
「
病
院
の
集
中
治
療
室
に
入
る
と
、
父
の
足
元
に
二
人
の
医
師
が
立

っ
て
い
ま
し
て
私
に
す
ぐ
に
い
い
ま
し
た
。
『
手
を
尽
く
し
ま
し
た
が

残
念
で
す
…
…
』
。
母
は
泣
き
な
が
ら
父
の
口
か
ら
流
れ
出
る
血
を
ぬ

ぐ
い
ま
し
た
…
…
朝
、
元
気
で
い
た
父
で
す
。
午
前
中
に
近
所
の
方
は

元
気
な
父
と
言
葉
を
か
わ
し
て
い
ま
し
た
。
母
も
午
前
中
に
元
気
な
父

と
会
話
を
か
わ
し
て
い
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
思
い
も
か
け
な
い
父
の

姿

、

突

然

の

死

で

し

た

」

バ

’

(
1
)
 

昨
年
―
一
月
、
北
海
道
で
、
北
海
道
交
通
事
故
被
害
者
の
会
主
催

に
よ
る
、
「
事
業
用
自
動
車
の
事
故
ゼ
ロ
の
た
め
に
」
と
い
う
題
の
フ

ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
壇
上
に
は
、
交
通
事
故
で
家
族
を
失
っ
た

は

じ

め

に 交
通
事
故
根
絶
め
ざ
す
交
通
労
働
運
動

者
（
以
下
、
遺
族
と
略
）
、
ト
ラ
ッ
ク
労
組
（
全
日
本
建
設
交
運
一
般

労
働
組
合
）
及
ぴ
連
合
系
バ
ス
労
組
、
北
海
道
運
輸
局
そ
し
て
筆
者
が

上
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
発
言
・
報
告
を
し
た
。
冒
頭
は
、
横
断
歩
道
を
青

信
号
で
渡
っ
て
い
た
父
親
を
、
交
差
点
を
徐
行
も
せ
ず
に
強
引
に
右
折

ひ

し
て
き
た
ト
ラ
ッ
ク
に
礫
か
れ
て
殺
さ
れ
た
遺
族
の
、
発
言
の
一
部
で

あ
る
。今

日
、
不
況
や
規
制
緩
和
を
背
景
と
し
て
、
運
輸
労
働
者
の
状
態
の

一
層
の
悪
化
が
現
場
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
ト
ラ
ッ
ク
を
対

象
に
し
た
も
の
だ
が
、
運
転
手
の
そ
う
し
た
状
態
悪
化
の
背
景
に
は
、

不
況
に
よ
る
貨
物
輸
送
需
要
の
停
滞
・
減
少
や
、
九

0
年
の
「
物
流
二

(2) 

法
」
施
行
を
端
緒
と
す
る
事
業
者
の
顕
著
な
増
加
に
と
も
な
う
、
荷

主
か
ら
の
コ
ス
ト
削
減
要
請
及
び
そ
の
な
か
で
の
事
業
者
間
の
過
当
競

争
と
い
う
事
態
が
あ
る
（
昨
年
末
に
提
出
さ
れ
た
政
府
懇
談
会
に
よ
る

川

村

雅

則
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交通事故根絶めざす交通労働運動

ま
ず
は
、
昨
年

一
月
に
実
施
し
た
同
乗
調
査
結
果
の
一
例
を
示

(3) 

報
告
書
で
も
、
運
賃
競
争
が
激
化
す
る
な
か
で
「
重
大
事
故
の
多
発
、

過
労
運
転
や
社
会
保
険
・
労
働
保
険
の
未
加
入
な
ど
労
働
災
害
に
結
び

つ
く
よ
う
な
労
働
条
件
の
悪
化
、
社
会
的
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
競
争
に

つ
な
が
っ
て
い
る
面
が
あ
る
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）
。
ま
た
そ
う

い
う
な
か
で
ト
ラ
ッ
ク
を
第
一
当
事
者
と
す
る
事
故
件
数
（
総
数
及
び

1
0
0
0
台
当
た
り
）
が
、
建
前
上
は
社
会
的
規
制
が
「
強
化
」
さ
れ
て

(
4
)
 

い
る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
昨
年
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
で
の
筆
者
の
提
言
の
要
旨
を
、
最
近
実
施
し
た
調
査
の
結
果
も
ま
じ

