
今後の同和行政の枠組みについて5５ 

九
七
年
の
「
地
対
財
特
法
」
期
限
切
れ
を
前
に
、
今
後
の
同
和

行
政
を
い
か
に
進
め
る
か
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て

（
１
）
 

き
た
。
そ
の
焦
点
に
な
っ
た
の
は
同
和
行
政
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
で
あ
り
、
そ
の
一
部
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
対
策
」
と
。

般
対
策
」
と
の
関
係
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
今
曰
的

表
現
を
使
え
ば
、
同
和
行
政
と
人
権
行
政
の
関
係
で
あ
る
。
大
谷

論
文
「
同
和
行
政
と
人
権
行
政
」
（
「
部
落
解
放
研
究
』
一
二
七
号
）

は
そ
の
こ
と
を
福
祉
行
政
の
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
大

き
な
刺
激
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
福
祉
に

関
す
る
一
般
行
政
の
動
向
と
、
と
く
に
「
地
域
」
に
焦
点
を
当
て

論
文

今
後
の
同
和
行
政
の
枠
組
み
に
つ
い
て

は
じ
め
に

Ｉ
「
移
行
論
」
の
終
焉
と
「
活
用
論
」
の
定
着
に
む
け
て

た
今
日
的
課
題
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
同
和
問
題
解
決

の
た
め
の
行
政
と
ど
う
い
う
接
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
、
大
い
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
福
祉
行
政
に
か
か
わ
る
課
題
で
は
な
く
、

大
谷
論
文
の
最
初
の
節
の
表
題
「
同
和
行
政
か
ら
一
般
行
政
へ
の

移
行
に
伴
う
不
安
や
懸
念
」
の
表
現
に
、
あ
る
種
の
と
ま
ど
い
を

感
じ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
感
想
を
述
べ
て
お
き
た

い
と
思
う
。

九
六
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申
で

は
「
特
別
対
策
」
。
般
対
策
」
と
い
う
表
現
は
（
引
用
を
除
い
て

一
一
「
同
和
行
政
」
「
特
別
対
策
」
な
ど
の
用
語
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
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5６ 

は
）
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
ま
ず

触
れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
同
和
行
政
を
め
ぐ
っ
て
は
、

「
同
和
行
政
」
「
同
和
対
策
」
「
同
和
事
業
」
な
ど
よ
く
似
た
用
語

が
何
の
定
義
付
け
も
な
さ
れ
ず
用
い
ら
れ
る
の
で
、
い
つ
も
若
干

の
混
乱
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
そ
も
そ
も
「
同
和
行
政
」
と
は
、
行
政
目
的
な
ど
を
含

む
幅
広
い
概
念
で
あ
り
、
こ
の
間
の
答
申
を
踏
ま
え
る
と
、
部
落

問
題
解
決
に
む
け
た
全
て
の
行
政
施
策
の
総
称
で
あ
り
、
部
落
差

別
が
現
存
す
る
限
り
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
行
政
で
あ
る
。

ま
た
、
六
五
年
の
国
同
対
審
答
申
（
以
下
「
国
答
申
」
と
略
）
に

よ
れ
ば
「
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
同
和
問
題
解
決

の
た
め
の
諸
施
策
」
の
一
切
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
同
和

行
政
は
、
よ
り
幅
の
広
い
人
権
行
政
（
こ
れ
は
ま
だ
体
系
化
が
な

さ
れ
て
い
な
い
が
）
の
一
環
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
人
権
行
政
の

原
点
で
あ
る
。

（
２
）
「
同
和
対
策
」
と
い
う
用
語
は
歴
史
的
に
は
一
番
な
じ
み

の
あ
る
用
語
で
あ
り
、
国
答
申
に
よ
れ
ば
「
制
度
的
保
障
が
与
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
各
種
具
体
的
施
策
の
総
称

（
２
）
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
よ
く
い
わ
れ
る
「
一
般
対
策
」
の
対
立
概
念

は
「
同
和
対
策
（
地
域
改
善
対
策
と
で
は
な
く
「
特
別
対
策
」
で

あ
る
。
特
別
対
策
と
は
、
課
題
や
対
象
が
限
定
さ
れ
る
施
策
体
系

で
あ
り
、
た
と
え
ば
高
齢
者
対
策
や
障
害
者
対
策
、
離
島
振
興
対

策
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
特
別
対
策
が
あ
り
、
同
和
対
策
は
「
同
和
問

題
解
決
と
い
う
特
定
課
題
と
い
わ
ゆ
る
被
差
別
部
落
（
行
政
的
に

は
同
和
地
区
）
を
特
別
な
対
象
と
す
る
特
別
対
策
の
一
分
類
」
で

（
３
）
 

あ
る
。
例
え
ば
社
会
教
云
目
と
い
う
一
般
行
政
施
策
の
体
系
が
あ
り
、

そ
こ
で
と
く
に
同
和
問
題
解
決
の
た
め
の
施
策
を
社
会
同
和
教
育

と
よ
ん
で
き
た
。
そ
の
中
に
全
て
の
地
域
で
同
和
問
題
解
決
を
目

的
に
展
開
さ
れ
る
社
会
同
和
教
育
活
動
（
か
っ
て
の
社
会
同
和
教

育
推
進
協
議
会
の
活
動
な
ど
）
と
、
同
和
地
区
に
お
い
て
展
開
さ

れ
る
社
会
同
和
教
育
活
動
（
隣
保
館
で
の
講
習
・
講
座
事
業
や
識

字
事
業
、
子
ど
も
会
活
動
な
ど
）
が
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
行
政

