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地
震
、
津
波
、
そ
し
て
原
発
事
故
。
複
合
的
な
災
害
と
な
っ
た
三
・
一
～

は
甚
大
な
人
的
・
物
的
損
失
を
も
た
ら
し
、
交
通
網
や
生
活
物
資
の
流
通
を

混
乱
に
陥
れ
た
。
福
島
第
［
原
子
力
発
電
所
の
状
況
か
ら
は
、
災
害
の
影
響

が
今
後
も
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て
続
く
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。
一

連
の
出
来
事
を
通
じ
て
災
害
に
対
す
る
文
明
の
脆
弱
さ
が
自
覚
さ
れ
、
そ
の

関
係
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。
学
問
の
世
界
も
ま
た
、
こ
の
現
実
と

無
関
係
で
は
あ
り
得
ず
、
三
・
一
一
以
後
の
歴
史
学
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
、
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
文
化
－
比
較
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
見
た
歴
史
的
災
害
扁
（
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
九
年
）

の
最
終
的
な
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
本
論
集
は
、
格
好
の
思
索
と
比
較

の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。

　
編
者
A
・
ヤ
ン
ク
、
G
・
J
・
シ
ェ
ン
ク
、
そ
し
て
F
・
マ
オ
エ
ル
ス

ハ
ー
ゲ
ン
ら
に
よ
る
第
一
章
門
序
論
扁
で
は
、
本
論
集
の
基
本
的
な
立
場
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
最
初
の
三
カ
月
の
時
点
で
、

噛
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
臨
紙
は
日
本
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ビ
ル
マ
や
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
、
世
界
各
地
に

お
け
る
災
害
を
報
道
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
目
の
前
で
起
き
て
い
る
事
態

に
よ
っ
て
、
災
害
研
究
へ
の
関
心
が
国
際
的
に
も
高
揚
し
て
い
る
と
編
者
た

ち
は
説
明
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
社
会
科
学
者
ら
に
よ
る
研
究

は
政
策
作
成
に
と
っ
て
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
個
人
や
集
団
が
ど

の
よ
う
に
災
害
を
経
験
し
た
の
か
と
い
う
文
脈
か
ら
そ
れ
を
切
り
離
す
と
こ

ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
環
境
史
と
人
類
の
歴
史

と
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
の
差
異
が
過
度
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
双

方
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
編
者
ら

を
中
心
と
し
た
上
述
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
へ
の
反

省
を
出
発
点
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
論
集
で
は
、
特
定
の

歴
史
的
な
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
災
害
の
社
会
的
な
所
産
に
つ
い

て
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
は
「
科
学
」
、
「
宗
教
」
、
そ
し
て
「
政
治
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
第
二
章
か
ら
は
、
災
害
の
解
釈
や
事
後
に
お
け
る
秩
序
の
再
建
を
め

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
政
治
、
そ
こ
に
緊
張
関
係
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
科
学

や
宗
教
の
言
説
な
ど
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
例
え
ば
、
災
害
に
対
す
る
社
会

的
な
対
策
、
そ
れ
に
よ
る
社
会
の
変
容
や
そ
の
過
程
に
お
け
る
災
害
の
経
験

の
あ
り
方
と
い
っ
た
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
各
章
の
内
容
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
が
、
あ
ら
か
じ
め
執
筆

の
分
担
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。
第
二
～
四
章
を
増
永
理
考
（
専
門
は
古
代

ロ
ー
マ
史
。
以
下
同
様
）
、
第
五
～
七
章
を
住
友
一
木
（
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義

研
究
）
、
第
八
・
九
・
＝
二
章
を
大
窪
一
也
（
近
代
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
史
）
、

そ
し
て
序
論
、
お
よ
び
第
一
〇
～
＝
一
章
を
福
元
健
之
（
近
代
ポ
ー
ラ
ン
ド

史
）
が
担
当
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
、
住
友
と
福
元
が

総
括
的
コ
メ
ン
ト
を
執
筆
し
た
。
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ロ
ー
マ
帝
国
下
に
お
い
て
自
然
災
害
が
発
生
し
た
際
、
帝
国
の
バ
ト
ロ
ネ

ジ
関
係
の
頂
点
に
立
つ
皇
帝
の
貴
務
の
一
つ
で
あ
る
災
害
援
助
は
、
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
第
二
章
「
紀
元
一
世
紀
の
ロ
ー
マ
皇
帯
と
『
自
然

