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一
九
八
六
年
に
出
さ
れ
た
「
地
対
協
部
会
報
告
」
を
契
機
と
し
て

今
日
ま
で
の
糾
弾
を
否
定
的
に
総
括
し
、
差
別
者
の
「
任
意
」
こ
そ

が
大
切
で
あ
る
と
の
論
理
が
張
ら
れ
だ
し
た
・

右
の
論
理
は
、
同
年
三
一
月
に
発
表
さ
れ
た
地
対
協
意
見
具
申
に

も
引
き
継
が
れ
、
更
に
は
、
一
九
八
七
年
一
一
一
月
に
は
総
務
庁
の
「
啓

発
推
進
指
針
」
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
ろ
・

右
の
論
理
と
前
記
の
高
裁
判
決
と
を
、
前
記
の
高
裁
判
決
の
論
理

ご
と
に
対
比
す
れ
ば
、
問
題
の
所
在
は
明
確
で
あ
る
。

①
差
別
の
現
状
認
識
に
つ
い
て

「
部
会
報
告
」
で
は
「
同
和
地
区
と
一
般
地
域
と
の
格
差
は
、
平

均
的
な
水
準
と
し
て
は
、
相
当
程
度
是
正
さ
れ
た
と
い
え
る
（
略
）

差
別
意
識
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
実
態
面
の
改
善
に
比
べ
遅
れ
て
お

り
」
と
の
認
識
で
あ
り
、
啓
発
指
針
も
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
。
部

落
差
別
の
実
態
が
、
依
然
と
し
て
深
刻
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
解
放

同
盟
大
阪
府
連
が
知
り
え
た
だ
け
で
も
、
差
別
事
件
が
一
九
八
五
年

一
一
一
六
一
件
、
一
九
八
六
年
四
四
六
件
、
一
九
八
七
年
一
一
一
一
九
件
と
相

自
己
批
判
と
を
求
め
ろ
と
い
う
方
法
が
か
な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
④
こ
の
糾
弾
は
実
定
法
上
認
め
ら
れ
た
権
利

で
は
な
い
が
、
憲
法
一
四
条
の
平
等
の
原
理
を
実
質
的
に
実
効
あ
ら

し
め
ろ
、
⑤
一
種
の
自
救
行
為
と
し
て
是
認
で
き
る
余
地
が
あ
る
し

（
略
）
、
⑥
そ
れ
は
差
別
に
対
す
る
人
間
と
し
て
堪
え
が
た
い
情
念

か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
か
な
り
の
厳
し
さ
を
帯
有
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ろ
」
と
述
べ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
、

差
別
の
深
刻
さ
を
認
め
、
そ
れ
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段
が
な
く
、

歴
史
的
に
も
糾
弾
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
、
糾
弾
を
法
律

が
設
け
た
権
利
で
は
な
い
が
、
憲
法
一
四
条
を
実
質
化
す
る
も
の
と

し
て
、
法
律
的
手
続
に
よ
ら
ず
、
自
ら
の
権
利
は
自
ら
の
手
で
守
る

と
い
う
自
力
救
済
の
制
度
と
し
て
違
法
性
の
な
い
行
為
と
な
る
余
地

が
あ
る
し
、
そ
の
糾
弾
に
は
「
差
別
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
人
間

の
気
持
ち
と
し
て
相
手
へ
の
追
求
に
は
厳
し
さ
が
伴
う
こ
と
も
許

さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
判
決
の
論
理
構
成
は
、
歴
史
的
に
は
小
松
島
事
件
、
矢
田
教

育
差
別
事
件
の
第
一
審
、
第
二
審
判
決
（
一
九
八
一
年
三
月
）
と
同

じ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
今
回
の
高
裁
の
判
決
は
、
憲
法
一
四
条
を

実
効
あ
ら
し
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
現
行
法
体
系
の
中
で
の
糾