施
策
の
各
領
域
で
こ
の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
次
に
行
政
手
法
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
「
特
別
対
策

と
し
て
の
同
和
対
策
」
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
の
手
法
・
形

（
４
）
 

式
と
し
て
一
般
施
策
の
活
用
と
特
別
措
置
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
一
般
施
策
」
と
は
、
も
と
も
と
全
て
の
市
民
（
の
特
定
階
層
皿

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
）
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
施
策

で
あ
り
、
そ
れ
を
同
和
問
題
解
決
と
い
う
特
別
の
行
政
目
的
に
活

用
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
特
別
措
置
」
と
は
、
そ
う
し
た
一

般
施
策
が
同
和
問
題
解
決
と
い
う
特
定
目
的
に
直
ち
に
活
用
さ
れ

に
く
い
場
合
、
そ
の
執
行
に
工
夫
を
講
ず
る
な
ど
の
手
法
を
特
別

措
置
と
呼
ん
で
い
る
。
国
答
申
で
は
「
明
確
な
同
和
対
策
の
目
標

の
下
に
関
係
制
度
の
運
用
上
の
配
慮
と
特
別
の
措
置
」
と
総
称
し
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て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
一
般
施
策
に
財
政
上
の
特
別
措
置
を

講
ず
る
手
法
（
補
助
率
を
一
般
的
に
は
二
分
の
一
だ
が
、
そ
れ
を

三
分
の
二
に
嵩
上
げ
す
る
な
ど
）
、
②
一
般
施
策
の
採
択
基
準
な
ど

の
緩
和
措
置
を
講
ず
る
手
法
（
住
宅
地
区
改
良
事
業
の
採
択
基
準

を
緩
和
し
て
小
集
落
地
区
改
良
事
業
を
実
施
す
る
）
、
③
一
般
施
策

に
上
積
み
措
置
を
講
じ
る
手
法
（
各
種
相
談
員
の
活
動
曰
数
を
嵩

上
げ
す
る
）
、
④
行
政
課
題
解
決
の
た
め
の
一
般
施
策
が
な
い
特
別

の
施
策
を
対
象
を
限
定
（
こ
の
場
合
同
和
地
区
住
民
な
ど
）
し
て

創
設
す
る
手
法
へ
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
特
別
措

置
」
と
い
う
手
法
は
、
同
和
行
政
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
特
別
対

策
に
存
在
し
て
い
る
手
法
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
「
同
和
行
政
」
と
は
、
行
政
目
的
と
そ
の

目
的
に
基
づ
く
内
容
を
含
む
も
っ
と
も
広
範
な
概
念
で
あ
り
、
「
同

和
対
策
」
と
は
そ
う
し
た
目
的
や
内
容
を
踏
ま
え
た
、
制
度
的
保

障
が
与
え
ら
れ
た
施
策
体
系
に
対
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
と
く
に

同
和
対
策
と
い
う
用
語
が
、
地
区
に
お
け
る
「
問
題
」
解
決
と
結

び
つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
も
っ
と
も
狭
い
意
味
で
「
地

（
５
）
 

区
対
策
」
的
に
使
わ
れ
る
場
ム
ロ
が
多
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た

「
特
別
措
置
」
と
は
、
そ
う
し
た
行
政
目
的
を
効
果
的
に
執
行
す

る
た
め
に
行
政
の
各
種
「
工
夫
」
（
答
申
の
「
結
語
」
の
①
を
中
心

（
６
）
 

と
し
た
も
の
）
を
総
称
し
た
手
段
概
念
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
「
（
手
段
と
し
て
の
）
特
別
措
置
を
解
消
し
、

一
般
施
策
で
実
施
す
る
」
と
い
う
い
い
方
は
意
味
が
あ
る
が
、
「
同

和
対
策
（
地
域
改
善
対
策
）
〈
ま
た
は
特
別
対
策
〉
を
一
般
対
策
に

移
行
す
る
（
ま
た
は
同
和
行
政
を
一
般
行
政
に
移
行
す
る
）
」
と
い

う
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
は
混
乱
の
あ
る
い
い
方
と
な
る
。
と

い
う
の
も
、
「
移
行
す
る
」
と
は
あ
る
も
の
か
ら
別
の
も
の
に
移
行

す
る
の
で
あ
り
、
同
和
行
政
（
同
和
対
策
）
と
い
う
特
定
の
目
的

と
対
象
は
決
し
て
何
か
別
の
も
の
に
移
行
し
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
く
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
行
政
関
係
者
に
お
い