災
害
』
」
で
M
・
マ
イ
ア
ー
は
こ
の
点
を
論
じ
る
。
災
害
処
理
の
際
、
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
や
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
は
、
財
政
援
助
や
免
税
な
ど
を
行
い
、

模
範
的
な
支
配
者
像
を
提
示
し
た
。
し
か
し
他
方
、
ネ
ロ
帝
は
復
興
支
援
の

面
で
模
範
的
と
は
言
え
ず
、
人
々
の
期
待
を
裏
切
っ
た
。
帝
国
と
い
う
新
秩

序
の
爾
始
に
あ
た
っ
て
、
被
災
地
へ
の
継
続
的
な
支
援
は
、
帝
国
統
治
の
安

定
化
や
皇
帝
の
地
位
の
正
当
化
と
も
、
深
く
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇

帝
自
身
の
意
図
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
け
る
皇
帝
の
位
鷺
づ
け
や
安
全
保
障
と
い
っ
た
帝
国
的
理
念
を
考
え
る
上

で
、
災
害
に
対
す
る
反
応
は
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
と
入
間
の
関
係

に
起
因
す
る
と
さ
れ
た
災
害
へ
の
宗
教
的
反
応
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
の

必
要
が
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。

　
時
代
は
下
っ
て
、
第
三
章
「
自
然
災
害
へ
の
対
処
　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の

ト
ス
カ
ナ
と
上
ラ
イ
ン
渓
谷
に
お
け
る
環
境
、
社
会
、
そ
し
て
政
治
（
一
二

七
〇
～
｝
五
七
〇
年
）
」
に
お
い
て
シ
ェ
ン
ク
は
、
社
会
は
ど
の
程
度
、
自

然
環
境
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
を
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

の
二
都
市
を
例
に
分
析
し
て
い
る
。
両
都
市
で
は
、
頻
発
す
る
洪
水
に
対
し

て
、
当
初
は
そ
の
題
し
の
ぎ
の
対
策
が
取
ら
れ
た
が
、
後
に
専
門
機
関
が
発

足
し
、
費
用
便
益
、
公
共
善
な
ど
が
考
慮
さ
れ
、
対
策
は
よ
り
組
織
化
し
て

い
っ
た
。
長
期
的
に
見
て
、
災
害
の
予
測
と
そ
れ
へ
の
対
策
は
共
同
体
の
政

治
的
・
社
会
的
構
造
を
形
成
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
事
例
が
時
代
状
況
に
関
わ
ら
ず
一
般
的
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
災
害
に
よ
っ
て
新
し
い
秩
序
や
共
同
体
が
形
成

さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
確
に
見
て
と
れ
る
。
詳
細
な
検
討
は
な
い
も
の
の
、

と
く
に
宗
教
的
要
素
を
含
む
公
共
善
と
い
う
考
え
は
、
災
害
と
社
会
の
媒
介

と
し
て
機
能
し
、
社
会
発
展
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
具
体
的
な
災
害
対
策
だ
け
が
人
々
と
災
害
の
接
点
で
あ
ろ
う
か
。
E
・
フ

ル
ト
ン
は
第
四
章
「
神
の
御
業
－
宗
教
改
革
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
災

害
の
宗
派
宵
山
で
、
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
災
害
解
釈
が
麗
々
の
結
束
・
分

断
を
促
進
し
て
い
た
こ
と
を
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
イ

ス
の
ル
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
三
つ
の
事
例
に
基
づ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
各
事

例
か
ら
、
諸
宗
派
が
災
害
を
都
合
よ
く
解
釈
し
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
強
化
に
役
立
て
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
祈
り
の
実
践
な
ど
は
、
宗
教

