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〈
は
じ
め
に
〉

鉄
道
事
故
の
増
加
に

何
を
見
る
か
？

２
０
１
７
年
12
月
16
日
に
京
浜
東
北

線
の
架
線
接
触
事
故
が
生
じ
、
数
十
万
人

の
足
に
乱
れ
が
生
じ
た
。
こ
の
原
因
は
、

そ
の
前
日
に
行
わ
れ
た
架
線
工
事
で
あ
る

と
報
道
さ
れ
た
。

こ
の
事
故
を
含
め
て
、
こ
こ
数
年
鉄
道

事
故
が
多
い
。「
一
事
が
万
事
」
と
い
う
諺

が
あ
る
が
、
こ
の
最
近
の
鉄
道
事
故
を
、

日
本
全
体
の
箍タ

ガ

の
緩
み
の
一
例
と
し
て
見

て
と
れ
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
み

た
。何

よ
り
も
気
が
か
り
な
の
は
、２
０
１
７

年
12
月
11
日
、
新
幹
線
始
ま
っ
て
以
来
の

出
来
事
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
台
車
に
14
㎝

の
亀
裂
が
入
る
と
い
う
事
故
で
あ
っ
た
。

幸
い
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
新
幹
線

と
し
て
は
、
開
業
以
来
最
大
の
問
題
の
発

生
で
あ
る
。
全
体
が
17
㎝
だ
っ
た
の
で
、
あ

と
３
㎝
の
亀
裂
の
進
行
で
完
全
に
破
断
し

た
の
で
あ
る
。
仮
に
破
断
し
て
い
た
ら
大

惨
事
に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

何
よ
り
も
そ
の
異
常
に
現
場
が
気
づ
い

て
い
な
が
ら
、
中
央
運
行
司
令
の
指
示
は
、

〝
問
題
無
し
〞
と
判
断
し
た
点
で
あ
る
。

そ
う
し
た
判
断
を
下
し
た
運
行
シ
ス
テ
ム

全
体
を
チ
ェ
ッ
ク
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態

を
招
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
た
一
連

の
鉄
道
事
故
は
、
今
の
日
本
の
何
を
象
徴

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

確
か
に
日
本
の
鉄
道
技
術
は
、
新
幹
線

の
み
な
ら
ず
、
在
来
線
も
含
め
て
極
め
て

高
い
レ
ベ
ル
の
品
質
と
安
全
性
を
誇
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
今
日
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
線

の
廃
止
や
、
不
採
算
経
営
を
始
め
、
鉄
道

事
業
そ
の
も
の
が
前
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク（
昭
和
39
年
）の
頃
の
よ
う
に
、
輝
か
し

い
明
日
の
日
本
の
基
盤
の
建
設
と
し
て
役

立
つ
夢
多
き
時
代
か
ら
、
ほ
ぼ
多
く
が
完

成
し
、
後
は
何
と
な
く
の
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
や
、
何
と
な
く
の
安
全
性
の
向
上
の
努

力
等
の
守
り
中
心
の
経
営
や
運
営
に
シ
フ

ト
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
そ
の
シ

フ
ト
こ
そ
が
箍タ

ガ
の
緩
み
を
生
み
出
す
原
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

そ
う
し
た
状
況
で
は
、
今
日
の
事
業
展

開
は
関
わ
る
人
間
の
夢
を
奪
う
と
い
う
よ

り
は
、
夢
に
な
ら
ず
、
か
つ
若
者
の
人
口
が

減
少
す
る
中
で
、
鉄
道
愛
好
者
は
増
え
て

い
る
の
に
、
鉄
道
事
業
の
担
い
手
と
そ
の

希
望
が
薄
れ
、
肝
心
の
鉄
道
事
業
そ
の
も

の
に
問
題
が
積
み
重
な
っ
て
い
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

実
は
こ
う
し
た
傾
向
は
、「
桐
葉
落
ち

る
の
を
見
て
、
天
下
の
傾
く
を
知
る
」
の

傾
国
の
諺
の
如
く
、
鉄
道
事
業
の
み
で
な

く
、
日
本
の
多
く
の
事
業
分
野
に
広
く
共

通
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
？

成
長
に
向
け
て
夢
を
持
っ
て
、
意
欲
を

持
っ
て
仕
事
に
向
か
う
状
況
が
次
第
に
薄

れ
、
日
本
を
頽
れ
る
方
向
に
持
っ
て
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。「
攻
撃
は
最
大
の
防
禦
」

で
あ
る
が
、
既
に
日
本
の
多
く
が
守
り
に

入
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
原
因
で
日
本
社
会

が
全
体
的
に
箍タ

ガ

が
緩
ん
で
来
て
い
る
と
見

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
？

そ
れ
を
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
て
み
る

と
共
に
、
対
策
を
早
急
に
施
す
こ
と
が
、

日
本
の
将
来
の
為
に
緊
要
と
さ
れ
る
時
代

状
況
で
あ
る
事
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

何
故
な
ら
、
日
本
は
こ
こ
ら
で
一
端
箍タ
ガ

を
締
め
直
さ
な
い
と
、
日
本
と
い
う
国
は

ズ
ル
ズ
ル
と
落
ち
込
ん
で
行
っ
て
し
ま
い
そ

う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
、
今
一

度
初
心
に
帰
っ
て
、
日
本
と
い
う
国
の
建

国
の
理
念
を
し
っ
か
り
と
捉
え
直
し
、
未

来
の
地
球
社
会
を
捉
え
、
そ
こ
に
お
け
る

〝
日
本
の
明
日
の
姿
、
形
〞
を
定
め
、
日

本
丸
の
行
き
先
（
到
着
港
）
を
示
し
、
そ

こ
ま
で
の
航
海
計
画
を
キ
チ
ン
と
作
り
直
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す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

そ
の
為
に
は
、
何
よ
り
も
現
状
認
識
を

未
来
と
の
関
係
で
把
握
す
る
事
が
肝
心
で

あ
る
し
、
も
う
少
し
主
体
的
国
家
運
営

を
世
界
の
中
で
行
っ
て
い
く
事
が
望
ま
れ

る
。
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
日

本
に
は
そ
れ
を
進
め
て
い
く
上
で
、
大
き

な
阻
害
要
因
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
相

対
的
国
力
の
低
下
で
あ
る
。
最
大
期
17
％

の
世
界
に
お
い
て
の
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
も
、

今
や
５
〜
６
％
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
確

実
に
今
の
ま
ま
で
は
落
ち
て
行
く
。

何
よ
り
も
日
本
に
お
い
て
は
、
世
界
と

の
関
係
に
お
い
て
は
、
国
力
を
相
対
的
に

落
と
し
て
い
る
の
だ
が
、絶
対
的
に
は
僅
か

で
あ
る
が
１
％
前
後
の
経
済
成
長
を
遂
げ

て
い
る
の
で
、
失
墜
感
を
殆
ん
ど
の
国
民

は
抱
い
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
国
民
の
大

半
は
現
状
に
満
足
し
て
い
な
い
も
の
の
爆

発
す
る
程
の
不
満
を
抱
い
て
い
る
訳
で
は

な
い
の
だ
。
実
は
そ
こ
が
、「
微
温
湯
の
中

の
茹
で
蛙
」
の
如
き
問
題
で
あ
り
、
日
本

の
ア
キ
レ
ス
腱
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
？

加
え
て
、
も
う
一
つ
の
日
本
社
会
の
弱

点
は
、
日
本
人
が
主
体
的
努
力
に
よ
る
問

題
の
解
決
で
な
く
、
他
者
に
本
質
的
に
依

存
し
て
事
態
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
精

神
構
造
を
宿
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
長
い
モ
ノ
に
は
巻
か
れ
ろ
！
」の
他
者

