
卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

を
蔓
延
さ
せ
る
の
か
、
主
権
者
と
し

て
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で
い
く
プ

ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
の
か

　

森
友
学
園
へ
の
国
有
地
売
却
に
つ

い
て
、
財
務
省
が
国
会
答
弁
と
並
行

し
て
交
渉
記
録
の
改
ざ
ん
と
廃
棄
を

進
め
て
い
た
こ
と
が
、
よ
う
や
く
明

ら
か
に
な
っ
た
。「
立
法
府
へ
の
愚

弄
」
と
言
う
べ
き
事
態
に
、
誰
が
責

任
を
取
る
の
か
。

　

参
議
院
予
算
委
員
会
の
集
中
審
議

で
、
参
議
院
事
務
総
長
は
、
森
友
学

園
と
の
交
渉
記
録
に
つ
い
て
財
務
省

の
佐
川
前
理
財
局
長
が
「
廃
棄
し

た
」、「
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
」
と

国
会
で
答
弁
を
し
た
回
数
が
、
去
年

２
月
以
降
、
合
わ
せ
て
43
回
に
上
っ

て
い
た
こ
と
、
麻
生
副
総
理
兼
財
務

大
臣
も
同
様
の
答
弁
を
合
わ
せ
て
11

回
し
て
い
た
と
説
明
。
さ
ら
に
衆
議

院
予
算
委
員
会
の
集
中
審
議
で
、
自

民
党
議
員
が
「
今
回
提
出
さ
れ
た
も

の
が
本
当
に
す
べ
て
な
の
か
」
と
た

だ
し
た
の
に
対
し
、麻
生
大
臣
は「
調

査
す
れ
ば
ま
だ
出
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
」と
答
弁
。議
場
は
騒
然
と
な
っ

た
　
「
立
法
府
へ
の
愚
弄
」
は
、
国
民

に
対
す
る
愚
弄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
（
憲
法

41
条
）
で
連
日
、
ウ
ソ
の
上
塗
り
と

論
理
の
す
り
替
え
が
繰
り
広
げ
ら
れ

る
。
こ
ん
な
卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
を
、
私
た
ち
の
社
会
は

ど
こ
で
止
め
ら
れ
る
の
か
。

　

加
計
学
園
と
安
倍
首
相
と
の
面
談

を
記
し
た
県
の
文
書
を
国
会
に
提
出

し
た
愛
媛
県
知
事
は
、「
何
ご
と
も

正
直
と
真
実
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
日
大
ア
メ
フ

ト
選
手
は
会
見
で
、「
自
分
の
意
思

に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
に

お
い
て
、
す
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
と
思

い
ま
す
」
と
き
っ
ぱ
り
と
述
べ
た
。

　
「
民
主
主
義
を
単
な
る
政
治
の
や

り
方
だ
と
思
う
の
は
、
ま
ち
が
い
で

あ
る
。
民
主
主
義
の
根
本
は
、
も
っ

と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
～
す
べ
て

の
人
間
を
個
人
と
し
て
尊
厳
な
価
値

を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
扱
お
う
と

す
る
心
、
そ
れ
が
民
主
主
義
の
根
本

精
神
で
あ
る
」（「
民
主
主
義1948-

53

中
学
・
高
校
社
会
科
教
科
書
エ
ッ

セ
ン
ス
復
刻
版
」
文
部
省
著
・
西
田

亮
介
編　

幻
冬
舎
新
書
）

　

民
主
主
義
を
単
な
る
政
治
の
や
り

方
（
≒
多
数
決
主
義
）
と
す
る
消
費

者
民
主
主
義
は
、
卑
怯
と
無
責
任
の

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
を
支
え
る
基
盤
で

は
な
い
か
。

　
「
今
回
の
エ
リ
ー
ト
組
（
財
務
省

82
年
入
省
組
／
引
用
者
）
の
瓦
解
の

遠
因
に
、
私
を
含
め
た
こ
の
世
代
特

有
の
弱
さ
の
存
在
を
感
じ
ま
す
。
60

年
代
の
政
治
の
季
節
に
遅
れ
、
70
年

代
に
は
学
校
の
サ
ヨ
ク
的
な
先
生
の

授
業
に
白
け
つ
つ
、
80
年
代
に
入
る

と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
自
由
を
謳
歌

し
、
時
代
の
先
端
を
走
っ
て
い
る
つ

も
り
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
、

戦
後
民
主
主
義
の
精
神
を
次
の
世
代

に
う
ま
く
継
承
で
き
ず
、
子
ど
も
た

ち
に
伝
え
る
成
熟
し
た
文
化
も
、
つ

く
り
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
～
中
略

～
財
務
省
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
彼
が
、

知
的
リ
ー
ダ
ー
の
最
低
条
件
で
あ
る

『
自
己
懐
疑
の
精
神
』
に
縁
遠
か
っ

た
の
は
そ
の
象
徴
の
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
」（
福
岡
伸
一
・
青
山
学
院
大

