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開
発
に
よ
る
自
然
環
境
の
破

壊
を
ど
の
よ
う
に
し
て
防
ぐ
か、

市
民、

科
学
者、

法
律
家、

政

治
家、

環
境
保
護
団
体
な
ど
が

い
ろ
い
ろ
と
努
力
し
て
い
ま
す。

立
法、

行
政
の
立
ち
遅
れ
を
補

う
も
の
と
し
て、

訴
訟
と
い
う

手
段
に
訴
え
る
事
例
も
増
え
て

き
ま
し
た。
こ
の
場
合
に
問
題

と
な
る
の
が
原
告
と
な
る
資
格

（
当
事
者
適
格）
で
す。

何
ら
か
の
権
利
や
利
益
が
侵

害
さ
れ
た
と
き
に、
そ
の
差
止

め
や
被
害
回
復
を
求
め
て
訴
え

る
こ
と
の
で
き
る
人
は、
そ
の

権
利
や
利
益
を
所
有
す
る
人
ま

た
は
こ
れ
に
準
ず
る
利
害
関
係

を
持
つ
人
で
あ
る
と
す
る
の
が

普
通
は
合
理
的
で
す。
し
か
し、

美
し
い
自
然
環
境
と
か、

絶
え

か
け
て
い
る
動
植
物
の
種
の
保

存
と
か
に
な
る
と、

保
全
の
必

要
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
で

き
な
い
の
に、
こ
の
意
味
で
の

原
告
適
格
を
持
つ
人
を
見
つ
け

る
こ
と
は
困
難
で
す。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は、

保
全
に
つ
い

て
の
利
害
•
関
心
が
広
い
範
囲

の
人
々
（
後
続
世
代
を
含
め
て）

の
間
に
薄
く
拡
散
し
て
い
る
か

ら
で
す。

最
近、

環
境
権
に
代
え
て、

人
は
誰
で
も
自
然
享
有
権
を
有

す
る
の
だ
と
い
う
提
言
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

斬

新
な
発
想
で
す
し、
こ
れ
が
国

の
施
策
の
中
に
基
本
理
念
と
し

て
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば、

環
境
保
護
行
政
は
巨
歩
を
進
め

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う。
し

か
し、

自
然
環
境
保
全
訴
訟
の

原
告
適
格
と
い
う
問
題
に
つ
い

元

和

夫

樹
木
が
原
告
に
な
る
？

て
は、

単
に、

薄
い
利
害
関
係

を
権
利
と
言
い
換
え
た
だ
け
で

は
な
い
か
と
い
う
意
地
の
悪
い

批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

今
か
ら
二
十
数
年
前
に、
ア

メ
リ
カ
の
ネ
バ
ダ
州
に
あ
る
国

有
林
の
鳥
獣
保
護
区
ミ
ネ
ラ
ル
・

キ
ン
グ
渓
谷
に

大規
模
な
リ
ゾ
ー

ト
開
発
が
計
画
さ
れ
ま
し
た。

こ
れ
に
対
し
て、

自
然
保
護
団

体
で
あ
る
シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
が

そ
の
差
止
め
を
求
め
て
提
訴
し

ま
し
た。

連
邦
最
高
裁
は、
シ

エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
の
原
告
適
格
を

否
定
し
て
訴
え
を
斥
け
ま
し
た

が、

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は、

判
決

の
中
で、
「
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に

よ
っ
て
略
奪
さ
れ
損
傷
さ
れ
侵

害
さ
れ
つ
つ
あ
る
山
や
川
や
樹

木
の
名
で
訴
え
が
起
こ
せ
る
よ

う
な
連
邦
規
則
を
作
る
べ
き
だ。

本
訴
訟
は、
シ
ェ
ラ
・
ク
ラ
ブ

対
モ
ー
ト
ン
（
内
務
長
官）
で

は
な
く、
ミ
ネ
ラ
ル
・
キ
ン
グ

対
モ
ー
ト
ン
と
名
付
け
る
の
が

適
当
で
あ
ろ
う」
と
い
う
少
数

意
見
を
述
べ
ま
し
た。

こ
の
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見

は、

実
は、

南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
の

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ー
ン

の
「
樹
木
の
当
事
者
適
格」
と

い
う
画
期
的
な
論
文
に
触
発
さ

れ
た
も
の
で
す。
ス
ト
ー
ン
教

授
は、
「
動
植
物
や
無
生
物
に

も
法
的
権
利
が
拡
張
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り、
そ
の
名
で
自
ら
に