依
存
の
解
決
策
を
常
に
求
め
る
精
神
で
あ

り
、
長
い
モ
ノ
に
対
し
一
種
の
諦
観
を
抱
い

て
い
る
事
で
あ
る
。
一
ヵ
所
に
定
着
定
住

型
の
水
田
稲
作
生
活
の
中
で
身
に
付
い
て

し
ま
っ
た
「
お
天
道
様
次
第
」
の
感
覚
で

あ
る
。
今
日
の
日
本
の
安
全
保
障
に
し
て

も
、
世
界
の
警
察
の
座
を
降
り
よ
う
と
し

て
い
る
米
国
と
、
常
任
理
事
国
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
や
、
現
実
の
体
制
や
制
度
の
違
い

か
ら
生
じ
る
対
立
か
ら
安
全
保
障
理
事

会
で
、
全
員
一
致
の
決
議
の
図
れ
な
い
国

連
頼
み
の
状
況
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
指
数
関
数
的
変
化
の
時
代

に
は
、
自
ら
の
意
志
と
力
で
未
来
の
難
局

を
主
体
的
に
切
り
拓
い
て
い
く
覚
悟
を
持

た
な
い
と
、
日
本
国
は
世
界
史
の
中
で
、

相
対
的
に
沈
ん
で
い
く
事
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
か
つ
将
来
的
に
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉

の
「
量
的
拡
大
（
増
大
）
は
、
質
的
転
換

を
来
す
」
の
言
葉
の
如
く
、
い
ず
れ
相
対

的
地
盤
沈
下
の
質
的
転
換
を
悪
い
方
に
き

た
し
、
絶
対
的
に
も
沈
ん
で
い
く
事
に
な

る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
日
本
社
会
の
根

本
か
ら
捉
え
直
し
て
改
革
せ
ね
ば
な
ら
な

い
時
が
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑴ 

日
本
全
体
各
分
野
で
の
箍タ
ガ
の

緩
み
を
ど
う
見
る
の
か
？

日
本
社
会
の
箍タ
ガ
の
緩
み
考
察
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
本
稿
を
展
開
す
る
訳
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
評
価
基
準
や
評
価
方

2017年（平成29年）
月　日 事　故 原　因
1月22日 紀州鉄道脱線事故 カーブ曲がり切れず
1月24日 伯備線豪渓駅構内脱線事故 消化活動後、車輪止めを外し忘れて脱線
1月28日 JR大湊線　陥没 野辺地付近の線路脇陥没
2月11日 広島山陽線作業員接触事故 修繕作業の時に、線路に近づき過ぎた為

2月22日 熊本藤崎線脱線事故 枕木が水につかり、釘が緩み、軌道の幅
が拡がってしまった為

2月23日 室蘭本線貨物列車脱線事故 異音に気付き、点検したところ、脱輪

5月22日 わたらせ渓谷点検車両車の
脱線事故 点検車両車の脱線

6月21日 東海道新幹線架線断線事故 京都－新神戸間で停電。高槻市内での
架線の切断

7月7日 東急渋谷駅付近　発煙 トンネル内信号関係ケーブルから発煙
7月26日 琵琶湖線架線脱線事故 架線が火花、小爆発。物による接触

8月8日 JR東海浜松工場内脱線事
故 車庫から出ようとして脱線

9月5日 蕨液変電所トラブル 変電所の前日の作業ミスから

9月12日 東京モノレール立ち往生トラ
ブル 送電トラブルの為

10月2日 大船駅近くの変電所トラブル 変電所のトラブルにより、通勤ラッシュに
影響

10月19日 東急田園都市線三軒茶屋駅 構内の電気系統のトラブル
10月24日 JR宇都宮線 架線送電トラブル

11月15日 東急田園都市線停電トラブ
ル　駒沢駅

送電ケースの絶縁体が溶け、架台に通電
してショート

12月11日 東海道山陽新幹線台車破損 のぞみ号の台車に、亀裂

12月15日 東海道新幹線　名古屋駅 ドアの開け忘れ　乗客200人、車掌2人
乗れず

12月16日 京浜東北線　架線接触事故 未明の架線工事の際の調整が俯瞰戦の
為、ショート

12月24日 東北新幹線　架線切れ レール点検中に、架線切れを発見

12月27日 JR九州　豪華寝台列車「な
なつ星in九州」 エンジン不具合で、山登れず

12月27日 JR播内線　駅通過 運転手が一時的に考え事をして、駅を通
過、95ｍ行き過ぎ停止

図１　鉄道事故（2017年）　※抜粋
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法
、
あ
る
い
は
方
法
論
を
採
用
し
て
行
う

か
を
、
ま
ず
述
べ
て
お
こ
う
。
何
故
な
ら
、

そ
れ
ら
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
、
導
か

れ
る
策
も
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
に
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
箍タ
ガ

の
緩
み
の
現
象

面
に
つ
い
て
触
れ
る
し
か
誌
面
の
制
約
で

出
来
な
い
が
、
行
動
に
ど
う
繋
げ
る
か
の

流
れ
を
把
握
し
て
お
く
事
が
更
な
る
解
決

策
の
追
求
の
為
に
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
一
人
の
人
間
を
取
っ
て
考
え
て
み

る
と
、
人
間
の
活
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は

次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま

ず
、「
考
え
方
」
で
あ
り
、
次
い
で
そ
の
行

動
、
そ
し
て
そ
の
行
動
に
伴
っ
て
ど
の
よ
う

な
「
現
象
」
が
生
じ
て
い
る
か
。
そ
の
流
れ

で
観
察
す
る
方
法
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
把
握
の
方
法
を
用
い
て
、
社
会
全

体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
把
握
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル

に
行
う
事
に
す
る
。

人
間
の
行
動
は
自
動
車
の
運
転
と
同

じ
く
、「
認
知
」
↓
「
判
断
」
↓
「
操
作
」

の
流
れ
で
行
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
人
間
を
観
察
す
る
に
は
、

人
間
自
体
が
三
重
の
重
層
的
階
層
構
造

体
と
し
て
い
て「
生
理
」の
上
に
、「
心
理
」、

「
精
神
」
を
形
成
し
て
い
る
生
命
体
で
あ

る
と
の
認
識
が
重
要
で
あ
る
（
図
２
）。

そ
の
生
理
的
階
層
の
主
た
る
機
能
は
、

自
律
神
経
系
に
よ
る
人
体
各
部
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
も
の
は
、
新

陳
代
謝
（
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
）で
あ
り
、
人
体

の
恒
常
性
を
司
る
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
機
能

で
あ
る
。

何
よ
り
も
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
に
し
て
も
、ホ

メ
オ
ス
タ
シ
ス
に
し
て
も
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
ス
タ
ビ
リ