教
授　

朝
日5/19

）

　

で
は
、
個
人
の
尊
厳
や
自
由
の
た

め
に
民
主
主
義
を
活
か
す
―
立
憲
民

主
主
義
の
当
事
者
性
は
、
ど
う
集
積

さ
れ
て
き
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
ス

テ
ー
ジ
で
、
そ
れ
を
具
現
化
し
て
い

く
の
か
。

　
「
現
在
で
は
日
本
国
憲
法
は
、『
こ

の
国
の
か
た
ち
』
を
成
す
も
の
と
し

て
、
一
定
の
定
着
を
見
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
71

年
は
、
私
た
ち
が
憲
法
に
慣
れ
る
と

と
も
に
、
憲
法
を
運
用
に
よ
っ
て
発

展
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
相
互

作
用
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
～
中
略
～

　

そ
れ
で
は
、
憲
法
の
役
割
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
民
主
的
な

政
治
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
し
、
政
治
権

力
を
作
り
出
す
と
と
も
に
、
権
力
を

制
限
す
る
こ
と
で
、合
理
的
な
統
治
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

～
中
略
～
立
憲
主
義
に
基
づ
く
憲

法
の
役
割
は
、
権
力
を
構
成
す
る
と

同
時
に
制
限
す
る
、言
い
換
え
れ
ば
、

合
理
的
で
責
任
あ
る
決
定
を
下
し
、

実
施
す
る
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
維
持
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。そ
の
意
味
で
、

憲
法
は
『
政
治
の
法
』
そ
の
も
の
で

す
」（
宍
戸
常
寿
・
東
京
大
学
教
授　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
視
点
・
論
点
」5/14
）

　
「
安
倍
一
強
」
は
、
90
年
代
の
一

連
の
統
治
機
構
改
革
と
い
う
制
度

の
産
物
で
も
あ
る
。〝
安
倍
政
治
の

終
わ
り
の
始
ま
り
〟
と
は
、
こ
の
90

年
代
の
統
治
機
構
改
革
（
平
成
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
）
の
教
訓
と
総
括
の
上
に

立
っ
て
、「
権
力
を
構
成
す
る
」
＝

国
民
主
権
で
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん

で
い
く
プ
ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

平
成
と
い
う
時
代
は
「
失
わ
れ
た

30
年
」
と
も
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に

時
代
の
転
換
に
対
応
す
る
た
め
の
貴

重
な
時
間
、
資
源
を
少
な
か
ら
ず

政
権
交
代
な
き
官
邸
主
導
―
安
倍
政
治
の

〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟
か
ら

政
権
選
択
と
政
党
政
治
の
次
の
フ
ェ
ー
ズ
へ
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憲
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６
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イ
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門
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聞
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７
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囲
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Ｇ
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博
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Ｊ
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代
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―
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囲
む
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リ
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坂
井
真
紀
子
・
外
語
大
准
教
授
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失
っ
た
し
、
消
費
者
民
主
主
義
や
冷

笑
主
義
は
、
卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
へ
と
帰
結
し
つ
つ
あ

る
。
一
方
で
、
失
っ
た
も
の
も
多
い

が
、「
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た

ち
で
決
め
よ
う
」
と
い
う
当
事
者
性

の
〝
始
ま
り
の
始
ま
り
〟
を
、
主
権

者
と
し
て
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で

い
く
プ
ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
た
め

に
、
得
た
も
の
も
多
い
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

　

そ
の
た
め
に
「
平
成
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」（
統
治
機
構
改
革
）
の
検
証