え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
過
重
労
働
と
疲
労
蓄

積
に
焦
点
を
あ
て
た
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
状
態
悪
化
と
そ
の
背
景
に
あ

る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
者
の
経
営
の
困
難
を
明
ら
か
に
し
て
両
者
の
対
話

と
共
同
の
可
能
性
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
第
二
に
毎
日
の
よ

う
に
伝
え
ら
れ
る
交
通
死
亡
事
故
の
報
道
の
陰
に
あ
る
、
遺
さ
れ
た
者

(
5
)
 

の
癒
さ
れ
ぬ
悲
し
み
や
苦
し
み
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
し
て
最
後
に
、

そ
う
し
た
交
通
事
故
被
害
者
・
遺
族
（
以
下
、
被
害
者
と
総
称
）
の
実

態
を
共
感
的
に
理
解
し
交
通
事
故
に
よ
る
悲
惨
の
根
絶
と
い
う
目
的
で

一
致
し
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
枠
を
超
え
た
交
通
運
輸
労
組
の

運
動
•
安
全
闘
争
の
一
層
の
拡
大
と
強
化
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

広
範
に
み
ら
れ
る
遍
転
手
の
過
重
労
働
、

蓄
積
及
び
運
転
中
の
眠
気
の
発
生

疲
労
の

し
、
ト
ラ
ッ
ク

運
転
手
の
働
き

方
や
睡
眠
に
関

す
る
特
徴
・
問

題
点
を
具
体
的

に
指
摘
し
た

、。
し

図
ー
は
、
ニ

ト
ン
車
で
小
売
店

へ
の
雑
貨
（
食

品
）
配
送
を
行

っ
て
い
る
ニ
―

歳
の
運
転
手
の

同
乗
調
査
日
の

運
行
状
況
を
ま

と
め
た
も
の
で

あ
る
。当

日
は
、
五

時
半
に
起
床
し

て
六
時
に
は
す

で
に
自
宅
を
出

発
し
て
い
る

（
前
日
か
ら
の

睡
眠
時
間
六
．

5:00 6:00 

図1 2トントラック運転手の同乗調査日の運行状況

7:00 s:oo 9:00 10:00 

運転作業 荷扱1ヽ作業 付帯作業 ① 

7時20分検品作業を行い 9時 出発。 9時6分～20分（高速道路）。途中、別の営業所で荷
ながら自車への積み込み作 物を積み、小売店へ向かう。各店舗①～⑨で荷物を下ろしなが
業。終了後は他車への積み ら移動。⑨店舗目での荷下ろし作業が終了して出発したのが、
込み作業。 8時50分まで。 12時26分。

②
 

11:00 

③ ④ ⑤⑥  

12:00 

⑦ ⑧ ⑨ 

5時半起床（薗日23時就寝

6時出宅。
6時半営業所到
トラック

業場であ
へ。

7時

13:00 

コンビニその他仮眠

―-__ j_ ___ -------

＇ 12時28分コン
ビニで昼食を購
入。車両を空地
に停車して昼食。
昼食終了後伝票
の整理を行い、

13時10分～め分
まで運転席で仮
眠。

14:00 15:00 16:oo 1,7:00 18:oo 19:00 

①’ ②’ 

13時め分やや
寝坊して起床。
そく運転を開始。
13時47分～14時
23分の高速道路
走行中、あくぴ
の繰り返しと眠
気の訴えなど。

15時03分出発。午後
は2軒の配送。 15時10
分～27分および15時55
分～16時20分の高速道
路走行中、いずれもあ
＜ぴ、眠気の訴えがみ
られた。

2軒目での荷下ろし
作業を終え16時55分、
倉庫へ向かい出発。

17時15分～18時10分
の高速道路走行中、
あくぴ、眠気の訴え
あり。

18時20分倉庫到
着。伝票整理。 18
時25分～19時、他車
の荷積み作業。 19時
終了し、営業所へ向
かい出発。 19時半営
業所で車両を乗り換
え終了。
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五
時
間
）
。
当
日
の
拘
束
時
間
（
営
業
所
に
到
着
し
て
か
ら
、
す
べ
て