対
す
る
侵
害
に
対
し
法
的
に
争

う
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き
だ」

と
主
張
し
ま
し
た。
同
教
授
は、

こ
れ
が
荒
唐
無
稽
な
考
え
方
で

な
い
こ
と
を
強
調
し、
「
歴
史

的
に
み
る
と、

子
供、

女
性、

囚
人、

外
国
人、

黒
人、
イ
ン

デ
ィ
ア
ン、

精
神
異
常
者
は、

か
つ
て
は、

権
利
の
対
象
す
な

わ
ち
事
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
き

た
が、

次
第
に
権
利
の
主
体
と

し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た。
こ
れ
が
自
然
物
に
も

拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
少
し
も
お

か
し
く
な
い」
と
し、

現
に、

会
社、

学
校、

財
団、

船
舶
あ

る
い
は
国
な
ど
の
多
く
の
無
生

物
に
法
的
権
利
の
保
有
（
法
人

格）
が
認
め
ら
れ、

人
間
が
法

自
然
環
境
を
よ
り
保
護
し
や

す
く
す
る
た
め
に、

動
植
物
や

自
然
物
に
権
利
主
体
と
な
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
は
法
技
術
的

に
可
能
で
あ
る
し、

少
な
く
と

も、

立
法
政
策
と
し
て
非
常
に

有
効
な
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す。

権
利
主
体
の
拡
張

の
歴
史
や
法
人
格
の
擬
制
の
例

示
は
説
得
力
が
あ
り
ま
す
し、

自
然
物
が
得
た
損
害
賠
償
金
を

後
見
人
（
法
的
代
弁
者）
が
信

託
財
産
と
し
て
管
理
し、

自
然

物
が
他
に
被
害
を
与
え
た
と
き

に
は、
そ
こ
か
ら
損
害
賠
償
を

す
る
と
い
う
発
想
も
実
際
的
で

す。
し
か
し、

難
解
な
ス
ト
ー

ン
教
授
の
論
文
を
拾
い
読
み
す

る
う
ち
に、
こ
の
考
え
方
を
功

利
的
な
見
地
か
ら
主
張
す
る
の

が
彼
の
本
旨
で
は
な
い
こ
と
を

知
り
ま
し
た。

倫
理
的、

哲
学

的
な
問
題
と
し
て、

現
代
の
人

間
中
心
主
義
に
疑
問
を
投
げ
か

的
代
弁
を
し
て
い
る
で
は
な
い

か
と
主
張
し
ま
し
た。
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け
て
い
る
の
で
す。