か
ら
、
安
倍
政
治
の
上
手
な
た
た
み

か
た
を
集
積
・
共
有
し
て
い
こ
う
。

政
権
選
択
・
政
権
交
代
な
き
官
邸
主

導
―
安
倍
政
治
か
ら
、
政
権
選
択
の

次
の
フ
ェ
ー
ズ
へ

　
「
与
野
党
の
権
力
を
巡
る
競
争
か

ら
、
有
権
者
の
選
択
を
経
て
、
選
ば

れ
た
首
相
に
一
定
期
間
、
権
力
を
集

中
さ
せ
る
。
政
権
選
択
と
首
相
主
導

の
組
み
合
わ
せ
。
こ
れ
が
『
平
成
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
両

輪
だ
」（「
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
」

清
水
真
人　

ち
く
ま
新
書
）

　
「
政
権
選
択
と
首
相
主
導
と
い
う

『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
両
輪
の

バ
ラ
ン
ス
を
揺
る
が
す
の
が
『
安
倍

一
強
』
だ
。
衆
院
任
期
を
半
分
以
上

残
し
た
一
四
年
の
『
小
刻
み
解
散
』。

憲
法
に
基
づ
く
臨
時
国
会
の
召
集
要

求
を
逆
手
に
と
っ
た
一
七
年
の
『
冒

頭
解
散
』。
ど
ち
ら
も
自
公
連
立
政

権
の
継
続
以
外
の
政
権
の
選
択
肢
は

示
さ
れ
な
か
っ
た
。
野
党
陣
営
に

『
政
権
の
受
け
皿
』
を
提
示
す
る
責

任
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
も
そ

も
、
衆
院
選
を
有
権
者
に
よ
る
政
権

選
択
の
機
会
に
さ
せ
な
い
思
惑
が
先

こ
そ
が
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
」（
飯
尾
潤　

ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム2017.6

）

　
「
取
り
残
さ
れ
た
民
意
」「
制
度
の

外
の
社
会
の
問
題
提
起
」
を
、
ど
の

よ
う
に
政
治
的
に
表
出
さ
せ
る
の

か
、
そ
の
た
め
の
公
共
圏･

言
論
空

間
を
ど
う
作
り
出
し
て
い
く
の
か
―

そ
う
い
う
政
党
・
政
党
政
治
を
ど
う

つ
く
り
だ
し
て
い
く
か
。
ま
た
そ
の

「
参
加
」
に
お
い
て
、
何
が
問
わ
れ

て
く
る
の
か
。

　
「
一
九
世
紀
の
民
主
主
義
は
『
財

産
と
教
養
』
を
入
場
条
件
と
し
た
市

民
的
公
共
圏
の
中
で
営
ま
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
二
〇
世
紀

は
普
通
選
挙
権
の
平
等
に
基
礎
を

置
く
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
生
ま

れ
た
事
実
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
理
性
的
対
話
に
よ
る
合
意

と
い
う
市
民
的
公
共
性
を
建
て
前
と

す
る
議
会
制
民
主
主
義
の
み
が
民
主

主
義
で
は
な
い
。
～
何
を
決
め
た
か

よ
り
も
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
た

と
感
じ
る
度
合
い
が
こ
の
民
主
主
義

に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ

た
。
～
ヒ
ト
ラ
ー
は
大
衆
に『
黙
れ
』

と
い
っ
た
の
で
は
な
く
『
叫
べ
』
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。
～
つ
ま
り
民
主

主
義
は
強
制
的
同
質
化
と
も
結
託
で

き
た
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
大
衆

社
会
の
平
準
化
が
達
成
さ
れ
た
。
こ

う
し
た
政
治
参
加
の
儀
礼
と
空
間
を

『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性
』
と
呼
ぶ

と
し
よ
う
」（
佐
藤
卓
己
「
フ
ァ
シ

ス
ト
的
公
共
性
」　

岩
波
書
店
）。
こ

れ
は
「
ポ
ス
ト
真
実
」
の
時
代
に
は

い
っ
そ
う
切
実
な
問
題
提
起
だ
。

　

異
質
な
他
者
を
排
除
し
な
い
開
か

れ
た
公
共
性
は
、
い
か
に
し
て
可
能

か
―
生
き
る
う
え
で
他
者
性
を
前
提

と
す
る
地
域
・
く
ら
し
の
当
事
者
性

を
基
礎
に
、
弛
み
な
い
対
話
を
ど
う

積
み
重
ね
て
い
く
か
。
そ
し
て
「
課

題
を
共
有
で
き
た
と
き
に
、
公
共
は

う
ま
れ
る
」
と
い
う
多
様
な
公
共
圏

を
、
自
治
の
現
場
か
ら
ど
の
よ
う
に

つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
。「
ゆ
っ

く
り
、
い
そ
げ
」
で
、
そ
の
着
実
な

集
積
を
。

に
立
っ
た
解
散
権
の
行
使
が
続
く
。

　