的
結
束
を
強
め
る
一
方
で
、
各
宗
派
の
地
位
向
上
と
い
う
政
治
的
機
能
も
果

た
し
て
い
た
。
解
釈
す
る
主
体
性
の
問
題
は
こ
こ
で
は
扱
わ
れ
て
は
い
な
い

が
、
前
二
章
の
よ
う
な
具
体
的
対
策
の
実
践
と
は
異
な
り
、
宗
派
に
よ
る
災

害
解
釈
は
、
言
説
と
い
う
点
で
社
会
と
自
然
が
接
触
す
る
　
つ
の
方
法
で
あ

り
、
新
た
な
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。　

次
に
啓
蒙
期
へ
と
時
代
は
移
り
、
第
五
章
「
海
と
の
闘
い
i
自
然
を
管

理
し
よ
う
と
す
る
形
而
上
と
形
而
下
で
の
試
み
、
そ
の
は
ざ
ま
で
揺
れ
る
近

世
沿
岸
社
会
」
で
、
M
・
L
・
ア
レ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
～
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
堤
防
建
設
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
災
害
解
釈
を
問
題
に
す
る
。
人
間
が
自

然
を
管
理
す
る
こ
と
は
神
意
に
逆
ら
う
罪
と
み
な
す
牧
師
の
宗
教
的
見
地
と
、

啓
蒙
思
想
に
感
化
さ
れ
て
自
然
の
管
理
を
標
榜
す
る
歴
史
家
と
官
吏
の
科
学

的
見
地
と
の
相
克
、
．
そ
し
て
科
学
の
優
位
が
対
比
的
に
描
写
さ
れ
る
。
後
半

部
分
で
は
、
堤
防
建
設
技
師
達
が
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
断
ち
切
れ
な
い

ま
ま
、
自
身
の
職
業
を
正
当
化
す
る
た
め
に
科
学
を
是
認
し
て
い
く
葛
藤
に
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迫
る
。
本
章
は
、
堤
防
建
設
技
師
達
が
抱
く
啓
蒙
期
特
有
の
宗
教
と
科
学
の

葛
藤
に
そ
の
醍
醐
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
言
及
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
自
身
の
見
解
を
固
く
譲
ら
な
い
牧
師
や
官
吏
に
も
、

宗
教
と
科
学
の
葛
藤
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
も
ま
た
、
自
身
の

職
業
を
正
当
化
す
る
た
め
に
そ
の
葛
藤
を
表
面
に
出
さ
な
か
っ
た
と
、
本
章

か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
続
く
第
六
章
で
も
、
宗
教
と
科
学
の
緊
張
が
問
題
と
な
る
。
「
近
世
フ
ラ

ン
ス
の
地
震
一
遍
秩
序
か
ら
新
た
な
危
機
の
誕
生
ま
で
」
に
お
い
て
、

G
・
ク
ネ
は
地
震
を
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
捉
え
、
近
世
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
震
解
釈
、
そ
し
て
そ
の
社
会
的
影
響
を
考
察
す
る
。
一

六
・
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地
震
は
神
の
御
業
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が

君
主
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
々
の
不
安
は
抑
え
ら
れ
、
災
害
管
理

は
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
七
四
〇
年
代
を
転

換
期
と
し
て
宗
教
的
解
釈
は
後
退
し
、
地
震
は
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
受
け
た

自
然
科
学
の
範
疇
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
七
五
五
年
の

リ
ス
ボ
ン
大
地
震
を
機
に
地
震
解
釈
の
世
俗
化
が
進
行
し
、
危
機
の
予
測
が

一
義
的
に
目
指
さ
れ
る
社
会
へ
と
変
容
を
遂
げ
る
。
本
章
は
宗
教
と
科
学
の

せ
め
ぎ
合
い
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
社
会
へ
反
映
さ
れ
る
か
、
と
い
う
局
面

を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
に
基
づ
く
災
害
解
釈
か
ら
科
学
に
基
づ
く

そ
れ
へ
と
移
行
す
る
過
程
が
滑
ら
か
で
な
い
こ
と
は
、
前
章
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
論
者
は
社
会
的
影
響
に
重
心
を
置
く
あ
ま
り
、
こ
の
点
を
看
過
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
N
・
A
・
ル
プ
ケ
に
よ
る
第
七
章
「
地
球
惑
星
科
学
に
お
け
る
終
末
喬
説

…
一
七
〇
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
」
で
は
、
「
終
末
」
に
関
す
る
地
質
学
及

び
惑
星
科
学
の
言
説
が
、
ど
の
よ
う
に
現
在
ま
で
残
存
し
て
き
た
の
か
に
注

目
す
る
。
地
質
学
に
お
い
て
、
洪
水
地
質
学
は
疑
似
科
学
的
な
聖
書
申
開
の

世
界
認
識
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し
続
け
る
。
し
か
し
、
ノ
ア
の
洪
水
を
中
心