て
も
、
同
和
行
政
に
お
け
る
「
特
別
対
策
」
と
い
う
表
現
で
、
同

和
対
策
（
地
域
改
善
対
策
）
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
、

手
法
と
し
て
の
特
別
措
置
を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
二
通
り
の
使

い
方
が
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
混
同
が
、
そ
の
後
の
議
論
の
混
乱
を

生
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
一
般
対
策
移
行
」
を
錦

の
御
旗
に
、
「
移
行
」
す
る
の
が
「
手
法
と
し
て
の
特
別
措
置
」
で

あ
る
の
に
、
な
に
か
同
和
行
政
そ
の
も
の
を
貧
困
な
一
般
行
政
施

策
に
移
行
す
る
か
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
こ
と
で
、
部
落
問
題
解

決
と
い
う
目
的
を
も
つ
同
和
行
政
を
終
焉
さ
せ
よ
う
と
し
て

（
７
）
 

い
る
。つ
ま
り
同
和
行
政
そ
の
も
の
は
、
終
結
す
る
か
、
引
き
続
き
実

施
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
一
般
対
策

に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
り
、
結
局
の
と（８）
 

こ
ろ
、
「
移
行
至
珊
」
と
は
同
和
行
政
「
解
体
論
」
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
う
し
た
用
語
を
整
理
し
て
き
た
の
は
、
八
六
年
に
大
々

的
に
登
場
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
一
般
対
策
移
行
論
」
が
、
九
六

年
の
地
対
協
意
見
具
申
以
降
、
そ
の
取
り
扱
い
が
変
化
し
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
二
般
対
策
移
行
論
」
と
は
、
同
和
行
政
の
目
標
を

（
９
）
 

「
格
差
曰
疋
正
」
に
お
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
議

論
は
、
国
で
は
、
「
特
措
法
」
三
年
延
長
期
限
切
れ
（
一
九
八
二
年
）

後
を
議
論
し
た
八
一
年
一
一
一
月
の
「
同
対
協
」
意
見
具
申
で
は
ま

だ
明
確
に
表
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
見
具
申
で
は
「
同
和
関
係
施

策
」
と
表
現
し
、
そ
の
位
置
づ
け
と
し
て
「
同
和
問
題
を
国
民
的

課
題
と
し
て
解
決
し
て
い
く
た
め
の
施
策
」
と
規
定
、
そ
の
施
策

を
推
進
す
る
た
め
に
は
「
国
民
の
代
表
で
あ
る
立
法
府
の
意
思
表

明
を
積
極
的
に
得
る
こ
と
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
」
な
ど
を
踏
ま
え
「
法
的
根
拠
」
の

必
要
性
を
指
摘
、
そ
の
際
「
新
規
立
法
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る

一
般
法
に
よ
る
施
策
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
事
項
や
、
一
定
期

間
内
に
特
定
目
的
を
達
成
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
が
そ
の
内
容
と

な
る
」
と
限
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
一
般
対
策
移
行
論
」
が
全
面
展
開
さ
れ
る
の
が
八
六

三
「
目
標
」
と
「
手
法
」
Ｉ
「
移
行
論
」
か
ら
「
活

用
論
」
へ
の
転
換
の
意
味

年
の
「
地
対
協
」
意
見
具
申
で
あ
る
。
こ
の
意
見
具
申
で
は
、
「
較

差
は
、
平
均
的
に
見
れ
ば
相
当
程
度
是
正
さ
れ
」
た
の
で
あ
る
か

ら
「
真
に
必
要
な
事
業
に
限
定
し
て
、
特
別
対
策
を
実
施
す
べ
き
」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
基
本
的
考
え
方
」
で
「
地
域
改
善
対
策

は
、
永
続
的
に
講
じ
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
迅
速

な
事
業
の
実
施
に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
早
期
に
目
的
の
達
成
が

図
ら
れ
、
可
及
的
速
や
か
に
一
般
対
策
へ
全
面
的
に
移
行
さ
れ
る

べ
き
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
確
に
「
地
域
改
善
対
策
」
そ

の
も
の
が
移
行
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
九
一
年

の
意
見
具
申
に
も
基
本
的
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
「
地
域
改

善
対
策
」
の
「
移
行
」
な
ど
と
い
う
乱
暴
な
議
論
は
消
え
、
あ
く

ま
で
「
特
別
対
策
」
が
移
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
二
三
年
に
わ
た
る
特
別
対
策
は
、
同
対
審
答
申
当
時
、

同
和
地
区
及
び
同
和
関
係
者
が
本
来
適
応
さ
れ
る
べ
き
一
般
対
策

の
枠
外
に
事
実
上
お
か
れ
て
い
た
事
を
契
機
と
し
て
始
ま
っ
た
も

の
で
あ
る
。
…
…
で
き
る
限
り
早
期
に
目
的
の
達
成
が
図
ら
れ
、

一
般
対
策
に
移
行
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
で

（
、
）

あ
る
。

こ
う
し
た
「
較
差
是
正
」
の
た
め
の
二
般
対
策
移
行
論
」
は
、

九
六
年
の
「
地
対
協
」
意
見
具
申
で
は
明
ら
か
に
そ
の
主
張
の
重

点
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
も
は
や
有
名
な
文
言
と
な
っ
た
が
、
こ