首
相
主
導
の
統
治
へ
の
権
力
集
中

は
あ
く
ま
で
『
期
間
限
定
』
で
あ
り
、

合
理
的
な
時
間
軸
で
政
権
選
択
と
い

う
権
力
競
争
が
機
能
す
る
こ
と
が
大

前
提
だ
。
首
相
主
導
が
強
ま
っ
た
結

果
、
政
権
選
択
を
実
質
的
に
封
じ
込

め
る
狙
い
で
解
散
権
を
行
使
す
る
な

ら
『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
へ
の
過

剰
適
応
と
も
言
え
る
」（
同
前
）。

　

平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
総
括
視
点

は
、
大
き
く
言
っ
て
二
つ
。
ひ
と
つ

は
「
官
邸
主
導･

政
治
主
導
」
に
か

か
わ
る
統
治
機
構
・
統
治
シ
ス
テ
ム

の
作
り
こ
み
、
も
う
ひ
と
つ
は
政
権

選
択
選
挙
、
と
り
わ
け
そ
の
核
と
な

る
べ
き
政
党
・
政
党
政
治
の
あ
り
方

だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
主
導
・

官
邸
主
導
と
政
権
交
代
が
セ
ッ
ト
で

成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、「
安
倍
政

治
」
と
は
、
政
権
交
代
な
き
官
邸
主

導
が
行
き
着
い
た
姿
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

　
「
問
題
を
一
言
で
言
え
ば
、
最
近

の
官
邸
主
導
の
政
治
の
あ
り
方
を
見

直
し
、
内
閣
、
国
会
、
裁
判
所
そ
の

他
の
権
力
と
権
力
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

を
再
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
～
中

略
～
ま
ず
、
官
邸
主
導
の
政
治
の
あ

り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
次
に
、
官
邸
主
導
の

政
治
に
対
し
て
、
国
会
は
ど
の
よ
う

に
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
３
に
、
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る

独
立
機
関
の
重
要
性
、
第
４
に
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
声
を
国
政
に
ど
の
よ

う
に
届
け
る
か
、
第
５
に
、
こ
れ
は

少
し
別
の
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
継

続
的
に
憲
法
論
議
を
行
う
場
を
国
政

の
舞
台
に
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
」（
曽

我
部
真
裕
・
京
都
大
学
教
授　

Ｎ
Ｈ

Ｋ
「
視
点
・
論
点
」5/15　
２
―
５

面
「
囲
む
会
」
も
参
照
）。

　
「
さ
ら
に
日
本
の
統
治
機
構
の
抱

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
根
本
的
な

要
因
と
し
て
、
政
権
交
代
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
指
摘
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
他
国
と
同
様
に
政
権

交
代
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

日
本
の
統
治
機
構
の
問
題
の
か
な
り

の
部
分
は
、
お
の
ず
と
解
決
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。

　

政
権
交
代
が
な
い
と
い
う
の
は
や

は
り
異
常
な
こ
と
で
、
近
隣
諸
国
を

見
て
も
韓
国
で
も
台
湾
で
も
、
選
挙

で
政
権
交
代
を
す
る
こ
と
が
定
着
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
だ
け
が
こ

う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

は
、
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
制
度
の
直
接
の

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
根
本
的

な
問
題
と
し
て
重
要
だ
と
思
い
ま

す
」（
曽
我
部
真
裕
・
京
都
大
学
教

授　

２
―
５
面
「
囲
む
会
」）。

　

政
権
選
択
・
政
権
交
代
が
可
能
に

な
る
た
め
に
は
、
政
党
・
政
党
政
治

の
あ
り
方
が
決
定
的
だ
。
消
費
者
民

主
主
義
→
多
数
決
主
義
で
は
、権
力
・

決
定
に
与
ら
な
い
野
党
に
存
在
意
義

は
見
出
せ
ず
、「
無
責
任
」「
だ
ら
し

な
い
」
と
言
う
だ
け
に
な
る
。
ま
た

小
選
挙
区
制
の
導
入
が
政
党
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
結
び
つ
か
な
け
れ