弾
に
法
的
根
拠
を
与
え
た
点
に
新
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
右
判
決
を
裁
判
官
に
な
さ
し
め
た
も
の
は
「
差
別
」
一
般
に
お

け
る
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
被
告
と
さ
れ
た
人
間

し
い
怒
り
を
持
ち
、
，
糾
弾
を
必
要
と
す
る
と
考
え
た
の
も
無
理
か
ら

ぬ
も
の
が
あ
り
」
と
述
べ
、
教
師
ら
の
態
度
を
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
、
右
判
決
と
地
対
協
部
会
報
告
等

変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
前
記
高

裁
判
決
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
、
差
別
の
現
状
を
「
深
刻
か
つ
重
大

な
も
の
」
と
認
識
し
た
か
に
つ
い
て
は
判
決
文
上
、
窺
え
な
い
が
担

当
し
た
事
件
及
び
弁
護
団
の
な
し
た
そ
の
他
の
立
証
を
十
分
了
解
し

た
が
故
に
、
右
の
結
論
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
点
に
つ
い
て
、
差
別
の
実
態
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
認
識

の
問
題
以
上
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
部
会
報
告
」
で

は
「
差
別
意
識
」
の
残
存
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
に
非
合
理

な
偏
見
と
同
時
に
「
運
動
団
体
の
行
き
過
ぎ
た
活
動
等
か
ら
来
る
同

和
関
係
者
、
同
和
地
区
に
対
す
る
好
ま
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
形
成

等
」
を
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
差
別
意
識
の
残
存
を

認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
根
拠
を
運
動
の
責
任
に
す
り
か
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

②
法
的
救
済
制
度
の
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て

右
の
点
に
つ
い
て
「
部
会
報
告
」
は
「
差
別
行
為
が
法
益
を
侵
害

す
る
も
の
で
あ
れ
ば
現
行
刑
法
上
あ
る
い
は
現
行
民
法
上
に
所
要
の

処
罰
あ
る
い
は
救
済
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
法
務
省
の

人
権
擁
護
機
関
等
公
的
機
関
も
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」

と
述
べ
て
い
ろ
。
法
務
省
の
人
権
擁
護
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
右
委

員
会
が
今
日
ま
で
何
を
し
て
き
た
か
、
又
、
後
に
述
べ
る
法
務
省
交

渉
の
中
で
法
務
省
の
役
人
が
「
全
て
調
査
中
で
」
と
い
う
こ
と
で
、

貝
の
如
く
一
切
答
え
な
い
態
度
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
又
、

と
こ
の
事
件
に
お
い
て
「
被
害
者
」
と
さ
れ
た
人
間
と
の
人
間
性
を

比
較
し
た
場
合
、
差
別
さ
れ
た
側
の
怒
り
を
人
間
と
し
て
共
感
し
え

た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
で
「
被
害

者
」
と
さ
れ
た
橋
本
哲
朗
（
現
朝
来
町
長
）
の
行
動
に
つ
い
て
、
同

人
が
配
布
し
た
ビ
ラ
は
そ
の
記
載
の
内
容
や
表
現
方
法
に
照
ら
し
、

「
い
わ
ゆ
る
差
別
文
書
で
あ
る
と
の
疑
い
が
濃
い
も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
（
略
）
同
人
の
行
為
を
正
当
な
言
論
活

動
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
（
略
）
、
橋
本
を
糾
弾
し
よ
う
と

し
た
被
告
人
丸
尾
ら
の
、
本
件
行
為
は
、
そ
の
動
機
、
目
的
に
お
い

て
首
肯
で
き
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
、
橋
本
の
差
別
性
を
認
め
、

糾
弾
の
意
図
は
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
第
一
審
判
決
で
は
、

首
肯
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
進

ん
だ
言
い
方
で
あ
る
）
。

又
、
八
鹿
高
校
の
教
師
の
行
動
に
つ
い
て
も
「
教
諭
ら
の
態
度
は

や
は
り
生
徒
を
抜
き
に
し
、
政
治
的
観
点
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
た
硬
直

