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〔
以
下
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
は
、『
自
然
と
人
間
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１
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年
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号
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。〕

　

日
本
経
団
連
の
『
経
営
労
働
政
策
研
究
委
員
会
報
告
』
が
発
表
さ
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
効
果

で
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
報
じ
て
い
る
が
、
経
営
者
団
体
は
労
働
者
に
い
っ
そ
う
厳
し
い
対
応
を
迫

っ
て
い
る
。『
報
告
』
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
法
政
大
学
大
原
社
研
の
五
十
嵐
仁
教
授
に
聞
い
た
。（
聞
き
手　
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編
集
部
）

　

今
年
の
『
経
営
労
働
政
策
委
員
会
報
告
』
が
発
表
さ
れ
、
日
本
経
団
連
が
賃
上
げ
を
認
め
た
か
の
よ
う
な
報

道
が
く
り
返
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
『
報
告
』
は
労
働
者
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
甘
い
内
容
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

 　
『
報
告
』
全
体
の
印
象
を
言
え
ば
、「
焼
け
石
に
水
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
水
を
か
け
な

が
ら
石
を
焼
い
て
い
る
」
よ
う
な
姿
勢
を
感
じ
ま
す
。
し
か
も
、「
ぬ
る
ま
湯
」
を
「
部
分
的
に
」
か
け
る
と
い

う
も
の
で
す
。

　
「
部
分
的
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
経
団
連
が
こ
れ
ま
で
も
言
っ
て
き
た
「
支
払
い
能
力
の
あ
る
」
企
業
、

儲
か
っ
て
い
る
企
業
だ
け
と
い
う
意
味
で
す
。

　
「
ぬ
る
ま
湯
」
と
い
う
の
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
以
外
の
と
こ
ろ
で
賃
金
改
善
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
熱

を
冷
ま
す
効
果
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

多
少
の
賃
金
改
善
が
民
間
大
企
業
、
特
に
輸
出
産
業
を
中
心
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
体

と
し
て
可
処
分
所
得
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
　

 

避
け
ら
れ
な
い
実
質
賃
金
の
低
下

　

賃
金
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、「
儲
か
っ
て
い
て
余
剰
が
あ
る
企
業
な
ら
、
少
し
く
ら
い
お
こ
ぼ
れ
を
あ
げ
て
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も
い
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
日
本
経
団
連
の
主
張
は
、
典
型
的
な
「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
」（
お
こ
ぼ
れ
）

理
論
で
す
。
こ
の
考
え
方
で
は
、
利
益
が
上
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
賃
上
げ
を
し
な
く
て
も
い
い
、
経
営
が
厳
し

け
れ
ば
賃
下
げ
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
賃
金
は
労
働
力
の
再
生
産
費
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
企
業
は
生
活
を
保
障
す

る
に
足
る
賃
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
『
報
告
』
で
は
、
降
格
・
降
給
に
つ
い
て
も
制
度
化
を

検
討
し
て
い
く
と
言
っ
て
お
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
と
ん
で
も
な
い
春
闘
方
針
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　
「
焼
け
石
に
水
」
と
言
え
ば
、
連
合
の
「
最
低
１
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
」
と
い
う
要
求
も
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

政
府
の
イ
ン
フ
レ
目
標
は
２
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
す
で
に
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
１
・
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
物
価
上

昇
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
賃
上
げ
で
は
実
質
賃
金
が
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も
、
４
月
以
降
に

は
消
費
税
が
５
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
８
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
社
会
保
険
料
の
負
担
も

増
え
る
の
で
、
可
処
分
所
得
が
増
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

 　
　

非
正
規
労
働
者
の
待
遇
が
悪
化
す
る

　
『
報
告
』
で
は
、
全
労
働
者
ベ
ー
ス
の
平
均
年
収
額
が
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
増
加
な
ど
非
正
規
労
働
者
の
比
率
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
労
働
者
派
遣
法
の
「
改
正
」
を
打
ち
出
す
な
ど
非
正
規
労
働
者
を
さ
ら
に
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
大
き
な
矛
盾
で
す
。

　

