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第

一　
原
発
訴
訟
の
重
要
性

今
の
日
本
の
社
会
問
題
、
政
治
問
題
、
経
済
問

題
の
中
で
一
番
重
要
な
問
題
は
、
実
は
原
発
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
は
大
げ
さ
だ
と
い
う
人
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
事
実
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
′

な
ぜ
な
ら
ば
、
原
発
の
重
大
事
故
は
、
全
て
の

社
会
的
な
基
礎
を
覆
す
か
ら
だ
。
福
島
第

一
原
発

事
故
の
最
中
に
当
時
の
原
子
力
委
員
会
の
委
員
長

近
藤
駿
介
氏
が
菅
直
人
首
相

（当
時
）
に
提
出
し

た

「福
島
第

一
原
子
力
整
電
所
の
不
測
事
態
シ
ナ

リ
オ
の
素
描
」
（通
称

「最
窓
シ
ナ
リ
オ
し

は
、

事
故
が
里堅
悪
の
経
過
を
た
ど
れ
ば
、
半
径
二
五
〇

血
圏
内

（首
都
圏
を
含
む
東
日
本
全
体
）
が
退
避

地
域
に
な
る
と
警
告
し
た
。
そ
れ
は
、
国
が
亡
び

る
の
に
等
し
い
被
害
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
全
て
の

経
済
活
動
は
停
止
し
、
日
常
生
活
は
根
底
か
ら
覆

さ
れ
る
。
治
安
の
維
持
、
貧
富
の
格
差
是
正
、
介

護
等
の
福
祉
、
一屋
用
拡
大
、
荻
育
、
待
機
児
童
の

解
消
、
文
化

と
ボ術
の
振
興
な
ど
ど
こ
ろ
で
は
な

く
な
る
。
行
政
の
機
能
は
麻
痺
す
る
。
司
法
さ
え

機
能
し
な
く
な
る
。
裁
判
官
も
放
射
能
か
ら
逃
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
全
て
の
社
会
、
政

治
、
経
済
問
題
は
原
発
重
大
事
故
に
よ
っ
て
吹
き

飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
原
発
重
大
事
故

を
起
こ
さ
な
い
こ
と
は
全
て
の
社
会
、
政
治
、
経

済
問
題
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
原
発
重
大
事
故
を
起
こ
さ

せ
な
い
た
め
に
提
起
さ
れ
る
原
発
訴
訟
は
重
要
な

の
で
あ
る
。
国
の
存
立
基
盤
に
関
わ
る
の
だ
か

ら
い
全
て
の
裁
判
の
中
で
原
発
訴
訟
が
一
番
重
要

だ
と
い
う
の
は
決
し
て
大
げ
さ
な
言
い
分
で
は
な

河

合

弘

之

く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
、
最
一局
裁
で
確
定

す
る
ま
で
執
行
力
を
持
た
な
い
。
そ
れ
で
は
時
間

的
に
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仮
処
分
が

庁

多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
再
稼
働
許
可

（法
的
に
は
、
新
規
制
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
の
合

格
即
ち
設
置
変
更
許
可
）
の
な
さ
れ
た
原
発
に
つ

い
て
、
順
次
、
差
止
仮
処
分
が
申
請

（勿
論
、
本

案
訴
訟
は
維
持
し
つ
つ
）
さ
れ
る
と
い
う
の
が
現

在
の
流
れ
だ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、　
一
つ
の
原
発

に
複
数
の
仮
処
分
が
申
し
立
て
ら
れ
る

（四
国
電

力
の
伊
方
原
発
に
つ
い
て
は
、
松
山
、
広
島
、
大

分
、
山
口
の
各
地
裁
に
係
属
し
て
い
る
）。
現
在
、

全
国
で
本
案
訴
訟
は
二
九
件
、
仮
処
分
は
八
件
が

係
属
し
て
い
る
。

②
行
政
訴
訟
は
再
稼
働
許
可

（設
置
変
更
許

可
）
の
取
消
訴
訟
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
川
内
原
発
に
つ

い
て
の
設
置
・全
史
許
可
取
消
訴
訟
や
も
ん
じ
ゅ
に

つ
い
て
の
設
置
許
可
の
取
消
し
の
義
務
付
け
、
設

置
許
可
無
効
確
認
が
あ
る
。

③
損
害
賠
償
請
求
は
、
福
島
原
発
事
故
に
起
因

す
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
で
あ
る
。
原
子
力
損
害

賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続

（以
下
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
）
で
処
理
さ
れ
て
い
る

件
数
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
そ
れ
に
不
満
ま
た
は

信
頼
し
な
い
人
々
が
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
。

原
賠
法
に
よ
り
無
過
失
責
任
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
因
果
関
係
の
主
張