テ
ィ
を
保
つ
べ
く
機
能
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
思
考

や
行
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、日
本
社
会
の
そ

れ
ら
の
観
察
、
思
考
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
適

用
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
社
会
有
機
体
論
」
と
似

て
お
り
、
擬
生
物
主
義
の
批
判
を
ま
ね
か

ね
な
い
が
、
そ
の
批
判
を
十
分
に
承
知
の

上
で
こ
こ
で
は
議
論
を
行
う
。
日
本
社
会

を
生
理
―
心
理
―
精
神
と
の
三
層
に
分

け
て
捉
え
る
事
も
、
よ
り
議
論
を
体
系
的

に
深
化
さ
せ
る
上
で
有
効
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
社
会
で
生
じ
て
い
る
現
象

（
結
果
）
を
、
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
て
い
る

行
動
（
外
的
原
因
）
と
、
更
に
そ
の
行
動

を
生
ぜ
し
め
る
考
え
方
（
内
的
原
因
）
と

の
図
式
か
ら
分
析
す
る
方
法
も
一
つ
の
分

析
方
法
で
あ
る
。

図２　人間の行動－認知のメカニズム
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今
日
の
日
本
の
箍タ
ガ

が
緩
ん
で
い
る
と
表

現
す
る
時
に
、
こ
の
生
理
―
心
理
―
精
神

の
分
類
の
下
に
各
々
の
箍タ
ガ
の
緩
み
を
分
析

し
て
い
く
事
が
、
よ
り
鮮
明
に
問
題
を
明

ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

そ
し
て
認
知
―
判
断
―
操
作
は
、
こ
れ

か
ら
の
箍タ
ガ

を
締
め
直
す
に
当
た
り
、
ま
ず

ど
の
よ
う
に
箍タ
ガ

が
緩
ん
で
い
る
か
を
認
知

し
、
そ
れ
を
未
来
の
日
本
の
姿
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
判
断
し
、
そ
の
判
断
に
基
づ
き

ど
の
よ
う
に
操
作
す
る
の
か
を
考
え
て
い

く
。実

は
こ
の
認
知
―
判
断
―
操
作
を
実

行
す
る
に
当
た
り
、
今
日
の
様
々
な
考
え

や
、
意
見
や
議
論
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た

論
理
の
全
体
構
造
や
フ
レ
ー
ム
が
見
え
な

か
っ
た
り
、
行
っ
た
り
、
来
た
り
を
原
因
と

結
果
で
し
て
い
た
り
、鶏
が
先
か
卵
が
先
か

の
議
論
に
な
っ
た
り
、
行
く
先
が
定
ま
ら

な
い
の
に
、
航
海
計
画
を
今
の
瞬
間
に
立

て
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
思
考
の
方
法
論

を
し
っ
か
り
定
め
て
お
く
事
が
重
要
で
あ

る
。こ

う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
に
当
た

り
、
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
戦

略
目
標
（ex.

日
本
の
明
日
の
姿
、
形
）で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
戦
略
で
あ
り
、
戦

術
で
あ
り
、
個
々
の
現
場
と
し
て
の
戦
闘

な
の
で
あ
る
。「
日
本
の
明
日
の
姿
、
形
」

と
い
う
戦
略
目
標
（
日
本
丸

の
航
海
の
到
着
す
る
港
）
が

決
ま
ら
ず
し
て
、
戦
略
―
戦

術
―
戦
闘
が
定
ま
る
訳
で
な

く
、
仮
に
そ
れ
無
く
し
て
行

う
と
、
あ
て
ず
っ
ぽ
う
日
和

見
主
義
に
な
っ
た
り
、
弥
縫

策
に
な
っ
た
り
、
議
論
の
為

の
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
為
に
も
、
こ
れ
か
ら

し
ば
ら
く
の
間
、
何
よ
り
も

大
き
な
歴
史
の
流
れ
と
世

界
地
図
を
眺
め
な
が
ら
、
地

図３　人体の基本構造 （これを社会に適応）

図４　戦略目標　戦略　戦術　戦闘
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球
上
の
真
の
平
和
を
考
え
な
が
ら
、
個
別

日
本
の
役
割
を
地
球
儀
の
上
で
将
来
的
に

見
つ
け
る
事
で
あ
る
。

今
日
の
よ
う
に
変
化
の
激
し
い
時
ほ

ど
、
物
事
を
考
え
る
際
に
は
大
局
観
と
、

見
え
な
い
モ
ノ
を
見
る
、〝
理
性
の
力
〞
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
人
の
人
間
の
考
察
、
観
察

の
方
法
論
を
、
箍タ
ガ
の
緩
み
を
日
本
社
会
と

し
て
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
採
用
す
る
事

に
す
る
。
ま
ず
本
稿
に
お
い
て
は
日
本
の

各
分
野
で
ど
う
い
う
箍タ
ガ

が
緩
ん
で
い
る
の

か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

⑵ 

政
治
の
箍タ
ガ
の
緩
み

一
言
で
語
れ
ば
、
政
治
シ
ス
テ
ム
そ
の
も

の
に
制
度
疲
労
が
生
じ
て
い
る
の
が
今
日

で
あ
る
。

政
治
の
役
割
は
、
国
民
に
国
の
存
在

意
義
を
知
ら
し
め
、
そ
の
国
が
何
処
に
向

か
っ
て
行
く
か
の
目
標
を
示
し
、
そ
れ
に

対
し
の
戦
略
、
戦
術
、
戦
闘
を
示
し
、
国

民
に
実
行
し
て
も
ら
う
事
で
あ
る
が
、
今

日
の
日
本
の
政
治
は
、行
く
先
を
示
せ
ず
、

太
平
洋
只
中
に
漂
う
船
の
如
く
で
あ
り
、

全
く
目
的
を
持
っ
て
十
分
に
計
画
さ
れ
た

航
海
計
画
に
沿
っ
て
操
縦
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、
中
国
、
北
朝
鮮
の
軍
事

的
恐
怖
の
拡
大
を
、
世
界
の
力
を
頼
り

に
、
自
ら
で
は
何
ら
有
効
な
対
策
を
示

さ
な
い
で
、
い
や
正
確
に
は
若
干
の
努
力

は
し
て
は
い
る
が
、
全
く
対
応
力
に
は
な

り
得
て
い
な
い
の
で
、
今
日
の
中
国
の
軍

用
機
の
防
空
識
別
圏
（
東
シ
ナ
海
の
大

半
）
ま
で
の
飛
来
や
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ

ル
の
日
本
上
空
通
過
を
許
し
て
い
る
。
し

か
も
、
漁
業
や
鉱
物
資
源
や
島
の
主
権

の
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
の
海
の
権
益

を
他
国
が
侵
犯
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

何
ら
有
効
な
策
を
自
力
で
は
打
っ
て
い
な

い
。
昔
な
ら
宣
戦
布
告
で
あ
っ
た
が
。

更
に
は
米
国
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
離
脱
、
パ
リ

協
定
か
ら
の
脱
退
、ユ
ネ
ス
コ
か
ら
の
脱
退

を
黙
認
し
、
核
廃
絶
に
対
し
て
の
世
界
の

動
き
も
醸
成
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
属
国
と

し
て
の
立
場
を
改
め
る
努
力
は
殆
ん
ど
無

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
実
質
出
来
な
い
の

で
あ
る
。

更
に
は
、
何
よ
り
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
地
球
上
で
、
日
本
は
そ
の
世
界
的
役
割

に
無
関
心
で
あ
る
。
中
国
等
が“Belt &

 

Road

（
一
帯
一
路
）initiative”

を
デ
ザ
イ

ン
し
、
世
界
に
向
け
て
の
貢
献
の
意
志
と

戦
略
を
声
明
し
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
の

Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
を
半
分
の
資
金
負
担
を
し
て
、

医療

政治

経済

社会

スポーツと体力

技術

教育 文化

日本社会の箍
の緩み減少

タガ

政治システムの制度疲労
中国、北朝鮮の勢力拡大
の見過ごし
“明日の国の形、姿”の
未呈示

○２人に１人のがん患者
○医師の不始末
○etc.