の
意
見
具
申
で
は
、
「
特
別
対
策
は
事
業
の
実
施
の
緊
要
性
等
に
応
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じ
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
状
況
が
整
え
ば
で
き
る
限
り
早

期
に
一
般
対
策
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
教
育
べ
就
労
、

産
業
等
の
な
お
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
：
…
・
工
夫
を
一
般

対
策
に
加
え
つ
つ
対
応
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
に
立
つ
べ
き
で
あ

る
」
と
直
線
的
「
移
行
論
」
を
保
留
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
特
別
対

策
の
終
了
、
す
な
わ
ち
一
般
対
策
へ
の
移
行
が
、
同
和
問
題
の
早

期
解
決
を
目
指
す
取
り
組
み
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
も
指
摘
し
、
「
部
落
差
別
が
存
在
す

る
限
り
こ
の
行
政
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
「
同
対
審
」
答
申
の
同
和
行
政
に
関
す
る
基
本
的
立
場
を

（
、
）

再
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
確
に
同
和
問
題
の
早
期
解
決

を
め
ざ
す
取
り
組
み
（
同
和
行
政
）
は
、
「
従
来
に
も
ま
し
て
、
行

攻
硫
基
本
拘
人
窪
Ｄ
尊
重
と
い
う
目
標
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
、

再
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
確
に
同
和
問
題
の
早
期

を
め
ざ
す
取
り
組
み
（
同
和
行
政
）
は
、
「
従
来
に
も
ま
し
て

政
が
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
目
標
を
し
っ
か
り
と
見
据

…
…
真
蟄
に
施
策
を
実
施
し
て
い
く
主
体
的
な
姿
勢
」
が
求

れ
て
お
り
、
目
標
の
再
確
認
、
手
法
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い

こ
の
国
の
意
見
具
申
を
受
け
て
、
大
阪
府
に
お
い
て
も
九

一
二
月
の
「
同
対
審
」
答
申
に
お
い
て
「
同
和
行
政
は
、
…

後
は
、
新
た
な
時
代
を
的
確
に
み
す
え
て
事
業
の
検
討
を
積

に
行
い
、
｜
般
施
策
を
有
効
か
つ
適
切
に
活
用
し
て
推
進
す

…
…
真
蟄
に
施
策
を
実
施
し
て
い
く
主
体
的
な
姿
勢
」
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
目
標
の
再
確
認
、
手
法
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
国
の
意
見
具
申
を
受
け
て
、
大
阪
府
に
お
い
て
も
九
六
年

一
一
一
月
の
「
同
対
審
」
答
申
に
お
い
て
「
同
和
行
政
は
、
…
…
今

後
は
、
新
た
な
時
代
を
的
確
に
み
す
え
て
事
業
の
検
討
を
積
極
的

に
行
い
、
｜
般
施
策
を
有
効
か
つ
適
切
に
活
用
し
て
推
進
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
」
と
そ
れ
ま
で
の
「
移
行
論
」
か
ら
の
転
換
を

宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
転
換
は
、
同
和
行
政
の
目
標
の
転
換
も
あ

わ
せ
て
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
和
行
政
を
積
極
的
に
推
進

す
る
こ
と
に
よ
り
「
大
阪
府
新
総
合
計
画
が
め
ざ
す
…
…
社
会
の

実
現
に
資
す
る
」
と
表
明
し
、
同
和
行
政
が
府
の
総
合
計
画
が
め

ざ
す
べ
き
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
行
政
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
し
、
さ
ら
に
、
「
差
別
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
格
差
の
是

正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
差
別
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
を
根
本
的
に

な
く
し
て
い
く
た
め
に
、
一
層
努
力
を
続
け
る
べ
き
」
と
し
、
「
す

べ
て
の
人
び
と
の
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
た
差
別
の
な
い
社
会

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
」
と
、
同
和
行
政
の
目
標
を
「
格

差
是
正
行
政
」
か
ら
「
人
権
社
会
構
築
行
政
」
と
し
て
と
ら
え
な

（
皿
）

お
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
数
年
間
の
議
論
は
、
直
線
的
な
「
移
行
論
」

を
克
服
し
、
同
和
問
題
解
決
の
た
め
の
。
般
施
策
活
用
論
」
と

で
も
い
う
べ
き
考
え
方
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
低
位

性
克
服
・
較
差
是
正
」
を
根
拠
と
し
た
、
地
区
限
定
の
「
特
別
措

置
」
行
政
か
ら
、
社
会
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
の
同
和
地
区
で
の
実

現
を
目
標
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
一
般
施
策
を
活
用
し
た
、
人
権
行
政

の
一
環
と
し
て
の
同
和
行
政
と
い
う
、
目
標
と
手
法
の
転
換
が
見

（
皿
）

て
取
れ
る
。

（
ｕ
〉

し
か
し
、
活
用
す
べ
き
一
般
施
策
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ム
マ
あ