ま
た
、「
賃
金
制
度
の
多
様
化
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
多
様
化
す
る
こ
と
が
労
働
者
の
収
入
減
に
つ
な
が
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
多
様
化
し
た
結
果
、
ベ
ア
の
引
き
上
げ
や
定
期
昇
給
の
実
施
、
ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
と
い
う

恩
恵
を
受
け
る
正
規
労
働
者
は
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
と
無
縁
な
非
正
規
労
働
者
、
周
辺
的
正
社
員

の
賃
金
改
善
を
ど
う
図
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

非
正
規
労
働
者
や
周
辺
的
正
社
員
の
生
活
の
維
持
・
向
上
に
と
っ
て
は
、
時
給
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
非
常

に
重
要
で
す
。
こ
の
「
時
給
」
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
「
最
低
賃
金
制
度
」
に
つ
い
て
、「
中
央
最
低
賃
金

審
議
会
が
地
方
へ
目
安
を
示
す
意
義
は
も
は
や
失
わ
れ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
最
賃
制
度
は
、
そ
の
意
義
が

失
わ
れ
た
ど
こ
ろ
か
、
非
正
規
労
働
者
の
賃
金
改
善
に
と
っ
て
不
可
欠
の
制
度
に
な
っ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
そ

の
意
義
は
高
ま
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、「
使
用
者
側
全
員
反
対
を
表
明
す
る
地
域
が
半
数
を
超
え
て
お
り
、
直
近
５
年
間
の
平
均
は
26
・

２
地
域
に
も
上
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
だ
か
ら
制
度
は
機
能
し
て
い
な
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
で

反
対
し
て
お
い
て
、「
反
対
が
多
い
か
ら
制
度
の
意
義
は
失
わ
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
盗
人
猛
々
し
い
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
機
能
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
な
ら
、
使
用
者
側
が
反
対
せ
ず
賃
金
改
善
を
き
ち

ん
と
認
め
る
対
応
を
す
べ
き
で
す
。
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労
働
規
制
緩
和
で
雇
用
不
安
増
大

　

安
倍
政
権
の
下
で
新
自
由
主
義
的
な
規
制
改
革
が
再
起
動
さ
れ
ま
し
た
が
、『
報
告
』
で
も
規
制
緩
和
、
特
に

労
働
の
規
制
緩
和
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。「
規
制
改
革
は
…
…
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
成
長
分
野
の
み

な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
分
野
に
わ
た
る
不
必
要
な
規
制
に
つ
い
て
、
早
期
か
つ
大
胆
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
労
使
の
ど
ち
ら
に
と
っ
て
「
不
必
要
」
な
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

使
用
者
側
に
と
っ
て
不
必
要
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
必
要
な
制
度
や
規
制
、
ル
ー
ル
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
規
制
改
革
、
規
制
緩
和
だ
と
い
う
こ
と
で
、
労
働
者
側
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
取
っ
払

う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、「
近
年
、
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
」、「
36
・
６
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
」
と
認
め
た
上
で
、

「
非
正
規
雇
用
の
実
態
は
多
様
で
あ
っ
て
、
一
律
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
不
本
意

非
正
規
労
働
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
起
し
、
政
策
的
支
援
は
こ
の
人
た
ち
だ
け
に
限
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
今
ま
で
に
な
い
方
向
で
す
。

　

一
方
で
、
非
正
規
労
働
者
の
増
大
を
否
定
で
き
ず
、
問
題
解
決
に
向
け
て
何
ら
か
の
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
他
方
で
、
そ
の
対
象
を
「
不
本
意
非
正
規
労
働
者
」
と
い
う
一
部
に
限
定
す
る

わ
け
で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
非
正
規
雇
用
全
体
の
待
遇
改
善
や
規
制
強
化
を
牽
制
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
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「
限
定
正
社
員
」
は
正
社
員
の
有
期
雇
用
化

　

も
う
一
つ
新
た
に
提
起
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
勤
務
地
等
限
定
正
社
員
の
活
用
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
労
働

者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
」
す
る
と
し
て
、「
勤
務
地
や
職
種
、
労
働
時
間
を
限
定
し
た
限
定
正
社
員
（
限
定