に
世
界
を
説
明
す
る
洪
水
論
、
地
層
研
究
と
聖
書
の
記
述
と
の
一
致
を
求
め

る
天
変
地
異
説
は
、
～
八
三
〇
年
代
に
科
学
の
前
に
屈
す
る
。
他
方
で
、
世

界
終
焉
の
科
学
的
可
能
性
を
常
に
内
包
し
た
形
で
、
惑
星
科
学
は
現
在
に
至

る
ま
で
発
展
し
続
け
る
。
実
在
し
な
い
災
害
の
詳
説
レ
ベ
ル
で
の
共
有
に
着

目
し
た
本
章
は
、
論
集
の
な
か
で
も
異
色
の
論
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
論

集
の
目
的
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
終
末
認
識
と
社
会
と
の
関
係
が
見

え
て
こ
な
い
点
に
つ
い
て
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
存
の
秩
序
が
崩
壊
す

る
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
と
期
待
を
含
む
終
末
認
識
は
、
社
会
的
な
運
動
と
少

な
か
ら
ず
接
点
を
も
つ
は
ず
で
あ
り
、
終
末
認
識
に
よ
っ
て
生
じ
る
災
害
解

釈
の
変
化
や
社
会
変
革
に
も
関
心
を
払
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
人
類
が
災
害
に
対
峙
す
る
と
き
、
歴
史
学
者
に
は
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
A
・
デ
ィ
ク
ス
は
第
八
章
「
忘
れ
ら
れ

た
リ
ス
ク
　
　
山
地
の
地
す
べ
り
扁
で
ひ
と
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
。
著
者

は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
と
南
チ
ロ
ル
地
方
の
現
地
人
の
問
で
共
有
さ
れ
て

い
た
山
間
地
の
地
す
べ
り
に
関
す
る
知
識
が
、
近
代
化
さ
れ
た
公
的
機
関
の

地
域
情
報
に
回
収
さ
れ
る
な
か
で
、
い
か
に
変
容
し
失
わ
れ
た
か
を
示
す
。

中
央
集
権
的
な
公
的
機
関
に
よ
る
地
域
調
査
は
、
地
方
の
災
害
に
関
し
て
は

被
害
の
大
き
い
事
例
に
し
か
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
調
査
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
公
的
資
料
か
ら
は
、
地
域

共
同
体
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
、
災
害
対
策
に
有
益
な
多
く
の
ロ
ー
カ

ル
・
ナ
レ
ッ
ジ
が
漏
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
地
域
の
リ

ス
ク
評
価
の
多
く
が
そ
の
よ
う
な
資
料
に
し
か
依
挺
せ
ず
、
結
果
的
に
～
面

的
な
評
価
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
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て
、
忘
卸
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
・
ナ
レ
ッ
ジ
を
地
方
の
文
書
館
に
眠
る
史
資
料

か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
著
者
は
、
歴

史
学
者
が
人
類
社
会
に
対
し
て
貢
献
で
き
る
余
地
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

　
第
九
章
、
S
・
ク
ノ
ス
ト
の
「
都
市
の
形
成
ー
ア
レ
ッ
ポ
の
外
国
人
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
一
八
二
二
年
の
地
震
砿
で
は
、
ア
レ
ッ
ポ
の
ワ
ク
フ
（
イ
ス

ラ
ム
世
界
に
お
け
る
寄
進
財
）
に
設
置
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
の
被
災
と

移
転
、
復
興
を
例
に
し
な
が
ら
、
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
ワ
ク
フ
や
都
市
構

造
の
変
容
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
変
容
と
し
て
、
ワ
ク
フ
の
建
築
物
修

復
の
過
程
で
西
洋
建
築
様
式
が
広
ま
っ
た
こ
と
、
ワ
ク
フ
の
賃
貸
契
約
を
中

心
と
し
た
イ
ス
ラ
ム
法
を
駆
使
し
て
都
市
の
復
興
に
関
与
し
た
外
国
入
商
人

が
、
新
た
な
地
主
層
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り

都
市
の
発
展
は
政
治
・
経
済
・
社
会
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
災
害
に
よ
っ
て

も
加
速
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
破
壊
と
喪
失
だ
け
で
は
な
い
災
害
と