○かつての主要技術の劣化
○新技術の遅れ
○etc.

○システムの劣化
○平均的教育の立ち遅れ
○国際的人材の未育成
○etc.

○人口比の割に少ない
世界での活躍

○意識（学力を重視して、
スポーツを軽視）

○メンタリティの弱さ
○etc.

○日本文化の衰え
○文化の未形成
○日本人の興味薄
○etc.

○高齢化
○少子化
○宗教心モラルの低下
○etc.

経済システムの制度疲労
○サスティナブル・エコノミーの弊害
○ロストツォディケードの発生
○主要産業の衰退と不祥事の多発
○etc.

図５　日本社会のタガの緩み現象
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世
界
の
関
心
を
集
め
る
と
共
に
、
国
民

に
夢
を
与
え
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
は
、

〝
日
本
の
明
日
の
姿
、
形
〞
を
示
し
得
な

い
事
と
共
に
、
国
際
化
さ
れ
た
社
会
に
対

し
、
世
界
第
三
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
大
国
で
あ
る

に
も
拘
わ
ら
ず
、
部
分
的
資
金
の
拠
出
は

あ
る
も
の
の
、
世
界
の
人
々
に
夢
を
与
え

る
よ
う
な
貢
献
策
を
呈
示
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
結
果
と
し
て
世
界
か
ら
見
る
と

そ
の
存
在
は
影
が
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

か
つ
て
は
、「
ル
ッ
ク
イ
ー
ス
ト
政
策
」
の

如
く
、
ア
ジ
ア
の
国
々
は
日
本
を
一つ
の
発

展
の
お
手
本
と
し
て
い
た
が
、
今
日
で
は

少
々
過
激
で
は
あ
る
と
思
う
が
、「
も
う
日

本
か
ら
学
ぶ
事
は
無
い
」
と
語
る
国
も
登

場
す
る
状
況
に
あ
る
。

そ
し
て
、こ
の
国
の
意
思
決
定
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
、
真
の
民
主
主
義
の
機
能
が
働
か

な
く
な
っ
て
い
る
。
本
来
現
在
の
間
接
代

理
制
の
民
主
主
義
的
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
は
、二
大
政
党
の
存
在
が
あ
り
、
そ
の