正
社
員
を
積
極
的
に
活
用
す
る
」
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
二
つ
の
面
で
、「
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
」
に
反
し
「
使
用
者
側
の
ニ
ー
ズ
」
に
合
致
す
る
も
の
で
す
。
一

つ
は
「
限
定
正
社
員
」
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
う
こ
と
で
、
正
社
員
で
あ
り
な
が
ら
賃
金
の
低
い
人

た
ち
を
生
み
出
し
て
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
雇
用
保
障
責
任
を

軽
減
し
て
ク
ビ
を
切
り
や
す
く
す
る
こ
と
で
す
。

　
「
雇
用
保
障
責
任
は
…
…
当
然
に
は
同
列
に
は
扱
わ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す

る
法
的
整
備
が
必
要
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
正
社
員
と
は
違
っ
て
雇
い
止
め
で
ク
ビ

を
切
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
限
定
正
社
員
」
は
期
間
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
の
有
期
雇
用

労
働
者
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

期
間
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
工
場
な
ど
が
閉
鎖
さ
れ
て
勤
務
地
が
な
く
な
っ
た
り
職
種
が
な

く
な
っ
た
り
す
る
の
が
い
つ
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
勤
務
地
や
職
種
が
消
滅
す
れ
ば
雇

い
止
め
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
実
質
的
に
有
期
雇
用
と
い
う
こ
と
で
す
。
無
期
で
ず
っ
と
働
き
続
け
る
こ
と
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に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、
規
制
改
革
会
議
の
中
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
す
。
低
い
賃
金
で
雇
用
さ
れ
雇
い
止
め
が
容
易
に
な

る
と
い
う
企
業
側
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
低
賃
金
で
不
安
定
な
雇
用
と
い
う
労
働
側
の
デ
メ
リ
ッ

ト
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
解
消
の
た
め
に
は
、
勤
務
地
や
職
種
、
労
働
時
間
が
限
定

さ
れ
て
い
て
も
雇
用
そ
の
も
の
は
維
持
・
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
別
の
勤
務
地
や
職
種
へ
の
転
換
が
保

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

さ
ら
な
る
長
時
間
労
働
が
強
い
ら
れ
る

　

労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、「
健
康
確
保
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対

象
業
務
、
対
象
労
働
者
の
範
囲
拡
大
を
行
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
日
本
型
裁
量
労
働
制
も
規
制

改
革
会
議
の
中
で
出
て
き
た
も
の
で
、「
高
度
な
裁
量
を
も
っ
て
働
く
一
部
事
務
職
や
研
究
職
を
対
象
に
、
健
康

確
保
措
置
を
強
化
し
、
労
働
時
間
・
深
夜
労
働
の
規
制
の
適
用
を
除
外
す
る
制
度
を
創
設
す
べ
き
」
だ
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。

 　

そ
の
一
方
で
、「
こ
れ
ま
で
以
上
に
過
重
労
働
防
止
に
向
け
て
取
り
組
む
必
要
」
と
か
「
や
む
を
得
ず
月

１
０
０
時
間
以
上
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
一
定
要
件
の
も
と
、
労
働
者
に
医
師
の
面

接
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
」「
一
定
日
数
の
年
休
を
付
与
す
る
仕
組
み
の
導
入
」
な
ど
も
提
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案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
被
害
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
日
本
経
団
連
も
認
め
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
過
労
死
、
過
労
自

殺
や
メ
ン
テ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
な
ど
が
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
大
き
な
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
認
識

は
稀
薄
で
す
。

　

裁
量
労
働
制
の
拡
大
と
手
続
の
簡
素
化
は
さ
ら
な
る
健
康
被
害
を
生
む
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
労
働
時
間
規
制

の
適
用
を
除
外
す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
否
定
さ
れ
た
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
イ
グ
ゼ
ン
プ

シ
ョ
ン
」
の
再
版
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

月
１
０
０
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
べ
ら
ぼ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
過
労
死
ラ
イ
ン

と
さ
れ
て
い
る
月
80
時
間
以
上
の
残
業
は
一
刻
も
早
く
法
的
に
禁
止
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
す
。
年
休
の
完
全

