
の
暗
さ
を
、
明
る
く
処
理
す
る
民
主
主

義
の
智
恵
だ
ろ
う
。

三
千
年
前
の
書
物
易
経
を
読
む
た
び
に
、
新
し
さ

を
感
じ
る
の
は
、
科
学
が
こ
れ
だ
け
進
歩
し
た
中
に

あ
っ
て
も
、
人
間
の
本
質
は
一
向
に
変
っ
て
い
な
い

証
拠
だ
ろ
う
。
取
締
役
会
で
社
長
の
座
を
追
わ
れ
た

人
が
、
そ
の
席
で
"な

ぜ
だ
と
言
っ
た
"
と
言
う
が
、

そ
の
よ
う
な
人
こ
そ
、
か
つ
て
自
分
が
社
長
に
な
る

ま
で
豹
変
革
面
を
、
何
度
と
な
く
繰
返
し
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
、
豹
変
革
面
す
る
人
心
を
読
み
切
れ
な

か
っ
た
高
慢
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
高
慢
さ
は

ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
易
経
は
獨
り遠
珍
バ美
。也
。
即

ち
自
分
が
天
狗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い

ハノ
oと

も
か
く
国
家
で
も
会
社
で
も
革
命
や
改
革
が
成

功
し
た
と
き
は
混
乱
し
て
い
る
。
新
し
く
指
導
者
と

な
っ
た
人
は
、
当
分
の
間
事
業
の
拡
張
を
慎
み
内
部

を
か
た
め
る
こ
と
。
そ
れ
に
従
う
人
達
は
自
分
自
身

の
立
場
を
正
し
く
守
る
こ
と
が
安
全
だ
と
教
え
て
い

る
。
征
凶
。
居
貞
吉
。
が
こ
れ
で
あ
る
。

(が
)
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