「
自
然
は

人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か」

と
い
う
疑
問
で
す。

古
代
に
は、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
信

仰
が
広
く
み
ら
れ
ま
し
た。

万

物
に
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い

う
信
仰
で
す。

ギ
リ
シ
ャ
の
哲

学
者
は、

人
間
を
特
別
扱
い
せ

ず、

原
生
自
然
の
な
か
に
は、

生
存
を
中
心
と
す
る
一

定
の
生

物
学
的
原
理
に
従
っ
た
法
則
が

あ
る
と
考
え、

ロ
ー
マ
人
は、

動
物
も
自
然
権
を
保
有
し
て
い

る
と
し
て
動
物
法
を
想
定
し
ま

し
た。

ま
た、

中
国
や
日
本
な

ど
東
洋
の
国
々
で
は、

も
と
も

と
自
然
に
対
し
て
謙
虚
な
考
え

方
を
し
て
き
ま
し
た
（
「
山
川

草
木
悉
皆
成
仏」、
「
輪
廻」

な

ど）。こ
れ
に
対
し、

キ
リ
ス
ト
教

的
伝
統
は、

「
人
間
は
神
に
擬

せ
ら
れ
て
造
ら
れ
た
自
然
界
の

主
で
あ
り、

神
に
よ
っ
て
自
然

に
対
す
る
支
配
権
を
与
え
ら
れ

た
」

と
し、

西
欧
的
な
人
間
中

心
主
義
を
確
立
し
ま
し
た。．

こ

の
考
え
方
は、

そ
の
後、

社
会

経
済
の
発
展
と
と
も
に
功
利
主

義
哲
学
と
結
び
つ
い
て、

自
然

に
対
す
る
人
間
の
あ
く
な
き
纂

奪
（
開
発）

を
正
当
化
し
て
い

ま
す。し

か
し、

「
自
然
界
が
人
間

の
利
益
の
た
め
だ
け
に
存
在
し

て
い
る
と
考
え
る
の
は
人
間
の

傲
慢
だ
」

と
い
う
人
間
中
心
主

義
に
対
す
る
懐
疑
的
な
考
え
方

は、

最
近
に
な
っ
て、

自
然
環

境
保
護
運
動
の
な
か
で、

生
命

中
心
主
義
・

自
然
中
心
主
義

（
環
境
主
義）

と
し
て
復
活
し

ま
し
た。

ア
メ
リ
カ
の
ア
ル
ド
・

レ
オ
ポ
ル
ト
と
い
う
人
は、

今

か
ら
四
五
年
程
前
に、

「
大
地

の
倫
理
」

と
い
う
論
文
を
発
表

し
ま
し
た。

そ
の
中
で、

彼
は、

「
倫
理
と
は
、

人
間
が
共
同
体

の
中
で、

行
動
の
自
由
を
制
限

す
る
自
ら
に
課
し
た
義
務
を
い

う」

と
規
定
し
た
う
え
で、

構

成
員
が
相
互
に
依
存
し
あ
う
共

同
体
に
は、

今
日
で
は
人
間
だ

け
で
な
く、

自
然
界
を
も
含
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
生

態
学
（
エ
コ
ロ
ジ
ー）

に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し、

今

や、

人
間
は、

自
然
界
に
対
し

て
も
倫
理
上
の
義
務
を
負
っ
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張

し
ま
し
た。

こ
の
考
え
方
は、

今
日
の
環
境
保
護
運
動
を
支
え

る
「
環
境
倫
理」

の
思
想
的
原

点
を
な
す
も
の
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す。

か
つ
て、

自
然
界
を
征
服
し

破
壊
し
尽
く
そ
う
と
し
た
人
間

中
心
主
義
も、

そ
れ
が
や
が
て

人
類
を
死
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
こ
と
に
気
付
き、

自
然
保
護

を
唱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

「
自
然
資
源
を
賢
明
に
か
つ
効

率
的
に
利
用
し、

自
然
を
制
御

し
つ
つ
永
く
人
間
の
物
質
的
利

益
に
役
立
て
る
た
め
に
保
護
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う

考
え
方
で、

今
日
の
主
流
を
な

す
自
然
環
境
保
護
思
想
で
す。

こ
れ
に
対
し
て、

生
命
・

自

然
中
心
主
義
の
環
境
倫
理
を
信

奉
す
る
人
々
は、

こ
の
よ
う
な

功
利
的
な
考
え
方
に
強
く
反
発

し
ま
す。
「
人
間
の
た
め
の
自

然
保
護
で
は
な
く、

自
然
そ
れ

自
身
の
た
め
の
保
全
な
の
だ
」

と
い
う
の
で
す。

グ
リ
ー
ン
ピ
ー

ス、

ア
ー
ス
・

フ
ァ
ー
ス
ト
あ

る
い
は
動
物
解
放
戦
線
と
い
っ

た
急
進
的
な
環
境
主
義
者
（
デ
ィ

ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
）

は、

イ
ル
カ
一

頭
殺
す
こ
と
を
人
間

一

人
を
殺
す
の
と
同
様
に
倫
理

的
に
許
せ
な
い
と
言
い
ま
す。

彼
ら
は、

材
木
運
搬
ト
ラ
ッ
ク

の
前
に
寝
こ
ろ
ん
だ
り、

捕
鯨

用
の
鈷
や
ダ
ム
で
せ
き
止
め
ら

れ
る
川
の
土
手
に
身
体
を
括
り

付
け
た
り
し
ま
し
た。

さ
ら
に

は、

猿
を
実
験
室
か
ら
逃
し、

捕
鯨
船
に
体
当
た
り
を
し、

樹

木
に
ス
パ
イ
ク
を
打
ち
込
ん
で

伐
採
を
妨
害
し
た
り
す
る
な
ど

の
過
激
な
実
力
行
動
に
も
出
て

い
ま
す。

思
想
的
に
も、

現
在

の
環
境
危
機
の
根
源
が
社
会
構

造
そ
の
も
の
に
あ
る
と
し
て、

生
態
学
的
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
（
無

政
府
主
義）

を
唱
え
る
者
さ
え

現
れ
て
い
ま
す。

こ
の
よ
う
な
相
容
れ
な
い
二

つ
の
考
え
方
が
ぶ
つ
か
り
合
っ

て
い
る
思
想
的、

政
治
的
状
況

は、

か
っ
て
奴
隷
解
放
を
め
ぐ
っ

て
起
き
た
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦

争
前
に
よ
く
似
て
お
り、

や
が

て
世
界
の
平
穏
が
危
機
に
さ
ら

さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い

る
と
指
摘
す
る
人
も
い
ま
す。

環
境
解
放
戦
争
が
起
こ
る
の

か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
が、

私
は、

こ
の
二
つ
の
考
え
方
を

止
揚
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
べ
き

自
然
環
境
保
護
の
思
想
を
見
出

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す。

哲
学
的
問
題
は
さ
て
お
き、

最
近、

国
際
環
境
問
題
の
分
野

で
「
持
続
的
発
展」

と
い
う
言

葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り、

こ

の
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
交
わ

さ
れ
て
い
ま
す。

法
律
実
務
的

に
は、

自
然
環
境
の
固
有
の
価

値
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て、

自
然
の
た

め
の
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
保

障
（
情
報
公
開
・

住
民
参
加
を

伴
う
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
等）
」

や
自
然
の
「
当
事
者
適
格」

を

制
度
化
す
る
こ
と
が
人
間
と
自

然
の
利
益
を
調
和
さ
せ
る
最
善

の
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す。
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}
一
本
の
電
話
か
ら