四
同
和
行
政
と
人
権
行
政
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の
と
こ
ろ
曰
々
の
生
活
に
表
れ
て
い
る
、
一
人
ひ
‐（肥）

宝
口
を
具
体
的
に
解
決
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
る
。

る
姿
の
ま
ま
活
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
施
策
を
活
用
す

る
た
め
に
も
、
地
区
の
現
実
を
踏
ま
え
、
解
決
す
べ
き
問
題
を
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
強
化
、
課
題
を
鮮
明

（
応
）

に
し
た
施
策
の
研
究
・
検
討
・
改
革
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
活
用
す
る
」
と
は
、
抽
象
的
で
は
な
く
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、

理
念
で
は
な
く
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
権
行
政
と
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
曰
々
の
生
活
に
表
れ
て
い
る
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権
侵

多
様
な
課
題
に
対
応
し
た
具
体
的
な
施
策
展
開
が
必
要
な
わ
け

で
、
そ
う
し
た
幅
広
い
人
権
行
政
の
一
環
と
し
て
同
和
行
政
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
人
権
行

政
は
同
和
行
政
の
上
位
概
念
で
あ
る
。
厚
生
省
は
一
昨
年
「
人
権
。

（
Ⅳ
）
 

同
和
問
題
」
と
い
う
用
語
を
発
明
し
た
が
、
同
様
の
一
息
味
で
人
権
。

障
害
者
問
題
や
人
権
・
高
齢
者
問
題
が
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
個
別
の
人
権
問
題
を
解
決
す
る
行
政
施
策
を
含
ん
だ
ト

ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
人
権
行
政
が
構
築
さ
れ
て
く
る
と
考
え

る
。
そ
う
し
た
具
体
の
課
題
や
施
策
を
踏
ま
え
た
人
権
行
政
は
、

当
然
地
域
に
お
け
る
多
様
な
実
態
（
同
和
地
区
の
あ
る
な
し
や
当

事
者
運
動
の
課
題
ご
と
の
ウ
エ
イ
ト
な
ど
）
を
反
映
し
て
地
域
ご

と
の
個
性
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
冒
頭
触
れ
た
大
谷

論
文
は
、
そ
の
際
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
原
則
に
つ
い
て
提
起
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
差
別
の
現
実
を
踏
ま
え
た
当
事
者
参
加
（
行

そ
こ
で
は
、

政
と
住
民
の
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
）
で
あ
り
、
当
事

者
の
力
量
を
高
め
る
た
め
の
支
援
施
策
、
「
地
域
」
と
い
う
観
点
か

ら
の
総
合
性
、
「
自
立
」
と
「
人
権
」
の
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の

創
造
、
福
祉
と
人
権
の
視
点
に
立
っ
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
な
ど
で

あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
を
個
々
の
行
政
分
野
で
具
体
化
す
る
こ
と

こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ｃ､ 

》王

（
１
）
こ
の
間
の
議
論
の
整
理
に
つ
い
て
は
友
永
健
三
「
部
落
解
放
基
本

法
の
制
定
を
求
め
た
取
り
組
み
の
到
達
点
と
今
後
の
課
題
」
『
部

落
解
放
研
究
」
二
五
号
、
一
九
九
七
年
四
月
）
、
お
よ
び
（
財
）
大

阪
府
同
和
事
業
促
進
協
議
会
「
今
後
の
同
和
行
政
推
進
に
当
た
っ

て
の
資
料
集
２
」
一
九
九
七
年
一
○
月
二
○
曰
を
参
照
。

（
２
）
国
答
申
の
結
語
で
は
「
国
の
政
治
的
課
題
と
し
て
の
同
和
対
策
を

政
策
の
中
に
明
確
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
同
和
対
策
と
し
て

の
行
政
施
策
の
目
標
を
正
し
く
方
向
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
為
に
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
同
和
問
題

解
決
の
た
め
の
諸
施
策
に
対
し
制
度
的
保
障
が
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
降
国
に
お
い
て
は
六
九

年
の
特
別
措
置
法
施
行
ご
ろ
か
ら
法
第
六
条
に
基
づ
く
要
綱
に

よ
る
予
算
措
置
で
事
業
が
展
開
さ
れ
、
八
二
年
の
「
地
対
法
」
以



６１今後の同和行政の枠組みについて

降
は
法
に
基
づ
く
政
令
で
「
同
和
対
策
」
の
各
種
具
体
的
施
策
が

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
も
よ
り
、
国
に
お
い
て

は
部
落
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
行
政
Ⅱ
同
和
行
政
が
、
政
令
事

業
の
執
行
（
同
和
行
政
の
う
ち
特
別
措
置
の
執
行
）
そ
の
も
の
（
自

治
体
に
お
い
て
は
国
の
補
助
事
業
の
執
行
）
で
あ
る
か
の
よ
う
な

考
え
を
生
み
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
た
だ
し
最
近
は
人
権
に
か
か
わ
っ
て
は
特
別
「
対
策
」
と
い
う
用
語