間
で
の
政
権
交
代
の
あ
る
事
が
望
ま
し
い

が
、
そ
の
政
権
交
代
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な

い
ど
こ
ろ
か
、
野
党
そ
の
も
の
が
自
滅
の

形
で
弱
体
化
し
、
対
抗
勢
力
を
形
成
し
得

て
い
な
い
。
こ
の
原
因
に
は
第
二
次
世
界

大
戦
敗
戦
の
余
波
を
含
め
、
多
く
の
原
因

が
あ
り
、一
概
に
論
じ
る
訳
に
は
い
か
な
い

が
、
今
後
の
日
本
の
国
家
運
営
に
お
い
て

重
要
な
課
題
で
あ
る
。

更
に
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
、
国
民

の
意
識
が
、
何
が
今
日
の
日
本
の
存
在
を

造
り
出
し
支
え
て
い
る
か
を
忘
れ
、
自
己

中
心
の
個
人
、
家
庭
、
地
域
、
企
業
、
公

的
機
関
が
増
え
、
全
体
の
目
的
よ
り
も
自

己
中
心
的
の
み
に
活
動
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
全
体
と

し
て
の
纏
ま
り
が
極
め
て
悪
く
な
っ
て
来

て
い
る
。
結
果
と
し
て
全
体
と
し
て
の
合

理
的
な
意
思
決
定
が
的
確
に
な
さ
れ
ず
、

国
家
運
営
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
状
態
が

生
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
日
本
の
将
来
の

為
、
そ
し
て
世
界
の
為
に
日
本
人
が
真
剣

に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
己
の
現
在

の
幸
せ
の
為
に
の
み
働
い
て
い
る
の
が
日

本
人
の
今
日
の
姿
で
あ
る
。

更
に
今
日
の
第
四
次
産
業
革
命
（
脳
業

革
命
、
Ｓ
Ｃ
３
革
命
）の
時
代
に
お
い
て
、

増
々
国
民
間
の
格
差
拡
大
の
傾
向
が
強

ま
っ
て
お
り
、
中
間
層
の
解
体
と
貧
困
層

の
増
加
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
社
会
を
不

安
に
す
る
大
き
な
政
治
的
要
因
と
な
る
の

で
、
何
ら
か
の
政
策
が
税
制
以
外
に
も
取

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
負
担

と
分
配
の
平
等
の
み
で
な
く
、
稼
ぐ
チ
ャ

ン
ス
の
平
等
さ
、
公
正
さ
を
本
質
的
に
考

え
る
べ
き
時
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四

次
産
業
革
命
は
、
脳
業
革
命
で
あ
り
、
頭

の
使
い
方
（
脳
業
）に
よ
っ
て
、
手
足
の
労

働
と
は
桁
違
い
の
労
働
生
産
性
が
生
じ
る

事
が
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
働
く
時
代

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
事
を
指
摘
す

る
人
は
少
な
い
。

そ
し
て
、
国
民
の
力
を
未
来
に
注
が
せ

る
為
に
も
、
厳
し
い
状
況
を
能
動
論
的
に

先
回
り
し
て
、
頭
を
働
か
せ
る
事
が
重
要

で
あ
る
。
例
え
ば
、「
人
口
減
少
に
関
し
て

も
高
齢
化
に
し
て
も
、
世
界
に
先
駆
け
て

日
本
が
挑
戦
し
て
い
る
の
だ
！
」
と
考
え

た
方
が
良
い
し
、Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
は
仕
事

を
奪
う
の
で
は
な
く
、
新
し
い
仕
事
を
生

み
出
す
し
、
人
間
を
よ
り
本
質
的
な
人
間

的
仕
事
に
つ
か
せ
る
の
だ
と
考
え
る
事
で

あ
る
。
事
実
今
日
ハ
イ
テ
ク
を
活
発
に
用

い
て
る
国
ほ
ど
失
業
率
が
低
い
の
で
あ
る
。

⑶
経
済
的
箍タ
ガ
の
緩
み

①
全
体
的
に
問
題
点
の
増
加

日
本
経
済
は
今
日
実
に
微
妙
な
と
こ

ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
図
６
に
示
し
た
よ

う
に
日
本
企
業
は
多
く
の
問
題
点
を
抱
え

て
い
る
が
、
今
日
の
み
を
見
て
み
る
と
、
そ

の
経
済
は
一
見
す
る
限
り
、
必
ず
し
も
悪

く
な
い
。
２
０
１
７
年
の
業
績
は
日
本
単

体
で
見
る
限
り
、
決
算
も
好
業
績
企
業
が

多
く
、
企
業
の
内
部
留
保
も
積
み
重
ね
ら

れ
、
４
０
０
兆
弱
近
く
ま
で
達
し
、
個
人

金
融
資
産
も
海
外
経
済
の
好
調
に
支
え

ら
れ
た
１
８
０
０
兆
円
を
超
え
、
日
本
銀

行
の
保
有
資
産
も
３
０
０
兆
円
台
に
あ

る
。こ

れ
ら
の
原
因
は
、
円
安
、
株
高
と
輸

出
企
業
の
好
調
と
、
年
間
３
０
０
０
万
人

に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
観
光

事
業
の
増
加
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

日
本
企
業
の
新
し
い
時
代
へ
の
対
応
の
成

果
で
は
無
く
、
む
し
ろ
在
来
資
源
の
海
外

要
因
で
の
広
が
り
が
大
き
い
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
の
成
長
は
１
％

前
後
で
あ
り
、
日
本
自
体
と
し
て
は
僅
か

で
あ
る
が
絶
対
的
に
成
長
し
て
い
る
も
の

の
世
界
全
体
か
ら
見
る
と
、
日
本
経
済
は

成
長
率
が
低
く
、
３
分
の
１
〜
４
分
の
１

程
度
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
人
口
減
少
に

よ
る
市
場
の
縮
小
、
働
き
手
の
大
幅
減
、

更
に
は
高
齢
化
に
よ
る
様
々
な
弊
害
が
発

生
し
始
め
て
い
る
。
ま
だ
日
本
経
済
は
、

糖
尿
病
に
な
り
、
手
術
が
受
け
ら
れ
な
い

と
い
う
状
況
で
は
な
い
と
判
断
す
る
が
、

更
年
期
障
害
を
迎
え
、
経
済
構
造
そ
の
も

の
が
古
く
な
り
始
め
、
制
度
疲
労
を
生
じ

て
お
り
、
い
ず
れ
糖
尿
病
に
な
り
、
手
術
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不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

技
術
的
に
は
、
今
ま
で
プ
ロ
セ
ス
・
エ

ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
か
ら
一
番
手
国
と
し
て
の

プ
ロ
ダ
ク
ト
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
へ
の
転

換
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
手
こ
ず
っ

て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
し
、
そ
の
技
術

に
関
し
て
も
後
発
国
の
追
い
上
げ
が
激
し

く
、
そ
れ
に
対
応
し
て
よ
り
速
く
進
む
状

況
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
今
日
で
あ
る
。
ま

た
先
進
国
か
ら
も
逃
げ
ら
れ
て
い
る
状
況

も
見
ら
れ
る
。

ま
た
日
本
の
戦
後
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

入
っ
て
か
ら
、
既
に
数
十
年
の
歳
月
が
経

ち
、
既
に
老
朽
化
し
て
事
故
発
生
率
を
高

め
る
状
況
に
あ
る
イ
ン
フ
ラ
が
、
港
湾
、
鉄

道
、
高
速
道
路
、
橋
梁
、
水
道
管
、
ガ
ス

管
等
に
増
し
て
い
る
。
戦
後
に
農
村
部
か

ら
大
都
市
周
辺
の
工
場
地
帯
に
流
入
し

た
地
方
か
ら
の
労
働
者
の
移
住
に
対
し
て

主
と
し
て
提
供
さ
れ
た
公
共
団
地
も
老

朽
化
す
る
と
共
に
、
住
む
人
間
も
高
齢
化

し
、
そ
の
運
営
に
翳
り
が
出
て
い
る
。
し
か

も
大
幅
に
空
室
率
が
上
昇
し
始
め
、
社
会

問
題
化
し
て
い
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
過
去
の
財
産
の
上
に

今
日
の
日
本
経
済
は
何
と
か
サ
ス
テ
ィ
ナ

ブ
ル
な
状
態
で
歩
ん
で
い
る
の
み
で
、
新
し

い
時
代
へ
の
適
応
が
余
り
上
手
く
運
ん
で

い
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

② 

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の

誤
謬

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
（
１
９
４
５

年
）
か
ら
、
朝
鮮
動
乱
（
１
９
５
０
〜

５
３
年
）
を
契
機
と
し
て
奇
跡
の
復
興
を

遂
げ
た
日
本
は
、
１
９
６
８
年
に
ド
イ
ツ

を
抜
い
て
世
界
第
二
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
大
国
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
１
９
８
６
〜
９
０
年

の
バ
ブ
ル
を
経
て
、
１
９
９
１
年
４
月
か

ら
の
ロ
ス
ト
デ
ケ
ー
ド
（
失
わ
れ
た
10
年
）

に
投
入
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
10
年
以
上
迷

走
し
た
。
そ
の
間
に
、
日
本
社
会
に
は
、

何
と
な
く
現
状
の
停
滞
を
容
認
す
る
形

で
、「
も
う
十
分
に
成
長
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
現
状
を
維
持
出
来
れ
ば
良
い
」
と
の

一
部
の
学
者
の
主
張
す
る
〝
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ

ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
〞
が
何
と
な
く
支
配

的
に
な
っ
て
い
た
し
、
国
民
も
そ
れ
に
納
得

し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
２
０
１
０
年
に
中
国
に
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
追
い
付
か
れ
、
そ
れ
か
ら
７
年
間
で

中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
１
０
０
０
兆
円
を
超

え
、
日
本
の
２
倍
強
に
な
り
、
な
お
か
つ
今

日
で
も
６
〜
７
％
の
成
長
を
続
け
、
年
間

60
〜
70
兆
円
の
新
市
場
を
形
成
し
続
け
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
良
く
と
も
１
％

前
後
で
あ
り
、マ
イ
ナ
ス
も
含
め
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
伸
び
は
停
滞
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
世

界
全
体
は
３
〜
４
％
で
成
長
し
て
い
る
の

に
比
べ
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
世
界
比
率
は

低
下
し
て
い
く
の
み
で
あ
る
。

考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
世
界
人
口
が

70
億
を
超
え
、
指
数
関
数
的
変
化
の
経

図６　日本企業の問題
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済
社
会
に
お
い
て
、
守
り
に
入
っ
た
国
は
、

相
対
的
に
お
い
て
い
か
れ
る
の
み
な
の
で
あ

る
。
日
本
の
将
来
を
考
え
る
な
ら
ば
、
世

界
の
成
長
と
歩
調
を
合
わ
さ
ね
ば
、
相

対
的
に
増
々
地
盤
沈
下
し
て
い
く
事
に
な

る
。
今
一
度
、〝
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
〞で
は
な
く
、
日
本
は
、〝
エ
マ
ー
ジ
ン