昨
年
八
月、
あ
る
病
院
の
医

療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
方

か
ら、
私
あ
て
に
雷
語
が
か
か
っ

て
き
ま
し
た。
通
院
中
の
患
者

さ
ん
が
生
活
保
護
申
請
を
し
た

と
こ
ろ、
受
け
付
け
ら
れ
な
かっ

た
の
で、
厚
生
大
臣
あ
て
に
再

審
査
請
求
を
し
た
い
の
だ
が、

相
談
に
の
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ

と。経
過
を
聞
い
て
み
ま
す
と、

こ
の
患
者
さ
ん
は、
収
入
も
な

く、
治
療
が
必
要
で
あ
っ
た
の

で、
窓
口
と
な
っ
て
い
る
町
役

場
に、
二
月
二
三
日
生
活
保
護

申
請
に
い
き、
申
請
書
類
の
交

付
を
再
三
再
四
求
め
た
が、
渡

し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
の
こ

と
で
し
た。

そ
の
後、
三
月
九
日
に
な
っ

て、
福
祉
事
務
所
聰
員
ら
が
やっ

と
患
者
さ
ん
の
自
宅
に
来
て、

申
請
書
類
を
渡
し
て
も
ら
え
た

の
で
三
月
二
八
日
に
提
出
し
た

と
こ
ろ、
三
月
二
八
日
か
ら
の

申
請
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
す。

患
者
さ
ん
は、
こ
の
決
定
に

納
得
が
い
か
ず、
当
初
の
二
月

二
三
日
か
ら
の
保
護
費
の
支
給

を
求
め
て、
県
知
事
に
不
服
申

立
て
を
し
ま
し
た。
と
こ
ろ
が、

県
知
事
の
決
定
に
い
わ
く、

「
生
活
保
護
の
申
請
は、

書
面

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

二
月
二
三
日
に
は、
口
頭
で
申

請
し
て
い
る
の
で、
そ
の
時
に

申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
は
認
め

ら
れ
な
い。
よ
っ
て、

審
査
請

求
は
却
下。」

申
請
書
類
を
渡
さ
ず、

保
護

尾

藤

廣

ど
う
な
っ

て
い
る
の

「
生
活
保
護
」

喜

の
申
請
を
妨
害
し
て
お
き
な
が

ら、

後
に
や
っ
と
申
請
す
る
と、

書
面
に
よ
る
申
請
が
な
い
段
階

で
は
申
請
と
し
て
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う。
生
活
保
護
法
で
は、

急
迫
し
た
場
合
に
は、
申
請
が

な
く
て
も
保
護
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
さ
え
さ
れ
て
い
る
の