ｉ
ユ
証
で
足
り
る
。
た
だ

し
、
国
を
も
被
告
と
す
る
場
合
は

「規
制
権
限
不

行
使
」
を
過
失
と
し
て
主
張

上
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
前
橋
地
裁
判
決

（平
成
二
九
年
二
月

一
七
日
）
は
こ
れ
を
認
め
た
。
そ
の
後
、
千
葉
地

裁
判
決

（平
成
二
九
年
九
月
二
二
日
）
は
こ
れ
を

否
定
し
、
福
島
地
裁
判
決

（平
成
二
九
年

一
〇
月

一
〇
日
）
は
こ
れ
を
認
め
た
。
な
お
、
原
発
事
故

に
よ
る
被
害
で
最
も
深
刻
か
つ
核
心
的
な
の
は
、

甲
状
腺
が
ん
、
白
血
病
な
ど
の
健
康
被
害
で
あ

る
。
小
児
甲
状
腺
が
ん
は
本
来
は
一
〇
〇
万
人
に

一
～
二
人
と
い
う
稀
な
病
気
だ
が
、
福
島
で
は
三

八
万
人
に
対
し
て
一
九
〇
人
以
上
発
生
し
て
い

る
。
こ
の
異
常
な
発
生
率
は
、
小
児
甲
状
腺
が
ん

と
福
島
原
発
事
故
の
因
果
関
係
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
政
府
も
県
も

「因
果
関
係
が
あ
る

と
は
考
え
に
く
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
も

あ
っ
て
か
、
原
発
事
故
と
健
康
被
害
の
因
果
関
係

を
認
め
た
判
例
は
な
い
。
し
か
し
、
小
児
甲
状
腺

が
ん
を
理
由
と
す
る
訴
訟
の
提
起
が
起
き
る
こ
と

は
必
至
で
注
目
さ
れ
る
。

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
全
国
で
約
二
〇
件
、

原
告
数
で
約

一
万

一
〇
〇
〇
人
と
い
う
状
況
で
あ

ワ０
。④

株
主
代
表
訴
訟
は
、
東
京
電
力
の
株
主
が
提

岐
路
に
立
つ
裁
判
官

（８
）

独
立
し
た
司
法
が
原
発
訴
訟
と
向
き
合
う

―
―
原
発
訴
訟
の
基
礎
知
識
―
―

第
二
　
原
発
訴
訟
の
種
類

原
発
関
連
訴
訟
の
種
類
と
し
て
は
、
①
差
止
訴

訟
、
②
設
置
許
可
取
消
の
行
政
訴
訟
、
③
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
、
④
株
主
代
表
訴
訟
が
あ
る
。

①
差
止
訴
訟
は
、
本
案
訴
訟
と
仮
処
分
事
件
に

分
か
れ
る
。
従
来
は
、
本
案
訴
訟
が
ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
が
、
最
近
は
仮
処
分
に
重
点
が
移
り
つ
つ
あ