グ
カ
ン
ト
リ
ー
〞
と
し
て
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
グ

ロ
ー
ス
を
再
度
は
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今

一
度
、
明
治
の
富
国
強
兵
対
策
を
考
え
る

の
も
一
考
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
今
ま
で
以
上

に
慎
重
に
地
球
環
境
へ
の
負
担
を
考
え
て

い
く
事
が
不
可
欠
で
あ
る
事
は
論
を
持
た

な
い
。

③ 

日
本
の
主
要
企
業
の
不
祥
事
と
世
界

か
ら
の
後
退

最
近
の
日
本
企
業
の
経
営
モ
ラ
ル
の
衰

退
は
少
し
目
立
ち
過
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

神
戸
製
鋼
の
よ
う
な
日
本
の
イ
ン
フ
ラ
企

業
の
一つ
が
、
検
査
を
不
法
に
行
っ
て
出
荷

し
て
い
た
り
、
三
菱
自
動
車
、
日
産
、マ
ツ

ダ
も
そ
の
検
査
を
資
格
の
無
い
人
間
に
や

ら
せ
た
り
と
い
う
不
祥
事
が
続
発
し
、
世

界
に
お
け
る
日
本
企
業
の
信
頼
性
評
価
に

影
を
落
と
し
て
い
る
。
更
に
、
三
菱
マ
テ
リ

ア
ル
に
し
て
も
、
東
レ
に
し
て
も
、
デ
ー
タ

の
改
ざ
ん
や
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
低
下
せ

し
め
る
大
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
も
、
古
く
と
も
法
は
法

で
あ
る
の
で
守
る
事
が
第
一
義
で
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
の
箍タ

ガ

が
緩
ん
で
い
る
の
は
、
そ

の
法
そ
の
も
の
が
古
く
な
っ
て
い
て
、
時
代

に
適
応
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
ま

ま
放
置
し
て
あ
る
事
が
同
時
に
問
題
な
の

で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
検
査
を
資
格
を
持
っ
て

い
な
い
人
が
行
っ
て
も
、
検
査
そ
の
も
の
が

Ａ
Ｉ
等
を
導
入
し
、
機
械
化
さ
れ
、
自
動

化
さ
れ
れ
ば
資
格
そ
の
も
の
は
余
り
問
題

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
、
特
に
古
い
制
度
そ
の
も
の
を
放

置
し
て
お
い
て
、
そ
の
下
で
の
対
応
を
要

求
す
る
と
い
う
矛
盾
を
も
た
ら
し
、
結
果

と
し
て
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
事
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
液
晶
に
お
い
て
は
第
一
人
者
と

し
て
誇
っ
て
い
た
シ
ャ
ー
プ
が
、
台
湾
の
ホ

ン
ハ
イ
に
買
収
さ
れ
た
り
、
東
芝
が
原
子

力
に
関
し
て
の
企
業
買
収
の
失
敗
か
ら
債

務
を
持
た
さ
れ
て
、
結
果
的
に
事
業
の
儲

け
頭
の
半
導
体
事
業
の
売
却
、
あ
る
い
は

商
工
中
金
の
不
正
融
資
や
、
民
営
化
も
そ

れ
ら
の
流
れ
で
あ
る
。
株
式
市
場
か
ら
の

退
場
の
危
機
が
迫
り
、
あ
た
ふ
た
し
て
い

る
姿
も
今
日
の
焦
眉
の
課
題
で
あ
る
。

更
に
日
本
企
業
が
、
世
界
の
主
要
売
上

高
の
企
業
統
計
か
ら
、
次
第
に
そ
の
立
場

を
落
と
す
と
共
に
、
消
え
て
行
っ
て
い
る

光
景
も
今
日
著
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
経
済
は
、
企

業
の
形
態
に
し
て
も
、
金
融
制
度
に
し
て

も
、
経
済
関
連
の
方
に
し
て
も
、
制
度
的

疲
労
を
き
た
し
て
お
り
、
そ
れ
が
タ
ガ
を

緩
め
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
事
実
で

あ
る
。

⑷ 

社
会
的
箍タ
ガ
の
緩
み

① 

人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
と
社
会
イ

ン
フ
ラ
の
維
持
の
困
難
化

既
に
日
本
社
会
は
、
人
口
減
少
期
に
入

り
、
毎
年
数
十
万
レ
ベ
ル
の
人
口
が
減
る

時
代
に
入
り
、
今
か
ら
30
〜
40
年
後
に
は

３
０
０
０
万
〜
４
０
０
０
万
人
の
人
口
が

減
り
、
約
８
０
０
０
万
人
位
の
人
口
社
会

に
な
る
も
の
と
人
口
統
計
学
的
に
推
測
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
口
減
そ
の
も
の

が
社
会
全
体
の
緊
張
感
を
高
め
、
国
民
と

必
死
の
対
応
に
向
か
え
さ
せ
れ
ば
良
い
が
、

逆
に
微
温
湯
的
に
緩
め
る
状
況
に
あ
る
と

同
時
に
、
厳
し
い
現
実
を
生
み
出
し
て
い

る
。そ

の
第
一
は
、
既
に
26
％
を
超
え
た
高

齢
化
比
率
で
あ
り
、
４
人
に
１
人
以
上
が

高
齢
化
で
あ
り
、
か
つ
日
本
の
個
人
資
産

の
３
分
の
２
を
所
有
す
る
事
が
、
老
人
を

の
ん
び
り
さ
せ
、
若
者
に
負
担
の
重
い
労

働
を
求
め
る
社
会
構
造
を
生
み
出
し
て

い
る
。
何
よ
り
も
今
日
の
日
本
の
繁
栄
の

礎
は
戦
前
生
ま
れ
で
、
戦
前
に
教
育
を
受

け
た
人
々
が
１
９
４
５
年
の
敗
戦
後
の
新

た
な
国
造
り
の
為
に
、
太
陽
が
出
る
前
か

ら
働
き
始
め
、
日
が
沈
ん
で
も
働
く
事
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
次
第
に
労
働
力
が
減
少
し

て
い
き
、
将
来
の
日
本
の
経
済
基
盤
そ
の

も
の
が
縮
ん
で
い
く
事
が
明
ら
か
に
目
に

見
え
て
い
る
の
に
、
労
働
時
間
の
減
少
と
、

そ
の
働
き
方
の
規
制
ば
か
り
に
目
が
奪

わ
れ
、
そ
れ
を
本
質
的
で
な
い
労
働
総
体

の
減
少
の
方
向
で
修
正
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
明
ら
か
に
今
日
の
政
策
は
、
今
生
き

て
い
る
人
の
為
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
明
日

の
日
本
の
子
孫
達
の
為
の
基
盤
造
り
を
す

る
と
い
う
意
志
は
全
く
と
言
っ
て
見
ら
れ

な
い
。
ま
し
て
や
世
界
の
貧
困
に
立
ち
向

か
う
意
志
な
ど
全
く
無
い
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
社
会
存
続
の
為
の
箍タ

ガ

が
緩
み
出
し
、

今
日
の
繁
栄
が
明
日
の
頽
れ
を
も
た
ら
す

事
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
社

会
イ
ン
フ
ラ
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
状

況
が
日
本
の
到
る
所
で
生
じ
て
い
く
事
に
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な
る
。