に、
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か。

＞
林
訴
訟
が
示
す
も
の

一
方、

名
古
屋
の
裁
判
所
で

は、

旦
雇
労
働
者
の
林
さ
ん
が

訴
え
た
裁
判
が
注
目
を
集
め
て

い
ま
す。

林
さ
ん
は、
住
む
所
も
な
く、

折
か
ら
の
不
況
で
仕
事
も
な
く、

両
足
痛
の
た
め
に
仕
事
も
で
き

ず、

手
持
金
も
全
く
な
く
な
り、

福
祉
事
務
所
に
生
活
保
護
の
申

請
を
し
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、
福
祉
事
務
所
で

は、

指
定
し
た
病
院
で
の
一
日

の
受
診
だ
け
は
医
療
扶
助
を
開

始
し
て
認
め、
即
席
麺
を一
っ

だ
け
渡
し
ま
し
た。
と
こ
ろ
が、

こ
の
病
院
の
「
就
労
可」
と
の

診
断
結
果
だ
け
で、
就
戦
の
見

通
し
も
な
く、
全
く
収
入
も
な

い
の
に、
保
護
を
開
始
し
た
翌

日
付
で
保
護
を
廃
止
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す。

林
さ
ん
は、
こ
の
処
分
を
違

法
と
し
て、
処
分
の
取
消
し
と

損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
起

こ
し
た
の
で
す。

も
と
も
と
保
護
の

申請
が
あっ

た
と
き
は、

福
祉
事
務
所
は、

第一
に、

保
護
を
必
要
と
す
る

状
態
で
あ
る
の
か
ど
う
か、
第

ニ
に、
保
護
を
必
要
と
す
る
と

き
に
は、
給
付
す
る
保
護
の
種

類
や
程
度、
方
法
を
判
断
し
て、

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す。
福
祉
事

務
所
は、
林
さ
ん
が
生
活
保
護

を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
こ

と
は
認
め
た
の
で
す
か
ら、
生

活
費
が
あ
る
の
か、

住
居
な
ど

の
負
担
が
で
き
る
の
か
を
検
討

し
て
保
護
の
内
容
を
決
定
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が、
全
く

こ
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん。

し
か
も、
収
入
も
全
く
な
い

の
に、
翌
日
に
保
護
を
廃
止
す

る
理
由
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん。

こ
の
よ
う
な
処
分
が
な
さ
れ

た
背
景
に
は、
「
旦
雇
労
働
者」

に
対
し
て
は、
一
日
の
医
療
扶

助
し
か
認
め
な
い
と
い
う
福
祉

事
務
所
の
違
法
な
「
行
政
慣
行」

が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
実
態
が

あ
る
の
で
す。

Y
生
存
権
保
障
の
意
味

人
は
誰
も
が、
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障

さ
れ
る
権
利
を
持っ
て
い
ま
す。

誰
も
が
病
気
に
な
っ
た
り、

失

業
し
た
り、
離
婚
し
た
り、
そ

の
他
何
ら
か
の
突
然
の
理
由
で

収
入
が
減
少
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す。
生
活
保
護
は、
そ
の

よ
う
な
場
合
に、
人
々
の
底
支

え
を
し
て
く
れ
る
制
度
で
す。

最
近、
秋
田
の
加
藤
訴
訟、

京
都
の
柳
園
訴
訟
と
福
祉
事
務

所
の
処
分
の
違
法
性
を
厳
し
く

指
摘
し
た
判
決
が
相
次
い
で
い

ま
す。生

活
保
護
制
度
が
ど
の
よ
う

に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
は、
そ

の
国
の
福
祉
の
充
実
度
を
は
か

る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
す。
私
た

ち
市
民
と
し
て
も、

十
分
な
関

心
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す。



弁
護
士
と
公
益
活
動

回
映
画
に
み
る
弁
護
士

ア
メ
リ
カ
映
画
「
依
頼
人」

に
は、

弁
護
士
が
病
院
の
中
で

交
通
事
故
で
怪
我
を
し
て
入
院

し
て
い
る
患
者
に、

自
分
に
損

害
賠
償
請
求
を
ま
か
せ
れ
ば、

多
額
の
賠
償
金
が
と
れ
る
と
い
っ

て
勧
誘
す
る
シ
ー
ン
が
で
て
き

ま
す。

こ
の
よ
う
な
弁
護
士
は

ア
ン
ビ
ュ
ラ
ン
ス
・
チ
ェ
イ
サ
ー

と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
い
ま
す。

そ
の
対
極
に
あ
る
の
が、

「
法

律
事
務
所」

と
い
う
映
画
に
見

ら
れ
る
大
企
業
顧
問
の
巨
大
ロ
ー

フ
ァ
ー
ム
で
す。

し
か
し、

ア
メ
リ
カ
の
弁
護

士
を
こ
の
よ
う
に
一

面
的
に
見

る
だ
け
で
は、

ア
メ
リ
カ
社
会

に
お
い
て
弁
護
士
が
果
た
し
て

い
る
重
要
な
役
割
を
見
落
と
す

こ
と
に
な
り
ま
す。

回
貧
困
者
の
援
助

数
年
前、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

法
律
事
務
所
を
訪
問
し
た
際、

リ
ー
ガ
ル
・
エ
イ
ド
・

ソ
サ
イ

エ
テ
ィ
ー
の
会
長
か
ら
貧
困
者

に
対
す
る
援
助
活
動
の
話
し
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た。

こ
の
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
ー
は
一

八
七
六
年
以
来、

非
営
利
公
共

サ
ー
ビ
ス
法
律
事
務
所
と
し
て、

弁
護
士
費
用
を
支
払
え
な
い
人
々

の
訴
訟
代
理
を
し
て
き
た
と
の

こ
と
で
す。

現
在
で
は
二
二
の

事
務
所
に
九
五
0
人
の
専
従
の

弁
護
士
が
勤
務
す
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た。

刑
事、

少
年、

民

事
な
ど
毎
年
二
五
万
人
の