は
影
を
ひ
そ
め
て
き
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例

え
ば
「
大
阪
府
市
町
村
障
害
者
計
画
策
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
よ
れ

ば
「
「
対
策
」
と
い
う
用
語
は
、
何
か
問
題
の
あ
る
出
来
事
や
人
に

対
処
す
る
た
め
の
方
策
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
阪
府
に
お
い
て
は
、
障
害

者
施
策
を
「
対
策
」
と
し
て
で
は
な
く
、
障
害
者
を
と
り
ま
く
環

境
に
対
す
る
働
き
か
け
も
含
め
、
障
害
者
の
自
立
生
活
と
社
会
参

加
の
支
援
を
す
る
も
の
と
し
て
推
進
し
て
い
る
」
と
表
明
し
、
一

九
九
六
年
一
月
一
九
曰
付
け
で
「
障
害
者
対
策
推
進
本
部
」
を
「
障

害
者
施
策
推
進
本
部
」
と
名
称
も
改
め
て
い
る
。
と
は
い
い
な
が

ら
各
地
の
行
政
で
は
同
和
問
題
に
対
応
し
た
「
同
和
対
策
」
と
い

う
表
現
は
各
部
局
の
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は

「
人
権
対
策
」
と
い
う
表
現
さ
え
い
ま
だ
か
い
ま
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
大
阪
府
の
「
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
条
例
」
で
は
、
「
人
権

啓
発
」
の
み
で
も
な
く
「
人
権
対
策
」
で
も
な
い
、
「
人
権
施
策
」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
４
）
こ
こ
で
い
う
。
般
施
策
」
と
「
特
別
措
置
」
と
い
う
用
語
は
、
国

答
申
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
答
申
の
結
語
で
は
「
現
行
法
規

の
う
ち
同
和
対
策
に
直
接
関
連
す
る
法
律
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、

こ
れ
ら
法
律
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
行
政
施
策
は
い
ず
れ
も

多
分
に
一
般
行
政
施
策
と
し
て
運
用
さ
れ
、
事
実
上
同
和
地
区
に

関
す
る
対
策
は
埒
外
に
お
か
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
改

善
し
、
明
確
な
同
和
対
策
の
目
標
の
下
に
関
係
制
度
の
運
用
上
の

配
慮
と
特
別
の
措
置
を
規
定
す
る
内
容
を
有
す
る
「
特
別
措
置

法
」
を
制
定
す
る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
。
後
の
地
対
協
の
よ
う

に
二
般
対
策
」
や
「
特
別
対
策
」
を
抽
象
的
に
述
べ
る
こ
と
を

し
て
い
な
い
。

（
５
）
同
和
行
政
を
「
同
和
地
区
対
策
」
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
視
点
か

ら
、
「
部
落
問
題
を
解
決
し
た
町
」
（
『
部
落
』
六
三
一
一
号
、
’
九
九

八
年
四
月
）
と
い
う
奇
妙
な
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
表
現

は
八
六
年
の
「
地
対
協
」
基
本
問
題
検
討
部
会
報
告
の
「
地
区
指

定
解
除
」
に
よ
る
差
別
意
識
の
「
解
決
」
や
、
八
七
年
三
月
に
総

務
庁
地
対
室
が
出
し
た
い
わ
ゆ
る
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
「
あ
る

町
で
同
和
問
題
を
ほ
ぼ
完
全
に
解
決
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い

う
文
章
を
思
い
出
さ
せ
る
。
当
時
か
ら
部
落
問
題
と
い
う
課
題
が

一
つ
の
町
、
一
つ
の
地
域
で
「
解
決
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
か
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
『
部
落
』
六
一
一
一
二
号
で
東
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上
氏
は
、
部
落
問
題
の
解
決
と
は
「
同
和
の
片
鱗
も
な
い
」
こ
と
、

「
最
後
の
幕
引
き
（
の
キ
ー
ワ
ー
ド
）
は
（
「
解
放
」
で
も
「
解
決
」

で
も
な
く
）
「
消
去
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
６
）
ま
た
よ
く
使
わ
れ
る
「
同
和
（
対
策
）
事
業
」
と
い
う
言
葉
は
、
行

政
的
に
要
綱
が
定
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
同
和
予
算
が
裏
打
ち
さ
れ

た
も
の
を
通
常
そ
う
呼
ん
で
き
た
が
、
こ
の
用
語
は
同
和
行
政
特

有
の
概
念
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
（
障
害
者
事
業
と
か
、
高