②
倫
理
観
の
喪
失

今
日
の
社
会
は
い
た
る
所
で
、
人
と
人

と
の
間
（
倫
）
の
理
と
し
て
の
論
理
感
が

失
わ
れ
た
行
動
が
目
に
つ
く
。

こ
う
し
た
倫
理
観
の
喪
失
が
、
今
の
と

こ
ろ
経
済
的
に
若
干
で
も
成
長
を
遂
げ
て

い
る
の
で
、
何
と
か
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
な
い

で
あ
る
範
囲
で
治
ま
っ
て
い
る
が
、
仮
に
経

済
的
に
厳
し
く
な
っ
た
時
、
こ
う
し
た
倫

理
観
の
乱
れ
が
一
段
と
社
会
を
不
安
な
状

況
に
振
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
の
で
要
注
意
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
が
全
体
と
し
て
上
手
く
い
っ
て

い
る
時
に
は
、
問
題
点
は
見
え
な
い
が
、
そ

の
問
題
点
が
シ
ス
テ
ム
を
劣
化
さ
せ
、
ど

こ
か
で
シ
ス
テ
ム
を
根
本
か
ら
壊
し
て
し
ま

い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

⑸ 

日
本
文
化
の
箍タ
ガ
の
緩
み　

ー
下
手
を
す
る
と
日
本
文
化
の

基
層
を
も
失
う
か
も
？
ー

今
日
の
日
本
の
文
化
の
全
体
像
を
見
て

い
る
と
、
日
本
人
自
体
が
永
年
か
け
て
築

い
て
き
た
日
本
文
化
の
基
層
を
破
壊
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
文
化
の

表
層
が
一
時
的
に
日
本
の
歴
史
か
ら
姿
を

消
す
事
は
何
と
か
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
の

基
層
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
、
日
本
文
化

は
世
界
史
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
、
国
体
そ

の
も
の
を
危
う
く
し
、
そ
の
姿
を
消
し
て

し
ま
う
事
に
な
る
。
そ
れ
は
絶
対
に
避
け

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
こ
で
日
本
文
化
の
基
層
と

か
、
表
層
と
か
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
言
葉
そ
の
も
の
へ
の

関
心
も
薄
い
の
が
今
日
の
日
本
人
で
あ
ろ

う
。
基
層
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
日

本
人
の
存
在
基
盤
が
、
矮
小
化
さ
れ
て
し

ま
う
事
に
な
り
兼
ね
な
い
事
を
意
味
し
て

い
る
。

そ
れ
が
ど
れ
程
国
家
に
と
っ
て
大
き
な

出
来
事
か
を
理
解
す
る
人
は
少
な
い
。

こ
こ
で
は
詳
し
く
日
本
文
化
論
を
展
開

し
て
い
く
余
裕
は
な
い
が
、
究
め
て
簡
略

化
し
て
述
べ
れ
ば
、
哲
学
の
ベ
ー
ス
と
な
る

三
つ
の
基
本
概
念
の
日
本
人
と
し
て
の
捉

え
方
の
劣
化
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
ベ
ー
ス
は
、
日
本
列

島
と
い
う
豊
饒
、
か
つ
厳
し
い
淘
汰
圧
を

有
す
る
地
理
、
地
形
や
、
気
象
条
件
を

自
然
に
持
つ
蓬
莱
島
で
、
日
本
人
が
永

年
環
境
適
応
し
て
存
続
を
画
す
る
中
で
、

日
本
人
の
脳
裡
に
形
成
さ
れ
た
世
界
の

中
で
も
優
れ
た
精
神
活
動
の
基
盤
な
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
今
日
で
は
、
全
て
の
存
在
を

有
り
難
い
と
思
う
意
識
は
薄
れ
、
余
り
他

を
尊
ば
ず
、
自
己
中
心
と
な
り
、
あ
た
か

も
過
去
も
未
来
も
考
え
な
い
で
今
を
亨

受
す
る
人
々
が
増
え
て
い
る
。
明
ら
か
に

日
本
人
の
精
神
文
化
の
基
層
の
崩
壊
で

あ
り
、
日
本
人
が
根
無
し
草
に
な
っ
て
い

く
前
兆
で
あ
る
。い
や
、既
に
今
日
か
な
り

〝
根
無
し
草
〞に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
日
本
人
の
日
本
文
化
の
基
層

の
崩
壊
が
日
本
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る

か
を
少
し
現
象
面
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
。

①
日
本
文
化
の
海
外
流
出

日
本
古
来
の
武
道
と
し
て
の
柔
道
も
空

手
も
、
今
日
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
あ
る
い
は

南
米
等
で
盛
ん
に
な
り
、
日
本
人
の
手
か

ら
離
れ
て
世
界
的
に
運
営
さ
れ
る
状
況
が

生
ま
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
日
本
の
盆
栽
に
し
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
流
行
し
て
い
く

の
み
で
な
く
、
彼
ら
の
生
活
の
中
に
深
く

浸
透
し
、
自
ら
の
生
活
文
化
の
中
に
取
り

込
ま
れ
て
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

に
も
愛
好
家
は
居
る
も
の
の
、
か
つ
て
の

よ
う
に
何
気
な
く
生
活
文
化
の
中
で
愛

で
て
い
る
と
い
う
習
慣
が
薄
れ
、
次
第
に

そ
の
深
味
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
庶
民
の
生

活
文
化
の
質
が
次
第
に
低
下
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

あ
る
い
は
最
近
で
は
東
南
ア
ジ
ア
で
、

日
本
の
お
茶
が
特
に
抹
茶
が
流
行
し
て
お

り
、
そ
こ
で
は
物
質
と
し
て
の
お
茶
を
飲

む
行
為
の
中
に
あ
る
作
法
や
、
そ
の
精
神

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
増
え
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
日
本
人
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
？
お
茶
よ
り
も
、
コ
ー
ヒ
ー
や

紅
茶
を
始
め
と
す
る
外
国
産
の
お
茶
の
方

に
向
か
い
過
ぎ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

ま
た
日
本
人
が
開
発
し
た
〝
旨
味
〞
と

い
う
感
覚
と
そ
の
調
理
法
や
、
旨
味
素
材

に
関
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
料
理
や
イ
タ
リ
ア

料
理
に
取
り
込
ま
れ
始
め
て
い
る
し
、
高

い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
確
か
に
日
本
人

の
多
く
も
、
こ
の
日
本
料
理
に
関
し
て
の

奥
行
き
を
求
め
る
努
力
を
し
て
い
る
が
、

か
な
り
の
部
分
が
日
本
的
食
文
化
か
ら
遠

ざ
か
り
、
食
文
化
の
破
壊
者
と
な
っ
て
い

る
の
が
実
情
で
あ
り
、
日
本
的
良
さ
が
海

外
へ
移
っ
て
い
く
可
能
性
を
高
め
て
い
る
。

そ
れ
は
最
近
の
相
撲
界
の
出
来
事
も
そ
れ

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
だ
。
相
撲
界
も
柔

道
の
如
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
向
か
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
方
向
で
相
撲
の
明
日

を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
筈
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
況
は
全
く
違
う
対
応

し
か
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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② 「
見
え
な
い
所
に
も
人
間
の
視
線