取
得
は
当
然
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
イ
ン
タ
ー
バ
ル
休
息11

時
間
の
確
保
も
、
健
康
を
守
る

と
い
う
点
で
は
重
要
で
す
。

　

現
状
で
も
多
く
の
健
康
被
害
が
出
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
超
え
る
長
時
間
過
重
労
働
の
合
法
化
を
行
え
ば

健
康
被
害
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
、
ひ
い
て
は
企
業
と
産
業
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
維
持
で
き
な
い
！

 　

社
会
保
障
の
問
題
で
は
、「
重
点
化
・
効
率
化
」
と
言
い
な
が
ら
、
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
を
限
定
し
給

付
の
低
下
を
迫
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
年
齢
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
必
要
経
費
を
、
誰

が
ど
の
よ
う
に
保
障
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

す
で
に
一
定
の
企
業
で
は
、
年
功
に
応
じ
て
賃
金
が
上
が
る
右
肩
上
が
り
の
賃
金
制
度
で
は
な
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
年
齢
間
で
賃
金
に
差
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
賃
金
制
度
の
も
と
に
あ
る
労
働
者
が
増
え
て
き
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
補
う
公
的
給
付
を
充
実
さ
せ
な
い
な
ら
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
て
必
要
に
な

る
経
費
が
得
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

結
婚
し
て
家
庭
を
も
ち
、
子
ど
も
を
産
み
、
そ
の
子
ど
も
を
育
て
て
教
育
を
受
け
さ
せ
、
親
が
高
齢
に
な
っ

て
介
護
が
必
要
に
な
る
。
自
分
も
体
力
が
劣
え
、
病
院
に
か
か
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
い
人

が
年
を
取
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
必
要
な
経
費
は
増
え
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
を
今
ま
で
は
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
保
障
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
カ
バ

ー
さ
れ
る
労
働
者
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
公
的
な
責
任
で
何
と
か
代
替
、
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
れ
を
限
定
し
削
減
せ
よ
と
い
う
わ
け
で
す
。
労
働
者
は
一
体
ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
極
め
て
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無
責
任
な
主
張
で
す
。要
す
る
に
、企
業
が
社
会
保
険
の
負
担
を
増
や
し
た
く
な
い
と
い
う
だ
け
の
話
な
の
で
す
。

　

人
材
の
活
用
と
い
う
こ
と
で
は
、「
女
性
従
業
員
の
育
成
、
適
切
な
処
遇
」
に
は
「
意
識
改
革
が
必
要
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
セ
ク
ハ
ラ
や
マ
タ
ハ
ラ
な
ど
女
性
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
差
別
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く

言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
然
、
そ
れ
を
ど
う
な
く
す
の
か
に
つ
い
て
も
、「
意
識
改
革
」
だ
け
で
具
体
的
な
方

策
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

若
者
の
雇
用
を
め
ぐ
っ
て
も
、
離
職
率
の
高
い
企
業
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が
あ
り
ま
せ
ん
。
世
間
で
問
題

に
さ
れ
大
き
な
批
判
を
浴
び
て
い
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
に
つ
い
て
は
、
厚
労
省
も
対
策
を
立
て
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
『
報
告
』
で
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
い
う
言
葉
さ
え
出
て
き
ま
せ
ん
。

　
　

原
発
政
策
を
め
ぐ
る
資
本
の
対
立

　
『
報
告
』
で
は
、「
原
発
の
再
稼
働
プ
ロ
セ
ス
を
加
速
化
し
て
い
く
べ
き
」
だ
と
い
う
方
針
を
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
政
府
が
掲
げ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
以
上
の
原
発
推
進
論
で
す
。

　

し
か
し
、
原
発
が
企
業
活
動
に
と
っ
て
も
大
き
な
リ
ス
ク
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
で

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
今
の
政
府
・
自
民
党
で
さ
え
、
将
来
的
に
は
原
発
に
依
存
し
な
い
方
向
を
め
ざ
す
と