し
た
態
度
で
あ
る
と
の
非
難
を
免
れ
が
た
い
（
略
）
、
解
放
研
生
徒

の
こ
と
も
顧
み
ず
、
集
団
で
下
校
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
も
性

急
で
（
略
）
教
諭
ら
が
真
に
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
い
る
生

徒
や
そ
の
父
兄
の
心
情
を
思
う
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
態
度
は
教
育

者
と
し
て
取
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
（
略
）
教
育
者
と
し
て

適
切
を
欠
く
も
の
が
あ
り
（
略
）
、
こ
れ
ら
の
者
（
日
頃
部
落
差
別

に
苦
し
ん
で
い
る
被
告
人
ら
の
こ
と
）
が
、
被
害
者
ら
に
対
し
、
激
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現
行
の
刑
法
、
民
法
に
よ
る
救
済
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
刑
法
上
問

題
と
な
る
の
は
名
誉
殿
損
罪
か
侮
辱
罪
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
が
、

今
日
ま
で
差
別
的
言
辞
を
述
べ
て
、
右
規
定
で
処
罰
を
受
け
た
例
は

な
い
し
、
又
、
法
律
的
に
も
、
例
え
ば
「
お
前
は
部
落
民
の
よ
う
な

奴
だ
」
と
の
発
言
が
、
侮
辱
罪
に
該
当
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
を

侮
辱
さ
れ
た
と
感
じ
る
方
が
あ
る
意
味
で
は
差
別
的
で
あ
り
、
言
っ

た
方
も
言
わ
れ
た
方
も
差
別
者
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
刑
事

訴
追
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
法
的
救
済
は
不
可
能
で

あ
る
。
又
、
民
法
上
、
今
日
ま
で
認
め
ら
れ
た
も
の
は
「
結
婚
差

別
」
と
い
う
差
別
を
理
由
と
し
た
婚
約
解
消
等
に
つ
い
て
、
損
害
賠

償
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
差
別
的
言
辞
だ
け
で
損
害
賠
償
が

是
認
さ
れ
た
例
は
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
。
法
律
的
に
は
、
右
の
差

別
な
ど
は
抽
象
的
に
部
落
一
般
に
対
す
る
差
別
で
あ
る
た
め
、
差
別

を
受
け
た
主
体
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
、
差
別
的
言
辞

に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
慰
謝
料
は
極
め
て
低
額
で
あ
り
、
又
、
差
別

が
巧
妙
化
す
る
中
て
は
、
法
律
的
に
、
よ
り
一
層
、
救
済
処
置
を
困

難
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
て
い
え
ば
、
被
差
別
部
落
内
で

の
落
書
き
に
対
し
て
、
誰
が
慰
謝
料
を
請
求
し
得
る
の
か
を
考
え
て

も
、
右
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
又
、
今
回
の
八
鹿
高
校
事
件
に
あ
っ

て
、
橋
本
の
文
書
を
差
別
文
書
で
あ
る
と
の
疑
い
が
濃
い
と
高
裁
判

決
で
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
稿
本
の
行
為
に
対

し
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
に

め
に
は
、
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
か
、
判
例
上
確
立
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
糾
弾
権
の
存
在
を
否
定
し
て
い

ろ
。
こ
れ
に
対
し
、
右
高
裁
判
決
は
前
記
の
如
く
「
憲
法
一
四
条
を

実
現
す
る
一
種
の
自
救
行
為
と
し
て
是
認
で
き
る
余
地
あ
り
」
と
し

て
一
定
の
権
利
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
権
利
性
が
裁
判
等
に
訴
え
て
、
相
手
に
確
認
会
、