の
作
業
を
終
え
営
業
所
を
退
出
す
る
ま
で
）
は
一
三
時
間
に
も
及
ん
で

い
る
（
通
勤
時
間
を
入
れ
る
と
一
、
四
時
間
）
。

作
業
の
流
れ
を
み
る
と
、
早
朝
か
ら
九
時
頃
ま
で
は
一
便
で
配
達
す

る
荷
物
の
積
み
込
み
を
荷
主
倉
庫
で
行
い
、
終
了
後
は
配
達
作
業
を
開

始
し
て
九
つ
の
店
舗
で
荷
物
を
下
ろ
し
て
い
き
、
一
便
の
配
達
作
業
が

終
わ
っ
た
の
は
お
よ
そ
―
二
時
半
で
あ
る
。
そ
の
後
車
内
で
昼
食
を
と

り
約
三

0
分
の
仮
眠
を
と
っ
た
後
、
高
速
道
路
を
使
用
し
て
荷
主
倉
庫

へ
戻
る
。
‘
•

倉
庫
到
着
後
に
は
二
便
の
荷
物
を
積
み
、
終
了
後
は
そ
く
出
発
。
ニ

便
で
は
高
速
道
路
を
使
用
し
な
が
ら
二
店
舗
へ
の
配
達
を
行
い
、
す
べ

て
の
荷
下
ろ
し
作
業
を
終
え
た
の
は
一
七
時
頃
で
、
そ
の
後
は
荷
主
倉

庫
に
戻
り
他
車
の
荷
物
（
翌
日
配
達
分
）
の
積
み
込
み
作
業
を
行
っ

た。
同
日
の
拘
束
時
間
の
う
ち
、
約
半
分
は
運
転
作
業
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
お
り
（
六
時
間
ニ
―
分
、
四
八
・
八
％
）
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
高

速
道
路
上
で
の
運
転
作
業
時
間
は
二
時
間
三
二
分
だ
っ
た
。
ま
た
運
転

以
外
に
は
、
荷
扱
い
作
業
四
時
間
四
六
分
、
付
帯
作
業
四
五
分
、
そ
の

他
一
時
間
八
分
と
な
っ
て
お
り
、
一
三
時
間
中
約
―
二
時
間
と
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
作
業
時
間
に
費
や
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
長
時
間
過
密
労
働
や
不
十
分
な
睡
眠
時
間
を
背
景
と
し

て
、
外
界
か
ら
の
情
報
量
（
刺
激
）
の
少
な
い
高
速
道
路
を
運
転
し
て

い
る
最
中
に
は
、
あ
く
び
が
頻
発
し
眠
気
が
訴
え
ら
れ
て
い
た
（
な

お
、
休
日
は
週
に
一
日
〈
た
だ
し
月
に
一
回
は
休
日
出
勤
〉
。
賃
金
は

手
取
り
で
二

0
万
円
／
月
。
疲
れ
を
感
じ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ

り
、
休
み
の
日
は
一

0
時
、
―
一
時
ま
で
寝
て
い
る
。
し
か
し
以
前
に

勤
め
て
い
た
運
送
会
社
の
勤
務
に
比
べ
る
と
「
い
ま
は
楽
」
で
あ
る
と

い
う
）さ

て
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
具
体
的
な
働
き
方
を
念
頭
に

お
き
な
が
ら
昨
年
一

0‘

―
一
月
に
実
施
し
た
健
康
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（
事
業
者
ル
ー
ト
及
び
建
交
労
ル
ー
ト
で
二

0
六
人
分
回
収
）
の
結
果

の
一
部
を
み
る
と
、
運
転
職
は
過
労
が
厳
禁
で
あ
る
職
種
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
「
い
つ
も
疲
労
が
た
ま
っ
て
い
る
」
と
「
前

日
の
疲
れ
が
と
れ
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
と
い
う
疲
労
の
蓄
積
の
高

い
者
は
あ
わ
せ
て
、
も
っ
と
も
少
な
い
二

0
歳
代
で
も
三

0
%、
そ
の

(
6
)
 

他
の
年
齢
層
で
は
四

0
％
前
後
に
も
及
ん
で
お
り
、
ま
た
そ
う
し
た

疲
労
高
蓄
積
群
は
と
り
わ
け
普
段
の
睡
眠
に
問
題
を
感
じ
て
い
る
者
ほ

ど
多
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
過
重
労
働
や
休
養
・
睡
眠
の
不
足
が
疲
労
の
蓄
積
を
招
い

