
　
入
居
者
対
応
で
、
一
定
数
起
き
る

も
の
の
一
つ
に「
害
虫
」に
つ
い
て
の

相
談
が
あ
り
ま
す
。ゴ
キ
ブ
リ
・
あ

り
・
ム
カ
デ
、
最
近
で
は
カ
メ
ム
シ

大
量
発
生
な
ど
も
よ
く
耳
に
し
ま

す
。こ
う
い
っ
た
害
虫
の
発
生
、
駆
除

の
責
任
は
誰
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

室
内
に
発
生
し
た
虫
に
対
し
て

は
、
入
居
者
が
予
防
、
駆
除
を
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
入
居
者
は
善
管
注
意
義
務
を

持
っ
て
貸
室
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ゴ
ミ
を
溜
め
こ
ま
な

い
、
窓
を
開
け
締
め
す
る
と
き
は
虫

の
侵
入
に
注
意
す
る
、
な
ど
と
い
っ

た
こ
と
で
す
。

　
で
は
、
オ
ー
ナ
ー
が
負
担
す
べ
き

ケ
ー
ス
は
ど
う
い
っ
た
場
合
で
し
ょ

う
か
。

　
害
虫
の
侵
入
が
配
管
設
備
や
建
物

の
隙
間
で
あ
る
場
合
、
ま
た
発
生
し

た
部
屋
と
別
の
部
屋
が
ゴ
ミ
屋
敷
で

あ
っ
た
（
つ
ま
り
入
居
者
の
責
任
で

は
な
い
）
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
オ
ー
ナ
ー
に
は
「
賃
借
人
に
部
屋

を
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務
」
が
あ
り

ま
す
。
入
居
者
が
害
虫
被
害
を
受
け

る
よ
う
な
状
態
は
改
善
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
侵
入
経
路
を
点
検

し
、
ネ
ッ
ト
や
シ
ー
リ
ン
グ
等
で
予

防
す
る
、
ゴ
ミ
置
き
場
の
清
掃
や
植

木
の
剪
定
等
を
し
っ
か
り
行
う
、
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
対
応
策
と
な
り
ま

す
。
入
居
者
へ
の
注
意
喚
起
も
大
切

で
す
。
た
だ
し
、
相
手
は
自
然
発
生

す
る
生
き
物
、
完
全
に
駆
除
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
す
。
害
虫
対
策
に
つ

い
て
、
法
的
な
基
準
や
規
則
は
存
在

し
て
い
な
い
の
で
、
オ
ー
ナ
ー
と
し

て
は
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
お
け

ば
、
そ
れ
以
上
の
責
任
を
負
う
必
要

は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
は
い

え
、
入
居
者
の
住
環
境
を
悪
化
さ
せ

な
い
た
め
に
も
、
で
き
る
限
り
の
対

策
は
取
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

ご
挨
拶
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害
虫
発
生…

オ
ー
ナ
ー
の
責
任
は
ど
こ
ま
で
？
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謹
啓　
厳
し
か
っ
た
夏
も
終
わ

り
、
爽
や
か
な
秋
の
空
気
を
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
賃

貸
業
界
は
第
二
の
繁
忙
期
。
入

退
去
が
増
え
、
管
理
会
社
の
業

務
は
慌
た
だ
し
さ
と
同
時
に
活

気
に
あ
ふ
れ
る
時
期
で
も
あ
り

ま
す
。

 
さ
て
こ
の
管
理
業
務
、
歴
史

を
紐
解
く
と
、
現
在
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
に
類
似
し
た
賃
貸
管

理
業
者
は
明
治
時
代
に
登
場
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治

26
年
に
神
戸
の
地
で
創
業
さ
れ

た
合
資
会
社
兵
神
館
は
、
土
地

家
屋
の
管
理
受
託
を
中
心
に
事

業
を
展
開
し
ま
し
た
。
そ
の
後

大
正
８
年
に
は
、
神
戸
市
に
管

理
業
を
許
可
制
と
す
る
規
則
が

発
布
。
同
社
は
市
の
許
可
を
得

て
営
業
し
、
管
理
料
を
徴
収
し

て
い
た
そ
う
で
す
。
気
に
な
る

管
理
料
は
、
同
社
の
営
業
案
内

に
よ
る
と
借
家
で
５
％
と
の
こ

と
。
現
在
の
管
理
料
相
場
と
変

わ
ら
な
い
こ
と
に
驚
き
で
す
。

ま
た
そ
の
管
理
戸
数
は
最
大
で

８
万
戸
弱
と
の
記
録
も
残
っ
て

お
り
、
堂
々
た
る
管
理
会
社
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

当
時
の
業
務
内
容
の
詳
細
は
不

明
で
は
あ
り
ま
す
が
、
先
人
に

敬
意
を
表
し
、
誇
り
を
も
っ
て

管
理
業
務
を
遂
行
し
て
参
り
ま

す
。

謹
白

﹇
賃
貸
ト
ラ
ブ
ル
﹈
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税
務
調
査
で
指
摘
さ
れ
や
す
い
項
目

（
名
義
預
金
）

　