糾
弾
会
へ
出
頭
を
命
じ
ろ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
一
定

の
圧
力
を
差
別
者
に
か
け
、
強
い
説
得
を
し
、
当
事
者
の
完
全
な
自

由
で
な
い
状
況
で
の
糾
弾
会
へ
出
席
さ
せ
る
こ
と
を
「
違
法
視
」
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
憲
法
原
理
に
も
か
な
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
利
が
存
在
す
る
以
上
、
差
別

者
に
は
そ
れ
に
応
じ
る
べ
き
義
務
と
も
い
う
も
の
が
そ
の
限
り
に
お

い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
行
為
に
基
づ
く
義
務
（
例

え
ば
自
分
が
人
を
車
で
は
ね
た
場
合
は
、
第
三
者
は
救
助
す
る
義
務

は
な
い
と
し
て
も
、
は
ね
た
本
人
は
救
助
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
の

考
え
方
）
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
良
い
と
思
わ
れ
ろ
。
す
な
わ

ち
、
差
別
を
し
た
人
間
は
、
差
別
を
し
た
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
糾

弾
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
法
的
義
務
と
は
い
え
な
い

ま
で
も
、
義
務
が
存
す
る
と
い
う
考
頁
方
の
よ
う
で
あ
る
。

歴
史
上
、
全
て
の
権
利
は
、
当
初
か
ら
法
的
権
利
と
し
て
設
定
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
長
い
闘
い
の
中
で
権
利
性
を
付
与
さ
れ
、
法
的

権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る

も
、
請
求
す
べ
き
当
事
者
、
不
法
行
為
の
構
成
、
請
求
額
等
に
お
い

て
、
た
ち
ま
ち
困
難
に
陥
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
法
的
救
済
が
存
在

し
な
い
と
の
論
理
の
正
し
さ
は
明
白
で
あ
る
。

③
糾
弾
の
歴
史
性

部
会
報
告
で
は
「
基
本
的
人
権
の
保
障
を
柱
と
す
る
現
行
憲
法
下

に
お
い
て
、
同
和
地
区
や
同
和
関
係
者
に
対
す
る
行
政
施
策
の
充
実

が
図
ら
れ
て
い
る
現
代
で
は
、
確
認
・
糾
弾
行
為
の
存
在
意
義
に
つ

い
て
は
、
当
然
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
前
記
高
裁
判
決
で
は
、
糾
弾
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
き
た

と
い
う
歴
史
性
を
捉
え
て
、
そ
の
行
為
の
普
遍
性
を
述
べ
て
い
る
の

と
対
象
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
部

会
報
告
が
述
べ
た
如
く
、
現
行
憲
法
下
で
救
済
の
処
置
が
あ
る
か
否

か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
お
り
、
法
的
救
済
が
な
い
こ
と
は
前
述
し

た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
現
行
憲
法
下
と
明
治
憲
法
下
と
で

そ
の
歴
史
性
を
根
本
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。

④
糾
弾
の
法
的
位
置
づ
け

部
会
報
告
で
は
「
確
認
・
糾
弾
行
為
は
、
被
害
者
集
団
に
よ
る
一

種
の
自
力
救
済
的
か
つ
私
的
裁
判
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
被
糾
弾
者

が
、
当
然
こ
れ
に
服
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
点

に
関
し
、
糾
弾
権
が
存
在
す
る
と
の
主
張
が
一
部
に
み
ら
れ
る
が
、

他
人
に
何
ら
か
の
義
務
を
課
す
る
法
的
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た

団
交
応
諾
義
務
も
、
近
代
に
な
っ
て
法
的
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
、
正
に
今
日
の
糾
弾
権
と
同
様
の
程
度

の
権
利
性
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
右
高
裁

判
決
は
、
糾
弾
に
権
利
性
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
方
向
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
（
こ
の
権
利
が
実
定
法
上
認
め
ら
れ