て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

ま
た
運
転
中
の
眠
気
の
頻
度
は
、
「
一
日
に
一
回
以
上
」
と
い
う
最

も
頻
度
の
高
い
回
答
が
三
三
・
ニ
％
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
こ
う
し
た

眠
気
の
頻
度
は
、
疲
労
の
蓄
積
の
度
合
い
が
高
い
と
訴
え
て
い
る
者
ほ

ど
高
い
結
果
が
み
ら
れ
た
。

交
通
事
故
は
、
運
転
手
、
車
両
、
道
路
・
交
通
環
境
、
運
行
管
理
な

ど
種
々
の
要
因
が
複
雑
に
重
な
り
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
だ
が
、
運
転

ま
ん
え
ん

手
の
こ
う
し
た
疲
労
蓄
積
状
態
の
蔓
延
は
、
事
故
の
発
生
の
可
能
性
を

拡
大
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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交通事故根絶めざす交通労働運動

図2 トラック事業者の要望

80 

60 

9953.8115 

ま
り
望
ま
な
い

＇ ーワ
i6

 
望
む

40 

次
い
で
、
こ
う
し
た
運
転
手
の
状
態
悪
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
不

況
や
規
制
緩
和
の
も
と
で
の
中
小
ト
ラ
ッ
ク
業
者
の
事
業
経
営
の
困
難

を
、
ま
ず
は
事
例
で
み
よ
う
。
事
業
年
数
が
四

0
年
以
上
に
な
る
あ
る

業
者
（
資
本
金
二

0
0
0
万
円
）
。
年
間
五
億
円
を
超
え
て
い
た
売
上

が
こ
こ
四
、
五
年
で
二
割
強
減
少
す
る
な
か
で
、
資
産
の
売
却
や
役
員

報
酬
の
廃
止
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
退
職
に
と
も
な
う
運
転
職
の
補
充
の

中
止
、
ま
た
労
働
密
度
の
増
大
（
休
憩
・
手
待
ち
の
滅
少
）
や
賃
金
水

準
の
削
減
・
手
当
の
廃
止
な
ど
の
対
応
を
と
っ
て
き
た
が
、
売
上
の
こ

う
し
た
大
幅
な
減
少
の
背
景
に
は
、
荷
主
か
ら
の
際
限
な
ぎ
物
流
コ
ス

ト
の
削
減
要
請
が
あ
る
と
い
う
。

.●●99999 -
荷
主
に
よ
る
運
賃
の
一
方
的
な
買
い
叩
き
と

不
公
正
な
取
引
の
も
と
で
の
過
当
競
争

底
上
げ
を
図
る
こ
と

ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
全
体
の
労
働
条
件
の

銀
行
か
ら
の
十
分
な
資
金
援
助

下
げ
る
こ
と

自
動
車
関
連
諸
税
・
燃
料
価
格
を
引
き

え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の
数
が
こ
れ
以
上
増

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の
取
り
締
ま
り

運
送
事
粟
法
や
労
基
法
等
に
違
反
L
た

ピ
ン
グ
）
を
禁
止
す
る
こ
と

採
算
を
度
外
視
し
た
運
賃
価
格
（
ダ
ン

準
的
な
運
賃
を
定
め
る
こ
と

適
正
な
原
価
や
利
潤
を
基
準
と
し
た
標

対
等
な
も
の
に
す
る
こ
と

荷
主
と
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
と
の
関
係
を

゜

「
今
年
も
七
月
か
ら
、
三
％
の
引
き
下
げ
か
な
。
ば
つ
ー
ん
と
ね
。

有
無
を
い
わ
さ
ず
で
。
お
客
さ
ん
の
ほ
う
で
、
よ
う
は
物
流
コ
ス
ト
を

削
減
し
た
い
と
。
具
体
的
な
中
身
が
ど
う
こ
う
な
ん
て
な
い
で
す
よ

c

た
だ
も
う
、
ど
こ
も
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
っ
て
い
う
こ
と
で
。

そ
う
い
う
も
ん
で
す
よ
」

今
年
の
一
、
二
月
に
実
施
し
た
事
業
経
営
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
（
道
内
の
五