齢
者
事
業
と
は
い
わ
な
い
）
。
類
似
の
呼
称
と
し
て
は
、
半
島
振
興

事
業
と
か
離
島
振
興
事
業
な
ど
物
的
な
基
盤
整
備
な
ど
に
か
か

わ
っ
て
「
事
業
」
と
よ
ば
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
地
区

を
対
象
と
し
た
、
物
的
な
投
資
的
事
業
の
印
象
が
あ
り
、
今
後
の

同
和
行
政
を
展
望
し
た
場
合
、
（
固
有
名
詞
と
し
て
は
残
る
と
し

て
も
）
無
用
な
混
乱
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。

（
７
）
注
（
１
）
の
友
永
論
文
で
は
、
手
法
と
し
て
の
「
特
別
対
策
」
の
移
行

の
前
提
条
件
を
、
九
六
「
地
対
協
」
意
見
具
申
を
引
用
し
な
が
ら

明
記
し
て
い
る
『
部
落
解
放
研
究
』
二
五
号
、
一
二
頁
。
こ
こ

で
は
行
政
目
標
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
法
と
し
て
の
「
特
別
対

策
」
の
関
係
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
友
永
氏
は
「
今
後
の

同
和
行
政
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
『
部
落
解
放

研
究
』
一
一
二
号
、
一
九
九
八
年
四
月
で
、
一
般
施
策
を
活
用
し

た
同
和
行
政
を
同
和
行
政
の
第
三
の
段
階
と
し
て
規
定
し
、
今
後

の
展
望
を
示
し
て
い
る
。

（
８
）
半
島
振
興
対
策
を
一
般
対
策
に
移
行
す
る
と
は
、
半
島
振
興
対
策

を
や
め
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
現
在
議
論

さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
を
例
に
取
れ
ば
、
「
高
齢
者
に
対
す
る
保

険
福
祉
施
策
を
介
護
保
険
に
移
行
す
る
」
と
い
う
い
い
方
に
ご
ま

か
し
が
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
高
齢
者
保

健
福
祉
施
策
の
う
ち
「
介
護
」
に
つ
い
て
そ
の
手
法
を
「
措
置
」

か
ら
「
保
険
」
に
移
行
し
「
再
構
築
」
す
る
の
が
今
回
の
改
革
の

眼
目
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
行
政
目
的
と
そ
の
手
法
を
混
同
し
た
議

論
は
、
高
齢
者
保
健
福
祉
行
政
の
解
体
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

（
９
）
い
わ
ゆ
る
「
格
差
是
正
論
」
の
批
判
は
、
荻
田
哲
男
「
国
民
的
融
合

論
（
格
差
是
正
論
）
批
判
」
（
『
部
落
解
放
研
究
」
一
一
七
号
、
一
九

八
一
年
一
月
）
を
参
照
。

（
皿
）
当
時
の
「
一
般
対
策
移
行
論
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
荻
田
哲
男

「
同
和
対
策
事
業
の
一
般
対
策
移
行
論
の
問
題
点
」
『
部
落
解
放

研
究
』
八
一
一
号
、
一
九
九
一
年
一
月
を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、

一
般
行
政
へ
の
移
行
が
同
和
行
政
の
確
固
た
る
根
拠
を
失
わ
せ

る
危
険
性
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
和
行
政
の
法
的
位
置

づ
け
を
明
確
な
も
の
に
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。

（
、
）
な
お
、
「
自
立
論
」
で
も
こ
の
意
見
具
申
は
八
六
年
と
は
全
く
正
反

対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
現
在
の
同
和
地
区
が
真

に
住
み
良
い
地
域
社
会
と
し
て
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
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は
、
ソ
フ
ト
面
で
の
自
主
的
な
住
民
活
動
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ

を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
同
和
関
係
者
の
意
識
の
醸
成
や
指
導
者

と
な
る
人
材
の
養
成
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
こ
の
た
め
、
教
育
や

啓
発
の
中
で
同
和
関
係
者
の
自
立
向
上
と
い
う
目
標
を
重
視
し
、

そ
れ
ら
を
支
援
す
る
た
め
の
方
策
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、

か
っ
て
の
精
神
論
か
ら
、
自
立
の
た
め
の
具
体
的
方
策
検
討
ま
で

提
言
し
て
い
る
。
な
お
、
委
員
の
一
人
は
、
こ
の
「
自
立
論
」
を

「
今
後
の
施
策
の
適
正
な
推
進
」
の
項
目
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に

対
し
、
「
今
後
の
施
策
の
基
本
的
な
方
向
」
の
と
こ
ろ
に
入
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
菱
山
謙
二
「
人
権
政
策
の
体
系

化
と
同
和
行
政
の
主
体
的
構
築
を
め
ざ
し
て
」
『
部
落
解
放
』
四
三

八
号
、
’
九
九
八
年
六
月
）
。

（
、
）
大
阪
府
で
は
、
一
九
八
四
年
答
申
、
九
六
年
答
申
な
ど
を
踏
ま
え
、

同
和
行
政
の
目
標
を
「
①
府
民
の
差
別
意
識
を
解
消
す
る
た
め
の

諸
条
件
、
②
地
区
住
民
が
自
主
解
放
・
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る

た
め
の
諸
条
件
、
③
地
区
内
外
住
民
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の

諸
条
件
、
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差
別
を
解
消
し
、

．
：
…
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
」
と
、
具
体
化
し
、
人

権
社
会
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
同
和
行
政
を
と
ら
え
て
い
る
。
こ