訴
訟

事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
る
そ
う

で
す。資

金
的
に
は、

法
律
事
務
所

や
各
種
基
金、

会
社、
一

般
人

な
ど
か
ら
出
さ
れ
る
寄
付
金
と

政
府
の
補
助
金
が
財
源
と
な
っ

山

崎

浩

て
い
る
そ
う
で
す。

回
公
設
弁
護
人
事
務
所

シ
ア
ト
ル
の
パ
フ
リ
ッ
ク
・

デ
ィ
フ
ェ
ン
ダ
ー
・

オ
フ
ィ
ス

は、

弁
護
士
費
用
を
支
払
う
余

裕
の
な
い
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
事

件
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す。

九

0
人
の
弁
護
士
が
勤
務
し
て
い

る
事
務
所
で
す
が、

資
金
は
郡

か
ら
支
給
さ
れ
て
い
て、

依
頼

者
か
ら
は
費
用
は
受
け
取
ら
な

い
そ
う
で
す。

こ
の
事
務
所
に
勤
務
し
て
い

る
弁
護
士
の
月
給
は、

四
一

〇

0
ド
ル
程
度
で、

給
料
だ
け
を

考
え
れ
ば、

大
き
な
ロ
ー
フ
ァ
ー

ム
に
勤
務
す
る
方
が
収
入
は
い

い
の
で
す
が、

毎
年
定
員
以
上

の
応
募
が
あ
る
そ
う
で
す。

回
環
境
保
護
団
体
の
弁
護
士

一

昨
年
訪
れ
た
ボ
ス
ト
ン
の

環
境
保
護
法
律
家
財
団
に
は、

一

五
人
の
専
属
の
弁
護
士
が
い

て、

大
気
汚
染、

酸
性
雨、

殺

虫
剤
な
ど
あ
ら
ゆ
る
環
境
問
題

に
つ
い
て
裁
判
手
続
き
を
通
じ

て
活
動
し
て
い
ま
す。

こ
の
財

団
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
や
フ
ォ
ー

ド
な
ど
の
大
企
業
の
寄
付
に
よ

り
成
立
し、

運
営
さ
れ
て
い
ま

す。
国
多
様
な
活
動
を
す
る
弁
護
士

こ
の
よ
う
に、

ア
メ
リ
カ
の

弁
護
士
は
補
助
金
や
寄
付
に
よ

る
財
政
基
盤
を
も
ち
つ
つ、

様
々

な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す。

ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
は、

一

九
八
八
年
の
代
議
員
会
に
お

い
て、

弁
護
士
は
少
な
く
と
も

年
間
五
0
時
間
を
公
共
の
た
め

に
無
料
で
提
供
す
る
プ
ロ
ボ
ノ

活
動
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
決
議
を
満
場
一

致

で
採
択
す
る
等
ア
メ
リ
カ
の
弁

護
士
の
実
像
は
映
画
で
見
る
も

の
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す。

回
日
本
の
弁
護
士
の
将
来

日
本
の
弁
護
士
も、

訴
訟
事

務
ば
か
り
で
な
く、

様
々
な
社

会
問
題
（
公
益
活
動）

に
取
組

む
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り

ま
す。

そ
の
た
め
に
は
弁
護
士

の
数
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
で

し
ょ
う。

し
か
し、

弁
護
士
が

増
え
れ
ば、

そ
れ
だ
け
で
多
く

の
弁
護
士
が
公
益
活
動
に
参
加

す
る
か
と
い
う
と、

問
題
は
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

そ
の
た
め
に
は
よ
り
多
く
の

弁
護
士
が、

公
益
活
動
に
従
事

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
を

も
つ
こ
と
が
必
要
な
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が、

他

に
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す。

―

つ
は
弁
護
士
の
公
益
活
動

に
対
す
る
社
会
の
意
識
で
あ
り、

他
方
は
こ
れ
を
可
能
と
す
る
財

政
面
で
す。

弁
護
士
が
公
益
活

動
を
す
る
こ
と
は
社
会
的
要
請

で
あ
り、

社
会
全
体
と
し
て、

弁
護
士
の
公
益
活
動
を
支
援
し

て
い
く
と
い
う
意
識
が
必
要
で

す。

し
か
も、

そ
の
支
援
は、

政
府
だ
け
に
ま
か
せ
る
の
で
は

な
く、

企
業
や
一

般
市
民
が
寄

付
と
い
う
形
で
行
う
と
い
う
参

加
意
識
も
必
要
で
し
ょ
う。

こ

の
こ
と
が
弁
護
士
の
公
益
活
動

に
対
す
る
義
務
感
を
強
め、

同

時
に
財
政
基
盤
を
作
る
こ
と
に

な
る
の
で
す。

こ
の
よ
う
な
意
識
が
市
民
の

共
通
の
も
の
と
な
れ
ば、

弁
護

士
の
公
益
活
動
は
飛
躍
的
に
充

実
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す。
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四
0
年
近
い
歴
史
の
あ
る
夫

婦
の
妻
の
方
が、

長
年
に
わ
た

る
精
神
的
苦
痛
に
耐
え
ら
れ
な

い
と
し
て、

定
年
間
近
か
の
夫

に
離
婚
を
求
め
ま
し
た。
夫
は、

妻
の
真
意
が
わ
か
ら
ず
円
満
同

居
を
希
望
し
ま
し
た。

社
会
的

な
立
場
か
ら
世
間
体
ば
か
り
を

気
に
し、

長
年
家
庭
を
守
っ
て

き
た
妻
の
貢
献
を
全
く
認
め
な

い
ど
こ
ろ
か、

暴
言
を
吐
く
な

ど
す
る
夫
に
対
し、

妻
の
気
持

ち
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

慌
て
て
夫
は
退
職
を
早
め、

退
職
の
挨
拶
回
り
に
付
い
て
き

て
く
れ
る
こ
と
を
最
後
の
願
い

と
し
ま
し
た。

妻
は、

そ
れ
だ

け
は
な
ん
と
し
て
も、

と、

初

め
て
自
分
の
意
思
を
通
し
て
拒

‘
或
る
夫
婦

「
家
族」
「
夫
婦」

を
テ
ー

マ
に
時
々
講
演
を
頼
ま
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す。
法
律
家
の
仕