0
0
の
事
業
者
に
た
い
し
て
調
査
票
を
郵
送
。
有
効
回

答
一
〇
九
社
）
で
も
、
こ
こ
二
、
三
年
で
の
運
賃
水
準
の
変
化
を
み
る

と
、
運
賃
が
下
が
っ
た
と
い
う
業
者
は
七
四
・
八
％
を
占
め
、
そ
の
低

下
の
割
合
は
平
均
で
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
（
大
手
・
上
位
荷
主
一

三
・
八
％
、
そ
の
他
の
荷
主
―
―
•
八
％
）
。

ま
た
荷
主
と
の
こ
う
し
た
取
引
関
係
・
状
況
を
「
公
正
・
対
等
で
は

な
い
」
と
感
じ
て
い
る
運
送
業
者
は
半
数
を
超
え
て
い
る
（
五
五
．

0

%）。そ
の
内
容
（
自
由
記
述
）
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
「
実
際
に
仕
事

が
終
了
し
て
か
ら
の
値
引
き
。
見
積
も
り
段
階
と
仕
事
が
始
ま
っ
て
か

ら
の
段
取
り
の
違
い
が
多
す
ぎ
る
」
「
『
車
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
』
の

一
言
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
」
「
荷
主
の
ほ
う
で
決
定
し
た
事
項
を
強

制
。
す
る
か
し
な
い
か
の
二
者
選
択
」
「
取
引
で
は
、
荷
主
が
使
っ
て

や
っ
て
い
る
と
の
考
え
で
、
何
か
あ
る
と
い
つ
で
も
取
引
を
や
め
る
と

の
態
度
を
見
せ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
公
正
な
取
引
と
は
ほ
ど
遠
い
実

態
が
示
さ
れ
て
い
た
。

図
2
は
こ
う
し
た
な
か
で
の
事
業
者
の
要
望
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る。
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，一
ー・

一-
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
数
値
を
こ
の
ま
ま
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
労
働
組
合
の
要
求
と
一
致
す
る
部
分
は
少
な
く
な
い
。
「
強
く
望

む
」
と
い
う
回
答
に
限
定
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
自
動
車
関
連
諸
税
の

引
き
下
げ
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
聞
き
取
り
で
も
感
じ
ら
れ
た
こ
と

だ
が
、
輸
送
の
実
態
を
無
視
し
て
際
限
な
く
コ
ス
ト
削
減
要
請
を
行
う

荷
主
や
各
種
法
律
を
無
視
し
て
そ
れ
に
応
じ
る
運
送
業
者
、
さ
ら
に

そ
う
い
う
事
態
を
監
督
指
導
し
な
い
行
政
（
と
り
わ
け
運
輸
行
政
）

と
い
う
三
者
の
姿
勢
に
た
い
す
る
批
判
が
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る。
む
ろ
ん
上
の
事
例
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
厳
し
い
経
営
状
況
を
運
転

）
手
に
た
い
す
る
犠
牲
の
転
嫁
で
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
側
面
は
運
送
業
者

に
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
荷
主
か
ら
収
奪
さ
れ
て
い
る
と
い
う
運

送
業
者
の
も
う
一
方
の
側
面
は
、
労
使
の
共
同
の
可
能
性
を
ま
す
ま
す

高
め
て
い
る
こ
と
が
本
調
査
結
果
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

交
通
事
故
遺
族
の
お
か
れ
た
状
況

さ
て
以
上
の
よ
う
な
事
態
が
放
置
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
交
通

事
故
と
い
う
か
た
ち
で
国
民
に
も
犠
牲
が
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る

だ
ろ
う
。

(
9
)
 

そ
う
し
た
犠
牲
を
社
会
的
な
費
用
と
し
て
や
む
な
し
と
す
る
見
解

は
、
犠
牲
の
深
刻
さ
を
共
感
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
な

ら
ば
、
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
こ
で
は
精
神
的
な
被

害
だ
け
に
限
定
す
る
が
、
大
災
害
や
凶
悪
犯
罪
の
発
生
を
契
機
と
し
て

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
被
害
（
災
）
者
の
精
神
的
被
害
の

深
刻
さ
は
、
交
通
事
故
で
家
族
を
突
然
に
奪
わ
れ
た
者
に
お
い
て
も
ま

た
同
様
に
み
ら
れ
、
そ
の
無
念
さ
・
悔
し
さ
・
怒
り
・
悲
し
み
・
無
力

感
・
罪
責
感
な
ど
は
、
第
三
者
が
考
え
る
よ
う
な
、
容
易
に
解
消
さ
れ

得
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
（
む
し
ろ
、
そ
う
考
え
る
不
用
意
さ
が
遺