ば
、
政
党
は
選
挙
互
助
会
に
し
か
な

ら
な
い
。
旧
民
進
党
が
目
前
の
選
挙

の
た
め
に
、
た
っ
た
一
日
で
、
し
か

も
国
会
議
員
だ
け
で
、
曲
が
り
な
り

に
も
二
十
年
間
積
み
重
ね
て
き
た
蓄

積
を
放
り
投
げ
た
こ
と
は
、
そ
の
典

型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
国
家
と
社
会
を
つ
な
ぐ
と
い
う

政
党
の
基
本
的
機
能
に
関
し
て
、
現

在
の
政
権
は
上
か
ら
の
政
策
処
理
を

前
提
と
し
て
、
自
民
党
な
ど
の
政
党

を
通
じ
て
、
広
く
有
権
者
の
参
加
を

促
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が
あ
り
う
る
。
～
中
略
～
政

党
政
治
の
危
機
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
ば
、
政
党
が
国
家
と
社
会
を
う

ま
く
つ
な
げ
て
い
な
い
と
い
う
疑
問



卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

を
蔓
延
さ
せ
る
の
か
、
主
権
者
と
し

て
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で
い
く
プ

ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
の
か

　

森
友
学
園
へ
の
国
有
地
売
却
に
つ

い
て
、
財
務
省
が
国
会
答
弁
と
並
行

し
て
交
渉
記
録
の
改
ざ
ん
と
廃
棄
を

進
め
て
い
た
こ
と
が
、
よ
う
や
く
明

ら
か
に
な
っ
た
。「
立
法
府
へ
の
愚

弄
」
と
言
う
べ
き
事
態
に
、
誰
が
責

任
を
取
る
の
か
。

　

参
議
院
予
算
委
員
会
の
集
中
審
議

で
、
参
議
院
事
務
総
長
は
、
森
友
学

園
と
の
交
渉
記
録
に
つ
い
て
財
務
省

の
佐
川
前
理
財
局
長
が
「
廃
棄
し

た
」、「
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
」
と

国
会
で
答
弁
を
し
た
回
数
が
、
去
年

２
月
以
降
、
合
わ
せ
て
43
回
に
上
っ

て
い
た
こ
と
、
麻
生
副
総
理
兼
財
務

大
臣
も
同
様
の
答
弁
を
合
わ
せ
て
11

回
し
て
い
た
と
説
明
。
さ
ら
に
衆
議

院
予
算
委
員
会
の
集
中
審
議
で
、
自

民
党
議
員
が
「
今
回
提
出
さ
れ
た
も

の
が
本
当
に
す
べ
て
な
の
か
」
と
た

だ
し
た
の
に
対
し
、麻
生
大
臣
は「
調

査
す
れ
ば
ま
だ
出
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
」と
答
弁
。議
場
は
騒
然
と
な
っ

た
　
「
立
法
府
へ
の
愚
弄
」
は
、
国
民

に
対
す
る
愚
弄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
（
憲
法

41
条
）
で
連
日
、
ウ
ソ
の
上
塗
り
と

論
理
の
す
り
替
え
が
繰
り
広
げ
ら
れ

る
。
こ
ん
な
卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
を
、
私
た
ち
の
社
会
は

ど
こ
で
止
め
ら
れ
る
の
か
。

　

加
計
学
園
と
安
倍
首
相
と
の
面
談

を
記
し
た
県
の
文
書
を
国
会
に
提
出

し
た
愛
媛
県
知
事
は
、「
何
ご
と
も

正
直
と
真
実
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
日
大
ア
メ
フ

ト
選
手
は
会
見
で
、「
自
分
の
意
思

に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
に

お
い
て
、
す
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
と
思

い
ま
す
」
と
き
っ
ぱ
り
と
述
べ
た
。

　
「
民
主
主
義
を
単
な
る
政
治
の
や

り
方
だ
と
思
う
の
は
、
ま
ち
が
い
で

あ
る
。
民
主
主
義
の
根
本
は
、
も
っ

と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
～
す
べ
て

の
人
間
を
個
人
と
し
て
尊
厳
な
価
値

を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
扱
お
う
と

す
る
心
、
そ
れ
が
民
主
主
義
の
根
本

精
神
で
あ
る
」（「
民
主
主
義1948-

53

中
学
・
高
校
社
会
科
教
科
書
エ
ッ

セ
ン
ス
復
刻
版
」
文
部
省
著
・
西
田

亮
介
編　

幻
冬
舎
新
書
）

　