る
。
本
案
訴
訟
で
は
、
判
決
に
仮
軌
行
宣
言
が
つ



4判 例 時 報 2345号

起
し
て
い
る
。
勝
俣
恒
久
氏
ら
元
幹
部
役
員
を
被

告
と
し
、
訴
額
は
、
二
二
兆
円
で
あ
る
。
た
だ

し
、
貼
用
印
紙
額
は
、
株
主
代
表
訴
訟
な
の
で
、

一
万
三
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。
審
理
は
、
人
証
調
べ

直
前
で
、
強
制
起
訴
に
よ
る
刑
事
事
件
の
進
行
を

横
目
で
見
な
が
ら
進
行
し
て
い
る
。

第
三
　
原
発
訴
訟
の
技
術
的
困
難
性
と
課

題原
発
訴
訟
は
技
術
的
側
向
が
非
常
に
強
い
。
原

発
の
基
本
的
構
造
に
始
ま
り
、
地
震
、
津
波
、
火

山
、
人
為
的
ミ
ス
等
々
に
つ
い
て
の
発
生
原
因
、

そ
の
威
力

・
効
果
、
そ
れ
ら
へ
の
安
全
対
策
の
内

容
と
効
力
、
事
故
発
生
時
の
対
応
、
避
難
の
方

法

・
実
効
性
等
々
全
て
に
わ
た
っ
て
一局
度
な
技
術

的
知
識
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
張

・

立
証
の
た
め
膨
大
な
主
張
董
阜
向
と
書
証
が
提
出
さ

れ
る
。
書
証
番
号
が
五
〇
〇
号
証
を
超
え
る
こ
と

は
珍
し
く
な
い
。

そ
れ
ら
に
よ
る
論
争
に
い
き
な
り
分
け
入
る
と

裁
判
官
は
自
信
を
失
い
、
訳
が
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
裁
判
官
は

「分
か
っ
た

ふ
り
」
ま
た
は

「分
か
っ
て
い
る
ふ
り
」
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
、

当
事
者

へ
の
率
直
な
質
問
や
釈
明
を
し
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
に
な
る
。
質
問
な
ど
を
す
る
と

「分

か
っ
て
い
な
い
」
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
そ
の
結
果
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
電
力

会
社
、
行
政
当
局
、
電
力
側
の
学
者
の
意
見
を
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
、
は
さ
み
と
の
り
で
判
決
を
書

く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が

一

番
楽
で
無
難
だ
か
ら
だ
。
判
決
後
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
か
ら

「素
人
の
裁
判
官
に
何
が
分
か
る
の
か
」

と
い
っ
た
心
な
い
非
難
を
受
け
な
い
で
済
む
か
ら

だ
。一　

謹

一

過
度
に
技
術
的
な
迷
路
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
第

一
に
、
裁
判
官
は
日
本

の
原
子
力
発
電
の
問
題
の
全
体
像
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
。
原
発
問
題
に
つ
い
て
の
俯
敵
図
を
持

つ
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
日
本
社
会
全
体

に
お
け
る
当
該
訴
訟
の
位
置
付
け
や
意
味
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
、
見
当
違
い
の
非
常
識
な
判
決

を
し
な
い
で
済
む
。
「木
を
見
て
森
を
見
ず
」
の

弊
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
発
の
全
体
像

を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
書
物
や
映

画

（ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
）
を
見
る
の
が
良
い
。

裁
判
官
に
私
知
は
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
当
事

者
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
書
物
や
映
画
を
証
拠
と

し
て
提
出
す
る
よ
う
促
せ
ば
よ
い
。
原
発
推
進
側

の
も
の
と
し
て
は

「原
子
力
白
書
」
、
反
対
側
の

書
物
と
し
て
は

「原
子
力
市
民
年
鑑
」
、
「反
原

発
、
出
前
し
ま
す
　
一局
木
仁
二
郎
講
義
録
」
、
映

画
と
し
て
は

「日
本
と
原
発
　
４
年
後
」
（法
廷

で
上
映
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
）、
「
日
本
と
再
生

光
と
風
の
ギ

・ガ
ワ
ッ
ト
作
戦
」
な
ど
が
よ
い
だ
ろ

テｎノ。現
在
、
日
本
で
は
、
原
発
に
つ
い
て
、
「
必

要

・
安
全

。
安
心
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
根
強
く
展

開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
三
・

一
一
福
島
原
発
事
故
直
後
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
た

が
、
最
近
は
再
び
息
を
吹
き
返
し
て
い
る
。
裁
判

官
も
テ
レ
ビ
も
見
れ
ば
新
聞
も
読
む
。
裁
判
官
も

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
影
響
を
受
け

「資
源
小
国

の
日
本
に
は
原
発
は
必
要
だ
。
世
界
最
高
の
新
規

制
基
準
に
合
格
し
た
原
発
は
安
全

・
安
心
だ
ろ

う
」
と
思
っ
て
い
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
思
考
枠

組

の
バ
イ
ア
ス
を
先
ず
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
原
子
力
問
題
の
俯
欧
図
的