族
の
心
情
を
さ
ら
に
傷
つ
け
て
い
る
）
。

「
病
院
で
、
目
の
前
で
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
親
と
し
て
助
け
て
あ

げ
ら
れ
な
か
っ
た
無
念
さ
っ
て
い
う
の
が
、
ど
う
し
て
も
残
っ
て
い
る

ん
で
す
よ
。
自
分
の
無
力
さ
と
か
ね
。
自
分
の
命
捨
て
て
も
子
ど
も
を

助
け
て
あ
げ
た
い
っ
て
い
う
…
…
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
無
念
さ
っ
て

い
う
か
悔
し
き
っ
て
い
う
か
、
す
ご
い
自
分
を
責
め
る
材
料
に
も
な
っ

て
い
る
し
…
…
」
（
居
眠
り
運
転
の
車
の
衝
突
に
よ
り
息
子
を
失
っ
た

父
親
）
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
交
通
事
故
に
よ
る
死
を
「
事
故
」
ゆ
え
に
不
当

に
軽
ん
じ
る
周
囲
•
関
係
者
の
対
応
や
法
律
・
制
度
か
悲
膜
の
渦
中
に

あ
る
遺
族
に
追
い
討
ち
を
か
け
て
い
る
。
い
く
つ
か
記
す
と
、
事
故
捜

査
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
刑
事
司
法
に
お
い
て
は

被
害
者
の
関
与
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
法
的
地
位

が
な
い
こ
と
）
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
被
害
者
に
た
い
す
る
関
係
機
関
の

対
応
上
の
問
題
、
加
害
行
為
に
た
い
す
る
刑
事
罰
の
著
し
い
軽
さ
、
ま

た
家
族
の
命
を
機
械
的
に
金
銭
で
代
え
る
こ
と
を
強
い
る
損
害
賠
償
制

度
等
な
ど
、
こ
う
し
た
法
律
・
制
度
の
な
か
で
、
遺
族
は
上
記
の
よ
う

な
精
神
的
な
被
害
や
社
会
へ
の
不
信
感
を
増
大
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
実
態
が
あ
る
。
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「
娘
っ
て
い
う
一
番
大
事
な
も
の
を
そ
う
や
っ
て
理
不
尽
に
奪
わ
れ

て
さ
、
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
さ
れ
て
、
そ
の
こ
と
が
な
ん
か
、
な
ん
か
重

要
視
さ
れ
て
い
な
い
、
事
態
の
な
か
で
、
一
体
俺
に
何
を
す
れ
っ
て
い

う
の
か
」
（
高
校
生
の
娘
を
失
っ
た
父
親
）
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
交
通
事
故
被
害
者
の
お
か
れ
た
こ
う
し
た
状
況
を

共
感
的
に
理
解
し
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
，

結
び
に
代
え
て
ー
ー
ー
交
通
事
故
被
害
の
実
態
を
共
感
的
に

理
解
し
た
労
働
組
合
運
動
ー
|

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
感
じ
ら
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
全
労
連
系

労
組
（
建
交
労
、
全
運
輸
）
と
連
合
系
労
組
（
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
）
両

者
の
参
加
と
報
告
•
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
規
制

緩
和
が
推
し
進
め
ら
れ
、
安
全
の
破
綻
の
象
徴
で
あ
る
事
故
や
、
運
転

手
の
疲
労
の
蓄
積
と
い
っ
た
潜
在
的
な
危
険
要
因
の
増
大
と
い
う
深
刻

動運働
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
事
態
を
打
開
し
よ
う

労通
と
す
る
労
働
組
合
運
動
の
共
闘
と
広
範
な
安
全
闘
争
の
展
開
の
可
能
性

文す
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し
た
、
労
働

ざめ
者
状
態
の
改
善
と
国
民
•
利
用
者
の
利
益
と
を
目
的
意
識
的
に
あ
わ
せ

麟
て
追
求
す
る
運
動
の
あ
り
方
が
国
民
•
利
用
者
の
共
感
を
強
く
得
ら
れ

故
る
だ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

事通
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、
自
動
車
事
故
の
根
絶
の
た
め
の
種
々
の