民
主
主
義
を
単
な
る
政
治
の
や
り

方
（
≒
多
数
決
主
義
）
と
す
る
消
費

者
民
主
主
義
は
、
卑
怯
と
無
責
任
の

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
を
支
え
る
基
盤
で

は
な
い
か
。

　
「
今
回
の
エ
リ
ー
ト
組
（
財
務
省

82
年
入
省
組
／
引
用
者
）
の
瓦
解
の

遠
因
に
、
私
を
含
め
た
こ
の
世
代
特

有
の
弱
さ
の
存
在
を
感
じ
ま
す
。
60

年
代
の
政
治
の
季
節
に
遅
れ
、
70
年

代
に
は
学
校
の
サ
ヨ
ク
的
な
先
生
の

授
業
に
白
け
つ
つ
、
80
年
代
に
入
る

と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
自
由
を
謳
歌

し
、
時
代
の
先
端
を
走
っ
て
い
る
つ

も
り
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
、

戦
後
民
主
主
義
の
精
神
を
次
の
世
代

に
う
ま
く
継
承
で
き
ず
、
子
ど
も
た

ち
に
伝
え
る
成
熟
し
た
文
化
も
、
つ

く
り
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
～
中
略

～
財
務
省
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
彼
が
、

知
的
リ
ー
ダ
ー
の
最
低
条
件
で
あ
る

『
自
己
懐
疑
の
精
神
』
に
縁
遠
か
っ

た
の
は
そ
の
象
徴
の
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
」（
福
岡
伸
一
・
青
山
学
院
大

教
授　

朝
日5/19

）

　

で
は
、
個
人
の
尊
厳
や
自
由
の
た

め
に
民
主
主
義
を
活
か
す
―
立
憲
民

主
主
義
の
当
事
者
性
は
、
ど
う
集
積

さ
れ
て
き
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
ス

テ
ー
ジ
で
、
そ
れ
を
具
現
化
し
て
い

く
の
か
。

　
「
現
在
で
は
日
本
国
憲
法
は
、『
こ

の
国
の
か
た
ち
』
を
成
す
も
の
と
し

て
、
一
定
の
定
着
を
見
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
71

年
は
、
私
た
ち
が
憲
法
に
慣
れ
る
と

と
も
に
、
憲
法
を
運
用
に
よ
っ
て
発

展
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
相
互

作
用
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
～
中
略
～

　

そ
れ
で
は
、
憲
法
の
役
割
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
民
主
的
な

政
治
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
し
、
政
治
権

力
を
作
り
出
す
と
と
も
に
、
権
力
を

制
限
す
る
こ
と
で
、合
理
的
な
統
治
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

～
中
略
～
立
憲
主
義
に
基
づ
く
憲

法
の
役
割
は
、
権
力
を
構
成
す
る
と

同
時
に
制
限
す
る
、言
い
換
え
れ
ば
、

合
理
的
で
責
任
あ
る
決
定
を
下
し
、

実
施
す
る
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
維
持
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。そ
の
意
味
で
、

憲
法
は
『
政
治
の
法
』
そ
の
も
の
で

す
」（
宍
戸
常
寿
・
東
京
大
学
教
授　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
視
点
・
論
点
」5/14

）

　
「
安
倍
一
強
」
は
、
90
年
代
の
一

連
の
統
治
機
構
改
革
と
い
う
制
度

の
産
物
で
も
あ
る
。〝
安
倍
政
治
の

終
わ
り
の
始
ま
り
〟
と
は
、
こ
の
90

年
代
の
統
治
機
構
改
革
（
平
成
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
）
の
教
訓
と
総
括
の
上
に

立
っ
て
、「
権
力
を
構
成
す
る
」
＝

国
民
主
権
で
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん

で
い
く
プ
ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

平
成
と
い
う
時
代
は
「
失
わ
れ
た

30
年
」
と
も
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に

時
代
の
転
換
に
対
応
す
る
た
め
の
貴

重
な
時
間
、
資
源
を
少
な
か
ら
ず

政
権
交
代
な
き
官
邸
主
導
―
安
倍
政
治
の

〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟
か
ら

政
権
選
択
と
政
党
政
治
の
次
の
フ
ェ
ー
ズ
へ
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面　

囲
む
会
「
憲
法
改
正
の
論
じ
か
た
」

　
　
　
　
　

曽
我
部
真
裕
・
京
都
大
学
教
授

５
―
６
面　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
持
続
可
能
な
都
市
」

　
　
　
　
　