把
握
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

一
一　
課
題
二

技
術
的
迷
路
に
入
り
込
ま
な
い
方
法
の
第
二

は
、
裁
判
官
が
当
事
者
に
率
直
に
質
問
す
る
こ
と

だ
。今

ま
で
に
原
発
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
裁
判
官
が
、
い
き
な
り

技
術
的
問
題
を
提
示
さ
れ
て
、
す
ぐ
に
理
解
で
き

る
は
ず
が
な
い
。
当
事
者
は
そ
の
よ
う
に
見
て
い

る
。
だ
か
ら
、
裁
判
官
は
心
を
開
い
て
率
直
に
質

問
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
間
答
の
や
り
取
り
に
よ
っ

て
、
裁
判
官
は
問
題
の
核
心
に
近
付
き
、
正
し
い

理
解
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
た
だ
し
、
そ

の
た
め
に
は
、
裁
判
官
は
記
録
を
よ
く
読
ん
で
間

題
点
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
記
録

を
読
ま
な
け
れ
ば
質
問
も
で
き
な
い
の
だ
。

私
た
ち
は
、
質
問
を
ほ
と
ん
ど
発
し
な
い
裁
判

官
に
接
す
る
と
、
「
こ
の
裁
判
官
は
記
録
を
読
み

込
ん
で
い
な
い
な
。

」
と
み
る
。
そ
の
よ
う
な
裁

判
官
は
審
理
は
形
式
的
に
さ
っ
さ
と
進
め
て
結
審

し
、
そ
れ
か
ら
ゆ
つ
く
り
と
記
録
に
目
を
通
し

て
、
電
力
、
行
政
側
の
主
張
と
証
拠
を
適
宜
採
用

し
た
判
決
を
書
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

想
像
す
る
。

裁
判
官
に
よ
る
質
問
の
場
と
し
て
適
切
な
の
が

「プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
弁
護
士
ま

た
は
専
門
家
が
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
用
い

な
が
ら
、
技
術
的
な
問
題
点
を
説
明
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
随
時
、
「そ
こ
を
も
う
ち

ょ
っ
と
説
明
し
て
下
さ
い
。

」
と
か

「
こ
の
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
の
こ
の
赤
線
は
活
断
層
な
の
で
す

か
」
と
か
質
問
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
伊
方
原
発
差
上
の
仮
処
分
な

ど
で
数
回
実
施
さ
れ
た
実
債
が
あ
る
。
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
法
的
位
置
付
け
は
議
論
が
あ
る

が
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
印
刷
し
た
も
の
を
調
書

に
添
付
す
る
な
ど
記
録
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
以
外

に
、
裁
判
官
が
董
旦向
に
よ
る
求
釈
明
を
し
て
当
事

者
に
釈
明
書
を
出
さ
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
審
訊
の

場
で
更
に
質
疑
を
す
る
と
い
う
の
も
良
い
方
法
で

あ
る
。
あ
る
高
等
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
実
績
が
あ

ＺＯ
。〓

一　
課
題
三

第
二
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

住
民
側
と
電
力
側
、
国
側
と
の
力
量
の
差
で
あ

Ｚρ。電
力
側
、
国
側
に
は
支
援
す
る
学
者
が
集
団
と

し
て
存
在
す
る
。
電
力

・
国
側
か
ら
依
頼
さ
れ
れ

ば
喜
ん
で
電
力

・
国
側
に
有
利
な
意
見
書
や
鑑
定

書
を
書
く
有
力
学
者
は
た
く
さ
ん
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
原
発
推
進
に
賛
同
す
る
学
者
や
大
学
教
授
は
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日
常
的
に
電
力
側
か
ら
研
究
費
や
冠
講
座
を
も
ら

い
、
ゼ
ミ
学
生
の
就
職
厚
遇
な
ど
を
得
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
頼
ま
れ
れ
ば
進
ん
で
意
見
書
を
書

き
、
証
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
有
償
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
原
発
反
対
側
は
そ
う
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
原
発
反
対
も
し
く
は
中
立
を
標
榜
す
る

学
者
は
企
業
か
ら
研
究
費
を
も
ら
え
な
い
。
企
業

に
支
配
さ
れ
る
学
界
で
の
地
位
向
上
も
望
め
な

い
。
だ
か
ら
、
脱
原
発
に
味
方
す
る
学
者
が
極
め

て
少
数
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
者
の
意
見
書

を
も
ら
う
こ
と
、
ま
し
て
証
人
に
立
っ
て
も
ら
う

の
も
大
変
に
困
難
を
伴
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
電
力
側
、
国
側
に
は
多
数
の
有
能
な
技