る
方
向
と
し
て
は
法
制
定
の
方
向
で
あ
り
、
部
落
解
放
基
本
法
の
問

題
と
な
る
）
。

⑤
自
救
行
為
で
あ
る
と
の
点
に
つ
い
て

部
会
報
告
は
糾
弾
を
「
自
力
救
済
的
」
と
い
う
表
現
で
述
べ
て
い

る
だ
け
で
、
自
救
行
為
と
し
て
容
認
は
し
て
い
な
い
が
、
右
高
裁
判

決
は
二
種
の
自
救
行
為
と
し
て
是
認
で
き
る
余
地
が
あ
る
」
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
救
行
為
と
は
、
法
治
国
家
に
あ
っ
て
は
奪
わ

れ
た
権
利
は
、
相
手
が
任
意
に
そ
れ
を
回
復
し
な
い
場
合
、
自
ら
の

手
で
相
手
か
ら
奪
い
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
裁
判
と
い
う
手
段

で
、
そ
の
権
利
を
回
復
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
権
利

回
復
を
相
手
の
意
思
に
反
し
て
も
自
ら
の
手
で
回
復
す
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
自
分
の
車
が
盗
ま
れ
そ
の
後
そ
の
車
を
発

見
し
て
、
相
手
が
乗
っ
て
お
り
、
相
手
が
反
対
し
て
い
る
の
に
、
そ

の
車
を
持
っ
て
帰
る
よ
う
な
こ
と
を
い
い
、
そ
の
場
合
無
理
や
り
そ

れ
を
行
え
ば
窃
盗
又
は
強
盗
に
な
る
の
で
あ
る
）
。
右
高
裁
判
決
は
、

糾
弾
は
差
別
に
よ
る
権
利
侵
害
を
自
ら
の
手
で
回
復
さ
せ
る
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
違
法
視
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
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記
の
意
見
具
申
の
ご
と
き
政
府
見
解
の
意
図
を
常
に
分
析
し
、
そ
れ

に
対
し
て
階
級
的
観
点
か
ら
批
判
を
行
っ
て
き
た
の
が
労
働
者
階
級

の
代
表
た
る
共
産
党
の
役
割
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
視
点
が
ま
っ
た
く
な
い
ま
ま
い
た
ず
ら
に
政
府
見
解
を
み
ず
か
ら

主
張
の
根
拠
と
す
る
の
は
見
る
に
堪
え
な
い
態
度
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
政
府
見
解
が
正
し
い
と
述
べ
、
か
つ
、
部
落
問

題
の
解
決
の
不
十
分
性
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
部
落
差
別
は
解

消
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
部
落
解
放
運

動
と
し
て
今
後
な
す
べ
き
課
題
が
生
ま
れ
る
は
ず
も
な
く
、
部
落
解

放
運
動
に
は
到
底
な
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
Ｃ

②
次
に
「
糾
弾
」
に
つ
い
て
て
あ
…
が
、
こ
こ
で
も
、
彼
ら
の
根

拠
に
部
会
報
告
が
あ
げ
ら
れ
、
解
放
同
盟
の
糾
弾
も
法
的
に
は
許
さ

れ
ず
、
ま
た
「
糾
弾
」
を
批
判
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
闘
い
で
あ

る
と
し
て
い
ろ
。
政
府
方
針
を
根
拠
に
す
る
誤
り
は
前
述
し
た
と
お

り
で
あ
る
が
、
糾
弾
を
「
自
救
行
為
」
と
し
た
点
に
つ
い
て
、
彼
ら

の
論
理
は
「
糾
弾
」
は
相
手
方
の
意
思
を
こ
え
て
集
団
の
力
で
非
難

し
反
省
を
強
要
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
不
当
と
い

う
全
く
の
形
式
的
自
由
論
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
上
、

力
の
強
い
者
や
差
別
者
に
対
し
、
弱
者
が
集
団
で
、
し
か
も
、
そ
の

力
を
背
景
に
交
渉
や
糾
弾
を
な
し
て
権
力
者
や
強
者
の
譲
歩
を
勝
ち

取
っ
て
き
た
の
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
し
、
現
在
で
も
、
不
当
労