門
川
大
作
・
京
都
市
長
に
聞
く

７
―
11
面　

囲
む
会
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
現
場
か
ら
」

　
　
　
　
　

谷
山
博
史
・
Ｊ
Ｖ
Ｃ
代
表

11
―
14
面　

囲
む
会

　
　
　
　
　
「
ア
フ
リ
カ
・
民
主
化
と
課
題
」　　
　
　
　

　
　
　
　
　

坂
井
真
紀
子
・
外
語
大
准
教
授

今号の紙面

（1） 1989 年 7 月 7 日第三種郵便物認可　 日　本　再　生 第４６９号（毎月 1回 1日発行） 2 0 1 8 年 6 月 1 日

失
っ
た
し
、
消
費
者
民
主
主
義
や
冷

笑
主
義
は
、
卑
怯
と
無
責
任
の
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
へ
と
帰
結
し
つ
つ
あ

る
。
一
方
で
、
失
っ
た
も
の
も
多
い

が
、「
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た

ち
で
決
め
よ
う
」
と
い
う
当
事
者
性

の
〝
始
ま
り
の
始
ま
り
〟
を
、
主
権

者
と
し
て
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で

い
く
プ
ロ
セ
ス
へ
と
転
換
す
る
た
め

に
、
得
た
も
の
も
多
い
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

　

そ
の
た
め
に
「
平
成
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」（
統
治
機
構
改
革
）
の
検
証

か
ら
、
安
倍
政
治
の
上
手
な
た
た
み

か
た
を
集
積
・
共
有
し
て
い
こ
う
。

政
権
選
択
・
政
権
交
代
な
き
官
邸
主

導
―
安
倍
政
治
か
ら
、
政
権
選
択
の

次
の
フ
ェ
ー
ズ
へ

　
「
与
野
党
の
権
力
を
巡
る
競
争
か

ら
、
有
権
者
の
選
択
を
経
て
、
選
ば

れ
た
首
相
に
一
定
期
間
、
権
力
を
集

中
さ
せ
る
。
政
権
選
択
と
首
相
主
導

の
組
み
合
わ
せ
。
こ
れ
が
『
平
成
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
両

輪
だ
」（「
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
」

清
水
真
人　

ち
く
ま
新
書
）

　
「
政
権
選
択
と
首
相
主
導
と
い
う

『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
両
輪
の

バ
ラ
ン
ス
を
揺
る
が
す
の
が
『
安
倍

一
強
』
だ
。
衆
院
任
期
を
半
分
以
上

残
し
た
一
四
年
の
『
小
刻
み
解
散
』。

憲
法
に
基
づ
く
臨
時
国
会
の
召
集
要

求
を
逆
手
に
と
っ
た
一
七
年
の
『
冒

頭
解
散
』。
ど
ち
ら
も
自
公
連
立
政

権
の
継
続
以
外
の
政
権
の
選
択
肢
は

示
さ
れ
な
か
っ
た
。
野
党
陣
営
に

『
政
権
の
受
け
皿
』
を
提
示
す
る
責

任
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
も
そ

も
、
衆
院
選
を
有
権
者
に
よ
る
政
権

選
択
の
機
会
に
さ
せ
な
い
思
惑
が
先

こ
そ
が
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
」（
飯
尾
潤　

ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム2017.6

）

　
「
取
り
残
さ
れ
た
民
意
」「
制
度
の

外
の
社
会
の
問
題
提
起
」
を
、
ど
の

よ
う
に
政
治
的
に
表
出
さ
せ
る
の

か
、
そ
の
た
め
の
公
共
圏･

言
論
空

間
を
ど
う
作
り
出
し
て
い
く
の
か
―

そ
う
い
う
政
党
・
政
党
政
治
を
ど
う

つ
く
り
だ
し
て
い
く
か
。
ま
た
そ
の

「
参
加
」
に
お
い
て
、
何
が
問
わ
れ

て
く
る
の
か
。

　
「
一
九
世
紀
の
民
主
主
義
は
『
財

産
と
教
養
』
を
入
場
条
件
と
し
た
市

民
的
公
共
圏
の
中
で
営
ま
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
二
〇
世
紀

は
普
通
選
挙
権
の
平
等
に
基
礎
を

置
く
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
生
ま

れ
た
事
実
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
理
性
的
対
話
に
よ
る
合
意