術
社
員
、
公
務
員
が
い
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
で
も

か
と
ば
か
り
に
、
詳
し
い
技
術
的
な
書
類
を
提
出

し
て
く
る
。
代
理
人
弁
護
士
名
の
準
備
董
且向
の
か

た
ち
は
取
っ
て
い
て
も
、
実
質
は
技
術
社
員
が
書

い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。
他
方
、
原
告
側

に
は
そ
の
よ
う
な
者
は
お
ら
ず
、　
一
か
ら
十
ま
で

弁
護
と
が
勉
強
を
し
て
萱
向
を
書
く
の
で
あ
る
。

代
理
人
弁
護
士
の
処
遇
に
し
て
も
電
力
側
の
弁

護
士
は
十
分
な
報
酬
を
得
て
原
発
擁
護
事
件
に
邁

進
で
き
る
が
、
脱
原
発
側
弁
護
士
は
垂⊆
文
笠
も
成

功
報
酬
も
無
い
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
他
の
民

事
事
件
で
細
々
と
収
入
を
得
て
、
原
発
事
件
に
つ

ぎ
込
む
と
い
う
者
が
大
半
で
あ
る
。

一
か
ら
十
ま
で
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か

ら
、
裁
判
官
は
、
双
方
の
主
張
垂
二向
、
証
拠
を
見

る
と
き
に
、
割
り
引
き
を
し
て
判
断
を
す
べ
き
で

あ
る
。

四
　
課
題

四

技
術
的
な
迷
路
に
入
ら
な
い
第
四
の
方
法
と
し

て
、
技
術
的
に
微
細
な
論
点
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
原

発
訴
訟
の
各
論
点
は
、
本
来
的
に
は
常
識
で
判
断

し
う
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と

で
あ
る
。

大
飯
原
発
差
上
の
本
案
訴
訟
で
福
井
地
裁
判
決

が

「十
年
の
間
に
基
準
地
震
動

（想
定
地
震
強

度
）
を
超
え
る
地
震
が
五
回
も
原
発
を
襲
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
は
、
結
果
と
し
て
基
準
地
震
動
の

定
め
方
が
不
適
当
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な

ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
を
後
講
釈
で
聞
い
て
も
意
味

が
な
い
。」
と
断
じ
た
手
法
で
あ
る
。
「
ハ
ウ
ス
メ

ー
カ
ー
の
住
宅
の
耐
震
力
は
五

一
一
五
ガ
ル

（三

井
ホ
ー
ム
）、
三
四
〇
六
ガ
ル

（住
友
林
業
）
な

ど
で
あ
る
。
他
方
、
高
浜
原
発
の
耐
震
力

（基
準

地
震
動
）
は
七
〇
〇
ガ
ル
で
あ
る
。
原
発
が
住
宅

よ
り
も
六

・
七
倍
も
弱
く
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。

せ
め
て
、
日
本
の
過
去
最
大
の
四
〇
四
四
ガ
ル

（岩
手

・
宮
城
内
陸
地
震
）
を
耐
震
力
に
す
べ
き
」

と
い
う
よ
う
な
手
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
だ
と
技
術
的
に
素
人
で
あ
る

裁
判
官
も
自
信
を
も
づ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

ワＯ
。五

　
課
題
五

第
五
に
留
意
す
べ
き
は
被
害
の
大
き
さ
と
要
求

さ
れ
る
安
全
度
は
正
比
例
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

Ｚや。裁
判
官
は
ま
ず
第

一
に
、
そ
の
原
発
が
危
険
か

を
判
断
し
、
第
二
に
危
院
だ
と
判
断
で
き
た
ら
そ

れ
に
よ
っ
て
起
き
る
被
害
の
大
き
さ
を
判
断
し
、

し
か
る
の
ち
に
差
し
止
め
る
か
否
か
を
決
定
す
る

と
い
う
思
考
過
程
を
取
り
が
ち
で
あ
る
。
現
に
そ

の
よ
う
に
言
明
し

「福
島
原
発
事
故
に
よ
る
被
害

の
こ
と
は
後
回
し
だ
。
当
該
原
発
が
安
全
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
論
点
に
入
る
必
要
が
な
い