事
は、

い
わ
ば
病
理
の
面
か
ら

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て

き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う。

結
論
的
に
は、

私
は、

妻
の

立
場
の
方
が
ま
だ
ま
だ
弱
い
と

考
え
て
い
ま
す。

家
裁
に
お
け

る
離
婚
調
停
の
申
立
人
の
七
割

強
が
妻
で
あ
り、

し
か
も、

妻

の
本
心
は
離
婚
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
く、

夫
が
女
性
と

別
れ
て
家
族
を
「
真
に」

顧
み

て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
例
な
ど

‘
或
る
シ
ン
ポ
で

み
ま
し
た。

退
戦
金
の
一
部
さ

え
要
ら
な
い
と
ま
で
い
う
妻
の

意
思
の
固
さ
に
夫
も
離
婚
に
同

意
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た。

杉

本

孝

子

夫

婦

の

絆

理
想
的
な
夫
婦
の
在
り
方
は、

互
い
の
人
格
を
認
め
合
っ
た
存

ヽ
或
る
法
改
正
案

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん。
そ
の

う
え、

離
婚
と
な
っ
た
場
合、

社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
大
変

な
の
は
女
性
の
方
で
す。
も
ち

ろ
ん
こ
の
例
外
も
確
か
に
増
え

て
は
お
り、

今
や
少
子
化
現
象

の
た
め
妻
の
実
家
の
重
圧
に
悩

む
夫
も
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

た
だ、

将
来
の
生
き
方
は、

男

性
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な

い
で
し
ょ
う
が、

女
性
の
方
は、

徐
々
に
で
は
あ
っ
て
も
変
わ
っ

て
い
く
で
し
ょ
う。

あ
る
シ
ン
ポ
で
も、

私
は
大

略
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
こ
ろ、

別
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
（
男
性
の

家
族
学
者）

が
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
ま
し
た。

杉
本
は、

遠
慮

が
ち
に
今
述
べ
た
が、

現
在
の

世
の
中、

家
庭
で
も
社
会
で
も

正
直
い
っ
て
男
性
の
方
が
居
心

地
よ
く、

変
え
ら
れ
て
困
る
の

は
男
性
の
方
で
あ
る、
だ
か
ら、

変
え
た
い
と
思
っ
方
が
変
え
て

い
か
な
く
て
は
…。

在
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う。

そ

の
た
め
に
は、

女
性
自
身
精
神

的
に
自
立
し
て
お
り、

い
ざ
と

な
れ
ば
経
済
的
に
も
自
立
で
き

る
だ
け
の
も
の
を
備
え
て
い
る

こ
と
が
望
ま
れ
ま
す。

病
理
面

に
関
わ
っ
て
き
た
私
の
実
感
で

あ
り
ま
す。

女
性
自
身
も
っ
と

意
識
改
革
を
し
て
自
立
す
べ
し、

と
い
う
趣
旨
も
込
め
た
「
五
年

別
居
で
離
婚
請
求
が
認
容」
と

の
法
改
正
案
も、

こ
の
意
味
と

し
て
は
理
解
で
き
ま
し
ょ
う。

ま
た、

今
回、

生
活
紛
争
裁

判
例
シ
リ
ー
ズ
「
離
婚
の
裁
判

例」
（
有
斐
閣）

の
裁
判
離
婚

の
項
を
執
箪
し
ま
し
た
が、

長

い
歴
史
を
も
つ
夫
婦
の
離
婚
請

求
を
認
容
す
る
か
否
か
の
判
断

が
一
、

二
審
で
異
な
る
な
ど、

い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
痛
感

し
ま
し
た。

明
確
な
別
居
を
基

準
と
す
れ
ば、

確
か
に
判
断
は

し
や
す
い
で
し
ょ
う。

し
か
し、

最
終、

子
を
出
産

す
る
役
割
を
分
担
し
て
い
る
女

性
の
多
く
が、

経
済
的
に
も
自

立
で
き
る
道
の
り
は
決
し
て
平

坦
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

し
か
も

離
婚
と
は
無
関
係
の
家
庭
の
妻

が、

夫
に
別
居
さ
れ
て
は
大
変

と
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
粛
し
て

し
ま
う
危
険
は
な
い
も
の
で
し
ょ

う
か。

夫
婦
の
構
造
に
質
的
変

化
を
来
す
お
そ
れ
す
ら
危
惧
さ

れ、

皮
肉
に
も、

改
正
案
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
と
逆
に
な
ら
な

け
れ
ば
幸
い
で
す。

‘

 