こ
で
と
く
に
「
諸
条
件
の
整
備
」
と
表
記
し
た
の
は
、
部
落
差
別

の
撤
廃
は
究
極
に
お
い
て
は
住
民
自
ら
の
課
題
で
あ
り
、
行
政
が

関
与
で
き
る
の
は
そ
の
た
め
の
条
件
整
備
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅲ
）
同
和
行
政
の
目
標
設
定
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
手
法
の
転
換
に
つ

い
て
は
、
下
野
修
「
部
落
解
放
に
む
け
て
一
般
対
策
を
ど
う
活
用

し
て
い
く
か
」
『
部
落
解
放
』
四
三
八
号
、
一
九
九
八
年
六
月
。

、
）
た
だ
し
、
「
活
用
す
べ
き
一
般
施
策
」
と
い
う
も
の
が
抽
象
的
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
三
重
県
で
は
事
務
事
業
の
政
策
評
価

の
際
、
予
算
単
位
で
の
個
々
の
事
務
事
業
の
量
は
約
三
、
’
一
一
○
○

事
業
に
も
上
る
と
い
う
（
斉
藤
達
三
編
著
『
自
治
体
政
策
評
価
』

一
○
七
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
）
。
問
題
は
、
解
決
す
べ
き
課
題
と
解
決

の
際
の
目
標
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
膨
大
な
一
般
施
策
の
海
の
中
で
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
や
取
り
組
み
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
課
題
解
決
の
た
め
に
は
じ
め
て
「
活
用
す
べ
き
一
般
施
策
」
を

捜
し
た
り
、
改
革
し
た
り
、
創
設
し
た
り
で
き
る
と
思
う
の
で
あ

る
。
「
蟹
は
自
分
の
甲
羅
に
あ
わ
せ
て
穴
を
掘
る
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
物
理
的
に
も
自
分
の
甲
羅
以
上
の
穴
は

掘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
甲
羅
以
上
の
穴
を
掘
っ
て
も
（
あ
て

が
わ
れ
て
も
）
、
そ
の
中
で
ひ
つ
く
り
返
っ
て
し
ま
い
、
役
に
立
た

な
い
と
い
う
二
重
の
意
味
で
真
実
だ
と
思
う
。

（
咽
）
『
部
落
解
放
』
四
四
九
号
、
一
九
九
九
年
二
月
を
参
照
。
そ
こ
に
は

「
た
っ
た
一
人
に
現
れ
る
部
落
差
別
」
を
課
題
と
し
て
と
ら
え
た
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西
成
支
部
の
実
践
や
、
高
齢
社
会
を
部
落
解
放
の
チ
ャ
ン
ス
と
と

ら
え
た
千
葉
県
連
の
実
践
、
介
護
保
険
導
入
を
前
に
部
落
の
高
齢

者
の
年
金
、
生
活
実
態
を
踏
ま
え
指
摘
し
て
い
る
栃
木
県
連
の
課

題
認
識
な
ど
、
現
実
が
提
起
す
る
課
題
に
答
え
る
の
が
解
放
運
動

で
あ
り
、
人
権
行
政
と
し
て
の
同
和
行
政
な
の
だ
、
と
の
意
気
込

み
が
現
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
活
用
論
」
も
過
渡
的
な

姿
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
は
「
活
用
論
」
か
ら
「
人
権
行
政
創

造
論
」
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
刑
二
人
ひ
と
り
に
あ
ら
わ
れ
た
人
権
侵
害
を
と
ら
え
る
た
め
に
も
い

わ
ゆ
る
「
相
談
活
動
」
は
、
人
権
行
政
の
基
礎
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
部
落
解
放
運
動
は
、
戦
前
の
部
落
委
員
会
活
動
以
来
「
世

皿
世
紀
へ
の
学
び
の
発
信

蝋鐡蟻戴》｜中野雲長尾彰夫鬘 話
役
活
動
」
と
い
う
名
の
相
談
活
動
を
地
域
の
隅
々
で
展
開
し
て

き
た
。
ま
た
、
戦
後
の
差
別
行
政
糾
弾
闘
争
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

二
人
ひ
と
り
の
生
活
に
あ
ら
わ
れ
た
要
求
を
組
織
す
る
」
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
人
権
行
政
と
し
て
深
め
る
た
め
に

も
、
隣
保
館
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
組
織
で
の
相
談
活
動
は
、
人

権
行
政
の
基
礎
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
Ⅳ
）
九
七
年
九
月
九
日
厚
生
省
発
社
援
第
一
九
八
号
厚
生
省
事
務
次
官

通
達
「
隣
保
館
設
置
運
営
要
綱
」
に
、
隣
保
館
設
置
の
目
的
と
し

て
「
人
権
・
同
和
問
題
の
速
や
か
な
解
決
」
と
い
う
表
現
で
、
「
同

和
問
題
を
人
権
問
題
の
重
要
な
柱
と
し
て
と
ら
え
」
る
視
点
（
九

六
意
見
具
申
）
を
具
体
化
し
て
い
る
。