レ
ベ
ル
で
の
課
題
に
労
働
組
合
が
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
国
民
・

交

（
か
わ
む
ら
ま
さ
の
り
・
北
海
道
大
学
大
学
院
生
）

利
用
者
に
よ
り
一
層
見
え
る
か
た
ち
で
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
職
場
に
お
け
る
運
行
管
理
体
制
の
確
立
は
む
ろ
ん

の
こ
と
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
に
比
重
を
お
ぎ
規
制
綬
和
を
あ
く
ま
で
も
推

進
す
る
立
場
に
あ
る
運
輸
・
労
働
行
政
や
効
率
と
安
全
を
二
律
背
反
的

に
と
ら
え
効
率
を
優
先
す
る
道
路
行
政
な
ど
を
労
働
者
・
国
民
本
意
の

も
の
と
す
る
こ
と
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
た
交
通
政
策

の
根
本
か
ら
の
問
い
直
し
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
活
動
の
出

発
点
と
な
る
べ
き
、
交
通
事
故
に
よ
る
国
民
•
利
用
者
そ
し
て
運
輸
労

働
者
自
身
の
犠
牲
・
被
害
の
実
態
に
た
い
す
る
共
感
的
な
理
解
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

北
海
道
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
各
地
で
、
交
通
事
故
被
害
者
自
身

が
、
互
い
の
支
援
と
事
故
根
絶
の
た
め
の
具
体
的
な
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
悲
し
み
や
苦
し
み
を
抱
え
な
が
ら
の
活
動

だ
と
思
わ
れ
る
。
北
海
道
で
は
、
被
害
者
の
こ
う
し
た
活
動
に
た
い
し

て
、
裁
判
傍
聴
や
署
名
活
動
へ
の
協
力
な
ど
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
労

働
組
合
に
よ
る
支
援
が
進
展
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
全
国
に
お
い
て
も
、
労

働
組
合
が
こ
う
し
た
運
動
を
ど
う
と
ら
え
具
体
的
に
ど
う
対
応
す
る
か

が
問
わ
れ
て
い
る
。

注
(
1
)
北
海
道
交
通
事
故
被
害
者
の
会
で
は
、
悲
惨
な
交
通
事
故
で
最

愛
の
家
族
を
失
っ
た
遺
族
や
心
身
に
深
い
傷
を
負
わ
さ
れ
た
被
害
者
自
身

が
、
互
い
の
支
援
活
動
と
交
通
事
故
の
撲
滅
と
い
う
活
動
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
:
/
/
h
o
m
e
p
a
g
e
2
.
n
i
f
t
y
.
c
o
m
/
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h
k
,
h
i
g
a
i
s
h
a
/
)

に
は
フ
ォ

j
ラ
ム
の
要
旨
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

参
照
さ
れ
た
い
。

(2)

国
土
交
通
省
「
陸
運
統
計
要
覧
」
に
よ
る
と
、
全
国
の
ト
ラ
ッ

ク
事
業
者
の
数
は
四
万
七
二
（
平
成
二
年
度
末
）
↓
五
万
四
0
一
九
（
一

．
一
年
度
末
）
、
輸
送
ト
ン
数
は
二
四
億
二
八

0
0万
ト
ン
（
二
年
度
）
↓
二

八
億
七
四

0
0万
ト
ン
（
―
一
年
度
）
。
ま
た
北
海
道
運
輸
局
「
北
海
道
運

輸
要
覧
（
陸
運
編
）
・
」
に
よ
る
と
、
道
内
の
事
業
者
数
は
二
四
三
七
（
ニ

．
年
度
末
）
・
↓
三
四
三
五
（
―
二
年
度
末
）
、
輸
送
ト
ン
数
（
但
し
特
種
・

殊
車
及
び
軽
自
動
車
を
除
く
）
は
二
億
九
九

0
0万
ト
ン
（
二
年
度
）
↓
三

億
二

0
0
0万
ト
ン
（
―
一
年
度
）
。

(3)

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
貨
物
運
送
取
扱
事
業
の
在
り
方
に

関
す
る
懇
談
会
「
今
後
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業
及
び
貨
物
運
送
取
扱
事
業
の
在

り
方
に
つ
い
て
」
平
成
一
三
年
―
二
月
一
三
日
。

(4)