社
会
の
複
雑
な
関
係
の
一
端
が
見
て
取
れ
よ
う
。
課
題
と
し
て
は
、
考
察
対

象
と
な
っ
た
領
事
館
の
変
遷
と
都
島
全
体
の
発
展
と
の
因
果
関
係
が
見
え
に

く
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
第
｝
○
章
、
E
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
「
震
災
－
対
－
火
災
－
一
九
〇
六
年
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
災
害
直
後
に
お
け
る
保
険
金
を
め
ぐ
る
闘
争
』
は
、
災
害
と

「
リ
ス
ク
」
の
問
題
を
「
管
理
」
と
「
忘
却
」
と
い
う
二
本
の
軸
か
ら
論
じ

る
。
地
震
後
に
起
き
た
火
災
に
よ
っ
て
街
の
全
人
口
の
半
数
に
あ
た
る
二
〇

万
人
が
住
宅
を
失
う
な
か
、
未
曾
有
の
負
担
を
迫
ら
れ
た
再
保
険
会
社
は
、

各
保
険
会
社
に
一
致
し
た
行
動
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と

交
渉
を
開
始
し
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
地
震
に
併
発
し
た
火
災
に
対
す
る
保

険
業
者
の
対
応
を
調
査
す
る
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
、
地
震
が
頻
発
し
、
し
か
も
乾
燥
し
た
気
候
の
た
め
に
火
災
も
多
い

こ
の
地
域
で
、
こ
の
よ
う
な
対
応
が
後
手
に
回
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
都
市
経
済
に
及
ぼ
す
悪
影
響
を
恐
れ
た
地
元
の

商
業
階
層
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
操
作
な
ど
を
通
じ
て
、
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

災
害
の
リ
ス
ク
を
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
私
的
利
益
の
見
地
か
ら
リ
ス
ク
の
忘
却
を
図
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の

「
災
害
の
文
化
扁
に
広
く
共
通
し
て
い
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
。

　
続
い
て
、
G
・
M
・
ヴ
ィ
ン
ダ
ー
に
よ
る
第
一
一
章
「
異
国
の
災
害
を
伝

え
る
一
『
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ス
』
と
国
際
救
援
、
一
八
九
一
～
一

九
｝
四
年
」
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
「
災
害
の
文
化
」
が
考
察
さ
れ
る
。
隅
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ス
㎏
紙
に
と
っ
て
、
前
章
で
見
た
地
震
は
自
発
的
な

救
援
寄
付
を
紙
面
上
で
積
極
的
に
呼
び
掛
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
チ
リ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
起
き
た
震
災
を
報
じ
る
な
か
で
、
そ
の

よ
う
な
姿
勢
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
報
道
記
事
は
読

者
が
遠
方
の
災
害
に
主
観
的
に
参
加
す
る
「
儀
礼
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
彼
ら

は
「
良
き
サ
マ
リ
ア
人
」
と
し
て
、
「
最
も
富
裕
な
ア
メ
リ
カ
人
並
に
相
応

し
い
価
値
観
を
身
に
つ
け
る
よ
う
語
り
か
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
行
論

は
公
共
性
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
非
常

に
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
で
は
、
救
援
寄
付
金
の
増
額
と
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
普
及
と
が
比
例
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
な
ど
、

過
度
に
単
純
化
さ
れ
た
解
釈
も
み
ら
れ
た
。

　
ヤ
ン
ク
門
自
然
災
害
か
ら
国
民
的
災
害
ヘ
ー
一
九
二
八
～
一
九
三
〇
年

の
中
華
民
国
に
お
け
る
屡
屡
扁
（
第
一
二
章
）
も
ま
た
、
テ
ー
マ
は
災
害
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
中
国
西
北
部
を
中
心
に
一
〇
〇
〇

万
人
も
の
犠
牲
者
を
出
し
た
飢
饒
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
「
国
民
扁
と
い
う
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評書

表
象
が
様
々
な
立
場
か
ら
戦
略
的
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

発
足
間
も
な
い
政
府
は
、
中
國
の
政
治
的
指
導
者
と
し
て
国
際
社
会
に
自
ら

を
宣
伝
し
つ
つ
、
地
域
的
な
「
自
然
災
害
」
へ
の
国
際
支
援
を
期
待
し
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
該
災
害
の
只
中
で
『
大
公
報
』
紙
（
天
津
で
発