申
告
漏
れ
相
続
財
産
が
最
も
多
い

「
現
金
・
預
貯
金
等
」
で
す
が
、
そ

の
中
で
も
納
税
者
に
と
っ
て
最
も
悩

ま
し
い
の
が
、
過
去
の
生
前
贈
与

（
暦
年
贈
与
）
を
税
務
調
査
で
否
認

さ
れ
る
こ
と
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
贈
与
税
の
基
礎
控
除

は
、
平
成
12
年
ま
で
は
60
万
円
、
平

成
13
年
か
ら
は
１
１
０
万
円
と
な
っ

て
お
り
、
平
成
13
年
か
ら
１
１
０
万

円
の
生
前
贈
与
を
開
始
し
た
方
も
多

い
の
が
実
情
で
す
。

　

そ
こ
で
、
平
成
13
年
か
ら
20
年
間

（
令
和
２
年
ま
で
）
、
毎
年
１
１
０

万
円
を
祖
父
か
ら
孫
へ
贈
与
し
た
場

面
を
想
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

税
務
調
査
で
指
摘
さ
れ
た

「
申
告
漏
れ
相
続
財
産
」
で
最
も
多
い
財
産

　
国
税
庁
が
令
和
３
年
12
月
に
公
表
し
た
「
令
和
元
事
務

年
度
に
お
け
る
相
続
税
の
調
査
等
の
状
況
」
に
よ
れ
ば
、

過
去
の
経
緯
を
判
断
し
て
も
圧
倒
的
に
「
現
金
・
預
貯
金

等
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

名
義
預
金
と
は
？

　

孫
名
義
の
預
金
を
祖
父
の
相
続
財

産
と
認
定
さ
れ
た
こ
の
事
案
は
、
俗

に
「
名
義
（
借
り
）
預
金
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
祖
父
が

孫
の
名
義
を
借
り
て
預
金
を
し
て
い

た
、
と
税
務
署
は
考
え
て
い
る
の
で

す
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
理
由

は
、
「
贈
与
は
未
成
立
」
と
考
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
す
。
孫
名
義

の
通
帳
は
祖
父
が
継
続
的
に
保
管

し
、
届
出
印
は
祖
父
自
ら
の
印
鑑
を

使
用
し
、
か
つ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
発
行
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
状

況
下
で
は
、
孫
は
そ
の
預
金
通
帳
か

ら
自
由
に
預
金
を
引
き
出
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
孫
の
管
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理
下
に
属
し
て
な
い
こ
と
か
ら
、
こ

の
預
金
通
帳
は
孫
の
財
産
で
は
な
く

祖
父
の
財
産
と
指
摘
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

名
義
預
金
と
さ
れ
な
い

正
し
い
贈
与
と
す
る
た
め
の
手
法

　

贈
与
を
受
け
る
側
の
預
金
通
帳
は

受
け
る
側
が
管
理
す
る
。
こ
の
場
合

の
管
理
に
は
、
①
通
帳
、
②
印
鑑
、

③
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
受
け
る
側

が
自
ら
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
１
１
０
万
円
に
つ
い

て
は
、
預
金
通
帳
に
振
り
込
む
形
の

方
が
望
ま
し
い
。

　

贈
与
当
事
者
で
贈
与
契
約
書
を
締

結
す
る
。
贈
与
契
約
は
口
頭
で
も
成

立
す
る
が
、
対
税
務
署
へ
の
贈
与
事

実
の
根
拠
資
料
と
し
て
は
存
在
し
た

方
が
望
ま
し
く
、
契
約
日
付
に
つ
い

て
も
、
公
証
役
場
で
確
定
日
付
を
取

得
し
て
お
く
方
が
望
ま
し
い
。

　

基
礎
控
除
１
１
０
万
円
の
贈
与
で

あ
っ
て
も
贈
与
税
申
告
を
す
る
。
納

税
が
出
な
け
れ
ば
申
告
で
き
な
い
訳

で
は
な
い
た
め
、
申
告
し
て
お
く
方

が
望
ま
し
い
。
税
務
署
側
に
証
拠
を

残
し
て
お
く
こ
と
の
有
用
性
は
高
い

の
が
実
情
で
す
。

税
理
士
法
人
レ
デ
ィ
ン
グ 

代
表

税
理
士
　
木
下
勇
人

名
義
預
金
と
認
定
さ
れ
な
い

贈
与
と
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

123

祖
父
は
孫
の
誕
生
を
本
当
に
喜

ん
で
お
り
、５
歳
の
年（
平
成
13

年
）か
ら
１
１
０
万
円
贈
与
を
開

始
し
た
。孫
名
義
の
通
帳
を
子
へ

作
ら
せ
、子
や
孫
が
預
金
を
勝
手

に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
作
ら

ず
、金
融
機
関
へ
は
祖
父
の
印
鑑

を
届
け
出
た
。祖
父
は
孫
名
義
の

口
座
に
毎
年
１
１
０
万
円
を
振
り

込
み
、預
金
通
帳
を
祖
父
自
ら
が

継
続
的
に
管
理
し
て
い
た
。贈
与

を
開
始
し
て
21
年
目
に
入
る
令

和
３
年
に
祖
父
の
相
続
が
発
生

し
た
。祖
父
の
相
続
税
申
告
は
相

続
人
で
滞
り
な
く
行
っ
た
が
、翌

年
に
税
務
調
査（
相
続
税
）が
入

り
、孫
名
義
の
口
座
残
高
２
、２
０

０
万
円（
＝
１
１
０
万
円×

20
年
。

利
息
は
考
慮
外
）が
祖
父
の
相
続

財
産
と
指
摘
さ
れ
た
。
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