い
ず
れ
も
平
成
二
年
↓
平
成
―
一
年
の
数
値
で
み
る
と
、
営
業

用
と
自
家
用
を
あ
わ
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
全
体
の
事
故
件
数
は
九
万
六
九
七
五

件
↓
―
一
万
一
五
件
と
約
一
・
一
三
倍
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
営
業
用

の
そ
れ
は
二
万
三
九
六
八
件
↓
二
万
九
七
ニ
―
件
と
一
・
ニ
四
倍
0

1
 

0
 

0
0台
当
た
り
事
故
件
数
は
ト
ラ
ッ
ク
全
体
で
は
一

0
・
九
件
↓
一
三
・

一
件
、
営
業
用
の
そ
れ
は
二
六
・
七
件
↓
二
七
・
三
件
（
前
掲
「
陸
運
統

計
要
覧
」
）
。
な
お
次
は
最
近
の
北
海
道
の
ト
ラ
ッ
ク
事
故
状
況
を
報
じ

た
も
の
。
「
『
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
の
事
故
増
加
』
道
警
交
通
部
に
よ
る

と
、
七
月
末
現
在
の
道
内
の
ト
ラ
ッ
ク
事
故
は
前
年
比
八

0
件
増
の
七
九

九
件
。
死
者
数
も
六
人
増
の
二

0
人
」
（
「
毎
日
」
二

0
0
一
年
九
月
七

日
付
）
。

(5)

紙
幅
の
都
合
上
、
被
害
者
本
人
（
負
傷
者
）
の
抱
え
る
困
難
に

つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

(6)

高
疲
労
蓄
積
群
の
内
訳
は
、
二

0
代
（
七
・
五
％
、
ニ
ニ
・
五

％
）
、
三

0
代
（
一
七
・
九
％
、
二
八
・
六
％
）
、
四

0
代
(
-
四
・
八

％
、
二
九
・
六
％
）
、
五

0
代
(
-
三
．

0
％
、
二
七
・
八
％
）
。

(7)

北
海
道
で
は
、
先
日
、
不
正
軽
油
を
製
造
・
販
売
し
た
石
油
販

売
会
社
と
顧
客
で
あ
る
運
送
会
社
の
経
営
者
が
逮
捕
さ
れ
た
（
「
北
海
道

新
聞
」
二

0
0
二
年
一
月
二
八
日
付
夕
刊
）
が
、
こ
う
し
て
摘
発
さ
れ
る

の
は
氷
山
の
一
角
で
あ
る
と
関
係
者
は
い
う
。

(8)

た
と
え
ば
道
運
輸
局
資
料
の
「
保
安
関
係
監
査
実
施
状
況
」
か

ら
「
監
査
実
施
事
業
者
数
」
を
み
る
と
（
平
成
―
一
年
度
）
、
ト
ラ
ッ
ク

事
業
者
は
わ
ず
か
三
六
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
道
労
働
局
資
料
に
よ
る
と

「
定
期
監
督
等
実
施
事
業
場
数
」
は
（
平
成
―
二
年
）
、
「
運
輸
交
通
業
」

全
体
で
二
七
六
事
業
者
で
あ
る
。
注

(3)
の
「
報
告
書
」
で
は
事
後
チ

ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
現
下
の
監
査
体
制
で
果
た

し
て
そ
れ
は
可
能
な
の
か
。
人
員
の
増
加
な
ど
の
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。

(9)

内
閣
府
「
交
通
安
全
白
書
平
成
―
二
年
版
」
三
六
吋
に
は
、
こ

う
書
か
れ
て
い
る
。
「
社
会
と
し
て
自
動
車
交
通
の
便
益
を
享
受
し
て
い

る
以
上
、
自
動
車
交
通
社
会
の
便
益
の
裏
返
し
と
し
て
の
社
会
的
費
用
で

あ
る
交
通
事
故
の
被
害
を
最
小
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
負
担
を
個
人
の

苦
し
み
と
し
て
は
可
能
な
限
り
軽
減
す
る
た
め
、
社
会
全
体
が
バ
ラ
ン
ス

よ
く
負
担
し
て
い
く
方
向
で
関
連
す
る
施
策
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
」
（
傍
線
、
筆
者
）
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
「
人
命
軽
視
」
で

あ
る
と
鋭
く
批
判
し
た
の
も
「
被
害
者
の
会
」
だ
っ
た
。
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