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
前
述
し
た
権
利
救
済
の
法
的
制
度
が

ほ
ぼ
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑥
糾
弾
の
態
様
に
つ
い
て

部
会
報
告
は
「
確
認
・
糾
弾
行
為
は
、
被
害
者
集
団
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
た
め
、
被
糾
弾
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
勢
い
の
赴
く
ま
ま
、
行
き
過
ぎ
た
も
の
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
糾
弾
そ
の
も
の
を
危
険
視
。
敵
視
し
て
い

ろ
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
高
裁
判
決
は
、
差
別
の
重
さ
を
重
視
し

「
厳
し
さ
を
帯
有
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ろ
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の

違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
部
会
報
告
の
見
方
は
、
最
高
裁
が
デ
モ
行

進
等
の
許
可
制
を
憲
法
違
反
で
な
い
と
し
た
判
決
が
採
っ
た
集
団
敵

視
論
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
右
高
裁
判
決
は
「
差
別
」
と

い
う
も
の
が
憲
法
原
理
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に

対
す
る
行
動
の
許
容
範
囲
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
高
裁
判
決
は
憲
法
第
一
四
条
を
掲
げ
、
あ
ら
ゆ
る

点
に
お
い
て
部
会
報
告
と
対
立
す
る
論
理
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
部
会
報
告
の
論
理
で
解
放
同
盟
に
対
す
る
攻
撃
が
強
ま
っ
て
い

る
折
、
ま
さ
に
こ
の
高
裁
判
決
は
、
そ
れ
を
打
ち
破
る
べ
き
一
つ
の

武
器
を
与
え
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
高
裁
判
決
と
赤
旗
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

働
行
為
等
に
対
し
、
職
場
に
お
い
て
、
職
制
に
対
し
大
衆
的
糾
弾
を

な
す
こ
と
は
当
然
な
さ
れ
て
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
は

違
法
な
評
価
を
受
け
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
実
質
的
に

違
法
で
な
い
と
す
る
「
可
罰
的
違
法
性
」
の
論
理
や
、
み
ず
か
ら
の

権
利
を
緊
急
な
侵
害
か
ら
守
る
た
め
に
一
定
の
強
制
を
相
手
に
要
求

す
る
と
い
う
「
自
救
行
為
論
」
は
、
権
力
と
闘
う
側
が
、
労
働
者
の

闘
い
を
権
力
の
弾
圧
か
ら
防
ぐ
武
器
と
し
て
使
っ
て
き
た
論
理
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
論
理
を
不
当
な
も
の
と
攻
撃
す
る
こ
と

は
、
共
産
党
が
権
力
と
の
闘
い
を
放
棄
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
決
し

て
譲
っ
て
は
な
ら
な
い
一
線
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
の
如
き
、
論
理
の
展
開
は
、
八
鹿
高
校
事
件
に
あ
っ
て
は
次
の

如
き
形
態
で
現
れ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
、
八
鹿
高
校
の
事
件
で
教
師

の
側
が
組
織
さ
れ
た
論
理
は
、
「
解
放
同
盟
は
恐
い
」
、
「
解
放
同

盟
の
い
う
こ
と
を
聞
い
た
ら
し
ん
ど
く
な
る
」
、
「
仕
事
の
負
担
が

増
え
ろ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
八
鹿
高
校
事
件
は
配
転
運
動
を

め
ぐ
る
方
針
の
違
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
見
方
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
見
方
も
可
能
で
あ
る
が
、
八
鹿
高
校
教
師
の
多
く

は
、
部
落
差
別
に
対
す
る
理
解
は
浅
く
、
前
記
の
気
持
ち
が
教
師
と

し
て
そ
の
行
動
に
踏
み
切
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
各
教
師
へ
の
尋
問
結