を
！
」の
衰
退

日
本
文
化
の
奥
行
き
の
一
つ
は
、「
目

に
見
え
な
い
所
に
も
目
配
り
を
！
」
と
い

う
特
色
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
の
人
は
、

「
四
角
い
部
屋
を
丸
く
掃
く
」
と
い
う
言

葉
が
登
場
す
る
よ
う
に
、一つ
ひ
と
つ
の
物

事
を
大
切
に
扱
う
と
い
う
心
を
少
し
何
処

か
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
物
を
大
切
に
し
な
い
し
、「
袖
振
り
合

う
も
他
生
の
縁
」
の
如
く
、
僅
か
の
出
会

い
も
大
切
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
余
り

に
も
人
間
の
数
が
増
え
、
毎
日
知
ら
な
い

人
の
間
に
居
る
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
と
の
触
れ
合
い
を
著
し
く
寂

し
い
も
の
に
変
質
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
。

物
造
り
に
お
い
て
も
、
人
の
目
に
触
れ

な
い
裏
側
に
も
、
内
部
に
も
職
人
の
気
配

り
が
行
き
渡
っ
て
い
た
り
、ま
た
服
の
裏
地

に
凝
っ
た
り
、
塗
り
物
の
内
側
等
様
々
な

道
具
や
機
械
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
日
本
人
の
持
つ
特
質
の
一つ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
人
目
に
触
れ
な
い

と
こ
ろ
か
ら
手
を
抜
く
ケ
ー
ス
が
出
て
来

て
、
検
査
を
手
抜
き
し
た
り
、
掃
除
や
衛

生
面
等
を
し
っ
か
り
行
う
と
い
う
心
持
が

薄
れ
て
い
る
。

昔
の
日
本
の
木
造
建
築
は
出
来
る
限

り
釘
を
用
い
な
い
で
、
組
み
合
わ
せ
の
妙

で
構
造
化
し
て
い
き
、
素
材
を
考
え
て
、

自
然
の
接
着
剤
で
接
合
を
行
っ
て
い
た
が
、

今
で
は
釘
や
螺
子
に
よ
っ
て
接
合
し
、
強

力
な
化
学
接
着
剤
を
用
い
て
し
ま
う
の
で
、

一
端
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
そ
れ
を
解
体

す
る
時
に
は
殆
ん
ど
廃
材
に
な
っ
て
し
ま

う
。
各
々
の
素
材
を
活
か
し
、
よ
り
長
く

傷
つ
か
な
い
ま
ま
保
存
す
る
と
い
う
努
力

の
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ
ン
の
二
つ
の

キ
ー
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、

１
． 
目
に
見
え
な
い
所
に
デ
ザ
イ
ン
の
光

を
２
． 

使
用
目
的
が
終
わ
っ
た
ら
、
壊
し
易

さ
を

で
あ
る
。
こ
れ
は
元
々
日
本
文
化
に
合
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
薄
れ
、
海
の
彼

方
で
浮
か
び
上
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

③ 

日
本
の
宗
教
の
箍タ
ガ
の
緩
み

日
本
人
は
、「
悉
皆
仏
」の
教
え
の
よ
う

に
、
全
て
の
存
在
し
て
い
る
仏
性
を
見
て
、

尊
び
、
敬
い
、
慕
う
愛
情
を
持
っ
て
接
し

て
き
た
。
し
か
し
今
日
の
日
本
人
は
程
々

に
満
た
さ
れ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、一
般
の

人
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
に
関
わ
る

人
達
も
、
ど
う
も
何
か
箍タ
ガ

が
緩
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
宗
教
心
の
衰
え
が
、
神
仏
を

始
め
と
す
る
宗
教
団
体
の
運
営
を
困
難
に

し
て
い
る
事
も
あ
る
が
、
宗
教
関
係
者
自

身
の
心
の
中
に
も
、
真
の
宗
教
心
の
衰
え

が
在
り
、一つ
の
職
業
と
化
し
、
本
来
の
有

り
難
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？
庶
民
と
違
う
生
活
を
し
、

厳
し
い
自
己
鍛
錬
を
し
、
仏
教
百
万
巻
の

書
の
英
知
を
学
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
有
り

難
い
存
在
で
あ
り
、
宗
教
者
を
尊
ぶ
心
も

庶
民
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
宗
教
者
が

庶
民
の
レ
ベ
ル
に
降
り
て
き
て
い
る
の
が
今

日
の
実
情
で
あ
ろ
う
。

京
都
へ
行
っ
て
夜
の
世
界
に
お
い
て
結

構
目
立
つ
の
が
宗
教
界
の
人
々
で
あ
る
し
、

地
方
に
お
い
て
も
神
社
仏
閣
の
副
業
が
活

発
に
な
る
と
同
時
に
、
世
俗
化
が
著
し
く

進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

本
来
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、
世
界
に
誇

れ
る
高
い
精
神
性
を
持
っ
た
宗
教
家
と
宗

教
人
、
あ
る
い
は
人
々
の
宗
教
心
が
、
世

界
に
お
い
て
日
本
社
会
の
精
神
性
の
高
い

レ
ベ
ル
で
の
存
在
の
武
器
と
す
る
事
が
出

来
た
が
、
ど
う
も
尊
い
武
器
も
錆
び
つ
か

せ
て
し
ま
い
、
徐
々
に
使
い
物
に
な
ら
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
こ
こ
で

の
認
知
―
判
断
を
ベ
ー
ス
に
次
に
ど
の
よ

う
に
操
作
を
す
る
か
を
宗
教
界
に
お
い
て

も
、
具
体
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
為
に
は
、
前
述
の
如
く
、
日
本
社
会
の

生
理
―
心
理
―
精
神
の
重
層
構
造
と
し

て
捉
え
、
そ
の
根
底
を
し
っ
か
り
と
把
握

し
、
戦
略
目
標
を
描
き
出
し
、
そ
こ
か
ら

根
本
的
な
対
応
策
を
戦
略
―
戦
術
―
戦

闘
と
し
て
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
も
ち
論
、
今
日
の
宗
教
界
に

も
、
そ
の
事
に
気
付
き
改
革
の
努
力
を
し

て
い
る
し
、
自
ら
も
深
く
研
鑽
を
積
み
、

徳
を
高
め
て
い
る
方
々
も
お
ら
れ
る
の
は

承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
来
の
宗
教
の
存
在
意
義
を

理
解
し
、
自
ら
が
大
衆
済
生
の
苦
悩
を
嗅

ぎ
取
り
、
自
ら
が
悩
み
昇
華
さ
せ
る
事
に

よ
っ
て
、
大
衆
を
救
済
す
る
と
い
う
真
の

目
的
を
忘
れ
、
形
式
的
な
行
事
の
遂
行
者

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
方
々
が
若
干
目
立

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

〈
お
わ
り
に
〉

再
び
日
本
人
と
日
本
社
会
の

箍タ
ガ
を
締
め
直
そ
う
！

こ
こ
で
は
日
本
の
社
会
の
タ
ガ
の
緩
み

の
一
部
を
見
て
き
た
が
、
ま
さ
に
日
本
人
が

未
来
に
可
能
性
や
夢
を
失
っ
て
来
て
い
る

事
に
、
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ

て
、
ど
う
す
る
か
？