の
だ
か
ら
。」
と
言
っ
た
裁
判
官
が
い
た
。
そ
れ

に
対
し
私
た
ち
は

「そ
れ
は
違
う
。
福
島
原
発
事

故
に
よ
る
被
害
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原

発
が
重
大
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
に
引
き
起
こ
す

損
害
の
大
き
さ
を
立
証
す
る
こ
と
は
必
要
だ
。
な

ぜ
な
ら
、
予
想
さ
れ
る
被
害
の
大
き
さ
と
そ
の
原

発
に
要
求
さ
れ
る
安
全
度
は
正
比
例
す
る
か
ら

だ
。
花
火
工
場
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
要
求
さ

れ
る
安
全
度
と
原
発
に
要
求
さ
れ
る
安
全
度
と
は

格
段
に
違
う
。
だ
か
ら
、
た
だ
抽
象
的
に
、
「当

該
原
発
は
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
は
あ
る
か
、
と

い
う
判
断
で
は
駄
目
だ
」
と
主
張
し
審
理
方
針
を

変
え
さ
せ
た
。

第
四
　
お
わ
り
に
―
原
発
裁
判
は
政
治
的

裁
判
で
は
な
い

原
発
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
側

（住
民
側
）
を

勝
訴
さ
せ
る
こ
と
は
裁
判
官
に
と
っ
て
大
き
な
精

神
的
負
担
と
な
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
来

は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
だ
０
な
ぜ
な
ら
、
原
発
是

か
非
か
と
い
う
問
題
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
単
に

電
気
の
作
り
方
に
関
す
る
価
値
無
関
係
的
問
題
の

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
科
学
的

。
物

理
的
問
題
が
政
治
問
題
化
す
る
の
は
、
我
が
国
に

お
い
て
は
、
原
子
力
発
電
が
強
大
か
つ
堅
固
な

政

・
官

・
財
の
利
益
共
同
体

（「原
子
カ
ム
ラ
」

と
い
わ
れ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
も
そ
の
意
向
を
付
度

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
原
発
問
題
を
政
治
間

題
化
し
て
い
る
の
は
、
原
発
反
漸
派
で
は
な
く
、

原
発
推
進
勢
力
な
の
で
あ
る
。
原
発
に
反
対
す
る

こ
と
は
、
こ
の
強
大
な
利
益
共
同
体
と
政
治
的
対

決
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
発
を
差
し
止
め
る
判

決
を
出
す
こ
と
は
、
こ
の
強
大
な
利
益
共
同
体
の

意
向
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原

子
カ
ム
ラ
に
属
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
は
、

心
な
い
批
判
を
そ
の
裁
判
官
に
投
げ
か
け
る
の

だ
。
そ
れ
が
、
裁
判
官
が
大
き
な
精
神
的
負
担
を

感
ず
る
原
因
で
あ
る
。

し
か
し
、
憲
法
七
六
条
三
項
は

「す
べ
て
裁
判

官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権
を

行
ひ
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ

る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
裁
判
官
は
、
そ
の
よ

う
な
精
神
的
負
担
を
は
ね
の
け
て

「良
心
」
と

「憲
法
又
び
法
律
」
に
の
み
従
っ
て
判
決
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
決
は
匿
名
で
書
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
必
ず
歴
史
に
名
を
残
す
。
将
来
、
大

災
害
や
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
な
ど
に
よ
っ
て
原
発
重
大

事
故
が
起
き
た
と
き
に
、
そ
れ
を
許
し
て
し
ま
っ

た
裁
判
官
と
し
て
名
を
残
す
の
か
、
国
民
を
国
家

的
破
滅
か
ら
救
っ
た
名
裁
判
官
と
し
て
名
を
残
す

の
か
。
そ
れ
が
間
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（か
わ
い
ひ
ろ
ゆ
き
・
弁
護
士
）

屠
畔
偲

「独
立
し
た
司
法
が
原
発
訴
訟
と
向
き

合
う
」
で
は
、
今
後
、
井
戸
謙

一
弁
護
士
、
海
渡

雄

一
弁
護
と
、
中
野
宏
典
弁
護
士
、
岡
田
正
則
荻

授
が
論
じ
る
予
定
で
す
。