果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

部
会
報
告
を
公
的
見
解
と
し
て
、
自
己
の
主
張
の
根
拠
と
し
、
か

つ
、
糾
弾
を
批
判
す
る
こ
と
が
嵩
じ
て
、
教
師
と
し
て
最
も
恥
ず
べ

「
赤
旗
」
紙
上
で
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
第
二
審

判
決
は
「
糾
弾
」
を
認
め
た
不
当
な
判
決
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
右
判
決
が
不
当
な
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
と
さ
れ
て

い
ろ
、
①
部
落
解
放
、
差
別
解
消
に
進
み
つ
つ
あ
る
現
状
を
理
解
し

て
い
な
い
こ
と
、
②
糾
弾
を
自
救
行
為
と
し
て
法
律
的
に
認
め
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
こ
と
、
③
糾
弾
の
現
状
を
知
ら
ず

に
糾
弾
を
当
然
で
あ
ろ
か
の
如
く
述
べ
て
い
る
こ
と
、
④
橋
本
哲
朗

や
八
鹿
高
校
教
師
ら
の
行
動
の
評
価
の
点
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
右
の
理
由
の
根
拠
付
け
が
、
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
「
地
域
改
善
対
策
協
議
会
の
意
見
具
申
」
や
総
務
庁
の
「
啓
発
推

進
指
針
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
ま
ず
、
部
落
差
別
の
現
状
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
「
赤
旗
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
根
拠

が
、
前
記
の
部
会
報
告
（
か
れ
ら
に
よ
れ
ば
「
公
的
な
見
解
」
）
に

よ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
赤
旗
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
す
べ
て

の
論
者
が
右
の
部
会
報
告
な
る
も
の
を
持
ち
出
し
、
み
ず
か
ら
の
主

張
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
い
わ
せ
れ
ば
、
右
の
政

府
の
見
解
は
、
部
落
の
現
状
を
正
し
く
理
解
し
た
誤
り
の
な
い
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
右
の
部
会
報
告
が
作
成
さ
れ
た
時

期
と
経
過
を
見
れ
ば
、
右
見
解
が
国
防
費
の
増
強
や
行
革
の
推
進
と

い
う
状
況
の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
解
放
運
動
つ
ぶ
し
の

目
的
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
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き
「
さ
ぼ
り
」
の
論
理
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
そ
の
効
果
を
減
殺
し
よ
う
と
い
う
動
き
と

し
て
法
務
省
の
動
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
解
放
同
盟
中
央
本
部
が
本

年
七
月
一
三
日
に
行
っ
た
差
別
事
件
を
め
ぐ
る
交
渉
に
現
れ
て
い

る
。
右
交
渉
の
記
録
を
読
む
と
、
法
務
省
の
役
人
（
検
事
等
）
が

「
そ
れ
は
今
は
議
題
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
か
、
「
調
査
中
で

あ
る
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
」
と
か
の
、
読
ん
で
い
て
も
腹
が
立
つ
よ

う
な
応
対
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
解
放
同
盟
の
側

が
、
こ
の
高
裁
判
決
を
引
用
し
、
「
法
律
的
に
も
救
済
制
度
は
不
備

だ
か
ら
自
救
行
為
と
し
て
糾
弾
を
認
め
ら
れ
る
の
だ
」
と
述
べ
た
こ

と
に
対
し
、
法
務
省
の
堂
ノ
本
総
務
課
長
（
検
事
）
が
「
あ
れ
は
、

石
田
コ
ウ
ト
（
法
廷
の
意
味
）
が
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
そ
こ
に

述
べ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
ん

で
す
か
」
と
答
え
、
「
判
例
と
は
な
ん
で
す
か
。
判
例
じ
ゃ
な
い
で

す
よ
、
あ
ん
な
の
は
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
自
分

が
い
っ
た
右
の
判
例
と
い
う
意
味
は
刑
事
訴
訟
法
上
の
判
例
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
の
弁
解
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