行
）
は
、
軍
事
を
優
先
す
る
蒋
介
石
政
府
の
失
策
に
よ
る
「
人
災
」
と
の
認

識
を
示
し
、
「
国
民
的
災
害
」
に
対
す
る
国
内
で
の
連
帯
を
主
張
し
た
。
そ

の
言
説
は
反
響
を
呼
び
、
飢
饒
を
「
人
災
一
、
つ
ま
り
中
国
の
政
治
的
な
問

題
で
あ
っ
て
、
支
援
に
値
し
な
い
と
多
く
の
國
際
支
援
団
体
は
判
断
し
た
。

そ
の
結
果
、
中
国
国
内
の
基
金
が
国
際
的
な
そ
れ
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
統
一
的
な
国
民
形
成
が
達
成
さ
れ

た
の
で
は
な
い
こ
と
は
著
者
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
後
の
日
本

帝
国
に
よ
る
侵
略
に
よ
っ
て
、
事
態
は
さ
ら
に
複
雑
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
「
科
学
的
」
な
気
候
変
動
予
測

に
対
す
る
社
会
的
な
関
心
は
高
い
。
し
か
し
、
第
＝
二
章
「
気
候
変
動
～

気
候
変
動
予
測
の
歴
史
扁
で
マ
感
量
ル
ス
ハ
ー
ゲ
ン
は
、
気
候
変
動
の
「
予

測
」
は
純
科
学
的
な
も
の
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
「
予
測
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
は
科
学
者
以
外
に
、
政
府
や
経
済
界
、
環
境

団
体
か
ら
S
F
作
家
ま
で
幅
広
い
層
が
関
与
し
て
き
た
た
め
、
「
予
測
」
が

そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
や
時
代
状
況
に
影
響
さ
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第

八
・
一
〇
章
と
も
関
係
す
る
が
、
本
章
か
ら
は
社
会
変
容
自
体
が
「
災
害
」

の
認
識
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
様
相
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
際
、
重
要
な

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
「
リ
ス
ク
漏
と
「
対
応
」
で
あ
る
。
単
な
る
自
然

現
象
が
「
災
害
」
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
社
会
の
「
リ
ス
ク
」
と
捉
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
災
害
に
「
対
応
」
す
る
必
要
も
生
ま
れ
て

く
る
。
評
者
に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
章
で
は
、
「
リ
ス
ク
」
や
「
対
応
」
の

捉
え
方
が
社
会
状
況
に
よ
っ
て
い
か
に
変
容
し
た
か
は
示
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。
こ
れ
は

現
在
の
災
害
認
識
に
も
つ
な
が
る
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
冒
頭
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
論
集
は
数
年
越
し
の
国
際
的
な
共
同
研

究
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
い
く
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
方
向
性
は
本
論
集

に
お
い
て
一
層
の
発
展
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
論
集
は
、
暫
定

的
で
は
あ
れ
、
～
つ
の
到
達
点
を
承
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
射
程
を
ど
う
広
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
そ
れ
を
論

じ
る
こ
と
で
本
書
全
体
へ
の
評
言
に
代
え
た
い
。

　
あ
ら
た
め
て
各
章
を
通
観
し
た
と
き
、
本
論
集
か
ら
は
、
災
害
と
社
会
と

の
関
係
を
論
じ
る
た
め
の
三
つ
の
論
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
評
者

は
考
え
る
。
そ
の
～
つ
は
、
「
共
同
体
」
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
や
都
市
の

統
治
を
事
例
と
し
た
章
で
は
、
災
害
は
単
な
る
共
同
体
衰
亡
の
危
機
な
の
で

は
な
く
、
と
き
と
し
て
諸
制
度
の
再
編
や
内
的
結
束
を
促
す
機
能
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
派
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

い
っ
た
要
素
が
加
わ
る
こ
と
で
、
災
害
に
遭
遇
し
た
諸
集
団
間
の
対
立
が
熱

を
帯
び
る
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
も
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
言
説
」
と
い
う
一
一
つ
目
の
論
点
を
導
き
出
す