或
る
秘
訣

—
夫
婦
円
満
の
た
め
に

「
ど
ん
な
時
に
も、

互
い
に、

相
手
の
立
場
を、

わ
ず
か
で
も

考
え
る」
こ
れ
ま
で
二
0
余
年

の
仕
事
を
通
し
て
得
た
感
想
で

あ
り
ま
す。

冒
頭
の
夫
婦
は
そ
の
後
復
縁

し
ま
し
た。

退
職
し
て
峠
を
脱

い
だ
夫
は、

よ
う
や
く
妻
の
立

場
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き、

妻
も
夫
を
再
認
識
し
た
も
の
で

し
ょ
う。

女
性
の
方
が
「
変
え

た」
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん。

そ
れ
に
し
て
も、
「
夫

婦
の
絆」
と
は
何
な
の
で
し
ょ

゜

ろ
っ
：
·
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l


-

5
 

"-＂
 
=-＂
 

r

離
婚
後、

親
権
者

――-ご

と
な
ら
な
か
っ

た
父

-

8
 

g

母
の
一

方
（
仮
に
父

＂
ーi[＿

と
し
ま
す）

と
子
が

●
i

面
接
交
渉
で
き
る
こ

t

i
 

i
i
 

iー

と
は、

今
や
広
く
知

-

｝
 

i

}

ら
れ
て
い
ま
す。

こ

"
-

一

5
.}

の
問
題
は、

父
母
が

"-？

協
議
で
決
め
る
も
の

r

-
i
 

で
す
が、

協
議
が
調
わ
な
い
と

き
は、

家
庭
裁
判
所
が、

決
め

て
い
ま
す。

こ
れ
ら
を
民
法
に

明
文
化
し
よ
う
と
の
案
が、

昨

年
七
月
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

父
は、

親
の
情
と
し
て
子
に

会
う
こ
と
を
希
望
し、

子
も
父

に
会
う
こ
と
が
自
然
で
あ
っ
て、

何
も
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
も

あ
る
で
し
ょ
う。

し
か
し、

ま
だ
幼
い
子
が、

父
に
会
う
た
び
熱
を
出
し
た
り

し
て、

子
に
と
っ

て
父
と
の
面

接
が
負
担
に
な
る
と
き
も
あ
り

え
ま
す。

も
し
か
し
て、

子
の

心
の
深
い
部
分
に
、

父
に
会
い

た
く
な
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る

｛

月
日
の
た
つ
の
は
早
い
も
の

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん。

或
い
は、

｝

で
す。

気
が
つ
け
ば
七
年
た
ち

父
の
方
に、

子
の
精
神
力、

体

皿

ま
し
た。

法
律
事
務
所
に
就
職

～

 

力
等
へ
の
配
慮
が
足
り
な
い
場

皿

し
た
当
初
は、

右
も
左
も
わ
か

合
も
あ
る
で
し
ょ
う。

反
対
に、

～

ら
ず
戸
惑
っ

た
も
の
で
す。

母
の
方
が
、

子
が
父
に
会
い
に

｝

特
に
困
っ

た
の
が
裁
判
所
か

出
か
け
る
の
を
内
心
快
く
思
っ

呻

ら
の
早
口
の
電
話。

「
こ
ち
ら

～

 

て
い
な
い
た
め
、

子
は
母
を
裏

血

は
京
都
地
方
裁
判
所
の
第
0
民

切
る
よ
う
な
罪
悪
感
を
抱
き、

～

事
部
X
係
で
す
」

な
ー
ん
て
丁

こ
れ
が
精
神
的
に
負
担
と
な
っ

[

寧
に
名
乗
つ

て
な
ん
か
v
れ
ま

て
い
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う0

w

せ
ん
か
ら
ね
（
最
近
そ
う
い
う

～

 

面
接
す
る
か
ど
う
か、

方
法

ぃ

丁
寧
な
書
記
官
も
お
ら
れ
ま
す

や
回
数
等
を
決
め
る
に
は、

子

～

が
）
。

ま
た、

開
廷
日
と
法
廷、

に
と
っ

て
父
と
の
面
接
が
必
要

＂

担
当
裁
判
官
を
教
え
て
も
ら
お

～

 

か、

子
の
年
齢、

意
思、

父
に

[

ぅ
と
電
話
し
た
簡
裁
の
書
記
官

対
す
る
感
情
等
を

総
合
し
た

｛

に
い
じ
め
ら
れ、

思
わ
ず
ポ
ロ
ッ

「
子
の
利
益
」

が
最
優
先
さ
れ

～

と
涙
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た。

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

場
合

叩

一

人
の
と
き
に
コ
ワ
ー
イ
債
権

～

 

に
よ
っ

て
は、

母
の
身
内
の
者

圃

者
が
来
所
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

が
立
ち
会
う
と
か、

子
が
落
ち

，

ま
し
た。

勤
め
る
事
務
所
も
か

着
く
ま
で
一

時
期
面
接
を
控
え

～

わ
り
ま
し
た
。

ホ
ン
ト
い
ろ
ん

て
写
真
を
渡
す
だ
け
に
し、

後

叫

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

～

 

日
検
討
し
直
す
等
の
さ
ま
ざ
ま

叫

な
方
法、

エ
夫
が
考
え
ら
れ
ま

～

こ
と
に
も
戸
惑
う
こ
と
な
く、

し
ょ
う。

-

て
き
ば
き
と
対
応
し、

ど
ん
な

叫

手
続
き
で
も
お
ま
か
せ
下
さ
い
…
…

*

＊

*

 

子

と

の

面

接
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