法
務
省
が
高
裁
判
決
に
対
し
、
歓
迎
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
も
、

と
思
う
。

右
高
裁
判
決
に
つ
い
て
、
元
来
は
右
の
如
き
「
裁
判
所
」
を
「
民

主
的
裁
判
所
」
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
産
党
な
ど
が
右
高
裁

判
決
を
不
当
判
決
と
し
て
攻
撃
し
、
．
又
へ
法
務
省
も
同
様
の
姿
勢
を

と
ろ
う
と
し
て
い
る
中
で
、
右
に
見
た
如
く
右
高
裁
判
決
は
決
し
て

強
い
基
盤
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
右
高
裁
が
到
達
し
た
論
理
を
如
何
に
「
闘
い
」
に
よ
っ

て
守
り
発
展
さ
せ
て
い
く
か
が
、
今
「
運
動
」
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
「
糾
弾
」
に
つ
い
て
そ
の
当

事
者
と
し
て
解
放
同
盟
が
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
、
問
題
点
を
整
理

し
、
運
動
の
指
導
性
を
強
化
す
る
こ
と
で
「
糾
弾
」
を
「
糾
弾
権
」

と
呼
び
う
る
も
の
に
ま
で
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
今
、

過
去
の
多
く
の
権
利
が
「
闘
い
」
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、

糾
弾
権
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
権
利
と
し
て
の
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
歴

史
的
過
程
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
り
わ
け
部
落
解
放
基

本
法
の
問
題
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
一
層
重
要
で
あ
る

い
る
の
で
．
あ
る
ｐ

第
一
審
無
罪
を
高
裁
で
逆
転
有
罪
と
す
る
例
は
多
い
が
、
第
一
審

有
罪
を
逆
転
無
罪
と
す
る
例
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
り
、
各
事
件

の
性
格
を
考
え
て
見
る
と
、
右
高
裁
が
良
心
的
な
裁
判
所
で
あ
る
こ

の
性
格
を
考
え
て
見
る
と
、
右
高
竺

と
は
充
分
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
高
裁
判
決
へ
の
も
う
一
つ
の
攻
撃

そ
の
意
味
を
極
力
押
さ
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

な
の
で
あ
る
。
意
見
具
申
や
部
会
報
告
で
解
放
同
盟
に
対
す
る
攻
撃

の
手
を
拡
げ
て
き
て
い
た
政
府
に
と
っ
て
高
裁
判
決
が
打
撃
を
与
え

た
こ
と
は
確
実
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
右
判
決
の
意
味

を
減
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
記
の
如
く
、
高
裁
判
決
に
は
一
一
つ
の
方
向
か
ら
攻
撃
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
高
裁
判
決
は
、
現
在
の
司
法
の
状
況
か
ら

考
え
て
も
、
最
も
良
心
的
と
思
え
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
も
、
司
法
の
大
勢
を
代
表
す
る

判
決
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
、
極
め
て
弱
い
基
盤
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
今
回
の
判
決
は
、
解
放
同
盟
の
闘
い
が
支
え
た
か
ら

こ
そ
勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
高
裁
判
決
を
し
た
裁
判
所
は
、
本
年
四
月
一
九
日

外
国
人
登
録
証
の
不
携
帯
で
、
第
一
審
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
被
告

に
対
し
、
他
の
証
明
で
代
用
で
き
る
の
で
、
罰
す
る
程
の
違
法
性
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
逆
転
無
罪
の
判
決
を
な
し
、
ま
た
同
じ
く
四
月

一
一
○
日
、
関
西
新
空
港
の
建
設
反
対
の
住
民
が
建
物
内
に
抗
議
文
を

渡
そ
う
と
し
て
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
建
造
物
侵
入
と
し
て
第
一
審

で
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
被
告
人
に
対
し
逆
転
無
罪
判
決
を
な
し
て

六
、
高
裁
判
決
の
位
置
と
今
後
の
糾
弾
に
つ
い
て