一
応
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
『
報
告
』
に
見
ら
れ
る
日
本
経
団
連
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
総
資
本
の
意
志
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
楽
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天
の
三
木
谷
浩
史
社
長
が
日
本
経
団
連
か
ら
飛
び
出
し
、新
経
済
連
盟
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。主
要
な
理
由
は
、

原
発
政
策
な
ど
電
力
事
業
を
め
ぐ
る
意
見
の
食
い
違
い
に
あ
り
ま
し
た
。

　

Ｉ
Ｔ
産
業
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
な
ど
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
孫
正
義
氏
も
同
様

の
ス
タ
ン
ス
で
す
。「
原
発
に
は
死
ぬ
ま
で
反
対
」「
原
発
に
代
わ
る
発
電
手
段
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
増
や
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
政
府
の
成
長
戦
略
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
」
な
ど
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
『
報
告
』
で
の
原
発
推
進
論
は
総
資
本
の
意
志
と
い
う
よ
り
、
従
来
型
の
重
厚
長
大
型
製
造

業
を
中
心
と
し
た
古
い
資
本
の
利
害
を
代
表
し
た
も
の
で
す
。
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
模
索
す
る
潮
流

は
、
こ
の
よ
う
な
方
針
に
必
ず
し
も
同
意
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

日
本
の
産
業
を
荒
廃
さ
せ
る
道
だ

　
『
報
告
』
に
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
安
倍
政
権
の
タ
カ
派
路
線
と
日
本
経
済
と
の
関
連
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
産
業
や
企
業
の
活
動
に
、
安
倍
カ
ラ
ー
が
大
き
な
阻
害
要
因
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
日
本
経
団
連
が
沈
黙
を
守
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

安
倍
首
相
に
苦
言
を
呈
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
は
ず
で
す
。
堂
々
と
文
句
を
言
え
ば
い
い
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

安
倍
首
相
の
言
動
が
日
本
の
孤
立
化
を
招
き
、
特
に
周
辺
諸
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
中
国
や
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韓
国
と
の
関
係
悪
化
で
、
貿
易
、
投
資
、
観
光
な
ど
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
事
実
で
す
。
被
害
を
被
っ
て
い
る
企
業
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
安
倍
首
相
の
軍
国
主
義
的
な
タ
カ
派
政
策

は
、
中
国
や
韓
国
の
「
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
」
を
高
め
る
元
凶
で
す
。

　

さ
ら
に
、
武
器
輸
出
三
原
則
を
緩
和
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
最
近
、
日
本
経
団
連
の
防
衛
生
産
委
員
会
も

そ
れ
を
求
め
る
提
言
を
自
民
党
に
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
発
展
の
原
動
力
で
あ
っ
た
「
９

条
の
配
当
」
を
無
に
す
る
も
の
で
、
民
生
主
体
の
平
和
経
済
か
ら
軍
需
依
存
の
「
死
の
商
人
」
経
済
へ
の
転
換

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
企
業
と
産
業
の
総
体
に
と
っ
て
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、『
報
告
』
に
見
ら
れ
る
日
本
経
団
連
が
進
も
う
と
し
て
い
る
道
は
、
三
つ
の
破
壊
を
進
行

さ
せ
る
だ
け
で
す
。

　

一
つ
は
健
康
・
生
命
の
破
壊
で
、
過
労
死
や
過
労
自
殺
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
な
ど
を
増
大
さ
せ
ま
す
。

二
つ
め
は
家
庭
・
未
来
の
破
壊
で
、
少
子
化
を
進
め
て
労
働
力
の
再
生
産
を
困
難
に
し
、
日
本
社
会
の
縮
小
と

活
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
ま
す
。
三
つ
め
は
家
計
・
生
活
の
破
壊
で
、
内
需
を
冷
や
し
デ
フ
レ
不
況
か
ら
の
脱

却
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 　

総
じ
て
、
日
本
の
企
業
と
産
業
、
経
済
の
破
壊
に
帰
着
す
る
も
の
で
す
。『
報
告
』
は
、
自
分
の
企
業
や
産

業
の
目
先
の
利
害
に
と
ら
わ
れ
、
長
期
的
で
大
局
的
な
見
地
を
忘
れ
た
近
視
眼
的
な
発
想
に
陥
っ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。