こ
と
は
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
災
害
の
解
釈
を
め
ぐ

る
科
学
と
宗
教
の
緊
張
関
係
に
い
く
つ
か
の
章
が
充
て
ら
れ
て
い
る
点
は
、

本
論
集
の
射
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
近
世
に
お
け
る
科
学
と
宗
教
と
の
対
立
を
、
前
者
が
勝
利
す
る
と

い
う
目
的
論
的
な
図
式
で
描
い
て
し
ま
う
こ
と
は
、
今
後
、
克
服
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
他
方
で
、
科
学
的
な
知
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
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様
々
な
異
質
な
観
念
や
利
害
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

第
七
・
＝
二
章
の
著
者
た
ち
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
の
歴
史
学
全
体
に
お
い
て
、
宗
派
化
へ
の
関
心
の
高
ま

り
が
見
ら
れ
る
状
況
や
、
必
ず
し
も
「
右
肩
上
が
り
」
で
は
な
い
科
学
史
を

模
索
し
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
本
論
集
は
災
害
と
い
う
切
り
口

の
有
効
性
を
雄
弁
に
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
三
つ
目
の
論
点
は
、
「
リ
ス
ク
と
そ
れ
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

あ
る
自
然
現
象
が
「
災
害
」
と
認
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
リ
ス
ク
が
見
出

さ
れ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
減
災
、
あ
る
い
は
災
害
自
体
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
の
対
策
が
な
さ
れ
る
。
「
対
応
」
の
ひ
と
つ
に
「
忘
却
」
も
含
ま
れ

る
こ
と
は
、
第
一
〇
章
の
事
例
に
み
ら
れ
る
が
、
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
近
代
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
地
域

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
論
理
で
災
害
認
識
が
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
第
八
章
で
言
及
さ
れ
た
歴
史
家
に
よ
る
社
会
的
な
貢
献
と
も
関
わ
っ
て

く
る
が
、
追
求
さ
れ
る
意
義
の
大
き
い
テ
ー
マ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
で

見
て
き
た
「
共
同
体
」
、
「
言
説
」
、
そ
し
て
「
リ
ス
ク
と
そ
れ
へ
の
対
応
」

と
い
っ
た
論
点
は
相
互
に
重
な
っ
て
お
り
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
開
か
れ

て
い
る
。

　
近
年
の
災
害
史
研
究
で
は
、
災
害
を
通
じ
て
立
ち
現
れ
る
文
化
や
共
同
体

の
変
容
に
主
軸
を
置
く
考
察
が
主
流
な
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
日
本

史
学
や
考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
、
地
震
、
津
波
や
噴
火
に
関
す
る
研
究
の

発
展
が
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
総
絵
な
ど
の
認
刺
画
か
ら
震
災
と
日
本

文
化
の
関
係
を
探
る
研
究
や
、
寒
川
旭
氏
に
よ
る
「
地
震
考
古
学
」
の
提
唱

な
ど
独
自
の
蓄
積
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
北
原
糸
子
氏
編
の
『
日

本
災
害
史
扁
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
災
害
後
の
社
会
で
見
ら

れ
た
対
応
や
災
害
を
め
ぐ
る
欝
説
分
析
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
学
際
的
に

取
り
入
れ
た
災
害
史
の
試
み
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。
他
方
で
、
西
洋
史
学

の
分
野
で
は
、
魍
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
価
（
R
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
著
、
高
月
園
子
訳
、

亜
紀
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
が
翻
訳
さ
れ
る
な
ど
に
限
ら
れ
て
お
り
、
B
本

史
学
や
考
古
学
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
成
果
は
、
西
洋
史
学
に
お
い
て
は
未
だ

現
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
論
集
が
日
本
の
西
洋
史
学
に
対
し
て

持
つ
意
義
が
、
と
り
わ
け
大
き
く
映
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
述
の
三
つ

の
論
点
に
加
え
て
、
本
論
集
に
は
、
地
理
学
や
自
然
科
学
な
ど
の
隣
接
諸
科

学
の
成
果
を
援
用
し
て
い
る
点
や
、
時
に
地
域
の
記
憶
の
申
か
ら
あ
ら
わ
れ
、

時
に
国
際
的
な
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
災
害
を
一
次
史
料
に
立
脚
し
つ
つ

考
究
す
る
点
な
ど
、
参
考
と
す
べ
き
こ
と
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
・
一
一
以
後
の
歴
史
学
は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書

評
が
そ
の
模
索
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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