と
い
う
市
民
的
公
共
性
を
建
て
前
と

す
る
議
会
制
民
主
主
義
の
み
が
民
主

主
義
で
は
な
い
。
～
何
を
決
め
た
か

よ
り
も
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
た

と
感
じ
る
度
合
い
が
こ
の
民
主
主
義

に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ

た
。
～
ヒ
ト
ラ
ー
は
大
衆
に『
黙
れ
』

と
い
っ
た
の
で
は
な
く
『
叫
べ
』
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。
～
つ
ま
り
民
主

主
義
は
強
制
的
同
質
化
と
も
結
託
で

き
た
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
大
衆

社
会
の
平
準
化
が
達
成
さ
れ
た
。
こ

う
し
た
政
治
参
加
の
儀
礼
と
空
間
を

『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性
』
と
呼
ぶ

と
し
よ
う
」（
佐
藤
卓
己
「
フ
ァ
シ

ス
ト
的
公
共
性
」　

岩
波
書
店
）。
こ

れ
は
「
ポ
ス
ト
真
実
」
の
時
代
に
は

い
っ
そ
う
切
実
な
問
題
提
起
だ
。

　

異
質
な
他
者
を
排
除
し
な
い
開
か

れ
た
公
共
性
は
、
い
か
に
し
て
可
能

か
―
生
き
る
う
え
で
他
者
性
を
前
提

と
す
る
地
域
・
く
ら
し
の
当
事
者
性

を
基
礎
に
、
弛
み
な
い
対
話
を
ど
う

積
み
重
ね
て
い
く
か
。
そ
し
て
「
課

題
を
共
有
で
き
た
と
き
に
、
公
共
は

う
ま
れ
る
」
と
い
う
多
様
な
公
共
圏

を
、
自
治
の
現
場
か
ら
ど
の
よ
う
に

つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
。「
ゆ
っ

く
り
、
い
そ
げ
」
で
、
そ
の
着
実
な

集
積
を
。

に
立
っ
た
解
散
権
の
行
使
が
続
く
。

　

首
相
主
導
の
統
治
へ
の
権
力
集
中

は
あ
く
ま
で
『
期
間
限
定
』
で
あ
り
、

合
理
的
な
時
間
軸
で
政
権
選
択
と
い

う
権
力
競
争
が
機
能
す
る
こ
と
が
大

前
提
だ
。
首
相
主
導
が
強
ま
っ
た
結

果
、
政
権
選
択
を
実
質
的
に
封
じ
込

め
る
狙
い
で
解
散
権
を
行
使
す
る
な

ら
『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
へ
の
過

剰
適
応
と
も
言
え
る
」（
同
前
）。

　

平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
総
括
視
点

は
、
大
き
く
言
っ
て
二
つ
。
ひ
と
つ

は
「
官
邸
主
導･

政
治
主
導
」
に
か

か
わ
る
統
治
機
構
・
統
治
シ
ス
テ
ム

の
作
り
こ
み
、
も
う
ひ
と
つ
は
政
権

選
択
選
挙
、
と
り
わ
け
そ
の
核
と
な

る
べ
き
政
党
・
政
党
政
治
の
あ
り
方

だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
主
導
・

官
邸
主
導
と
政
権
交
代
が
セ
ッ
ト
で

成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、「
安
倍
政

治
」
と
は
、
政
権
交
代
な
き
官
邸
主

導
が
行
き
着
い
た
姿
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

　
「
問
題
を
一
言
で
言
え
ば
、
最
近

の
官
邸
主
導
の
政
治
の
あ
り
方
を
見

直
し
、
内
閣
、
国
会
、
裁
判
所
そ
の

他
の
権
力
と
権
力
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

を
再
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
～
中

略
～
ま
ず
、
官
邸
主
導
の
政
治
の
あ

り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
次
に
、
官
邸
主
導
の

政
治
に
対
し
て
、
国
会
は
ど
の
よ
う

に
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
３
に
、
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る

独
立
機
関
の
重
要
性
、
第
４
に
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
声
を
国
政
に
ど
の
よ

う
に
届
け
る
か
、
第
５
に
、
こ
れ
は

少
し
別
の
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
継

続
的
に
憲
法
論
議
を
行
う
場
を
国
政

の
舞
台
に
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
」（
曽

我
部
真
裕
・
京
都
大
学
教
授　

Ｎ
Ｈ

Ｋ
「
視
点
・
論
点
」5/15　
２
―
５

面
「
囲
む
会
」
も
参
照
）。

　
「
さ
ら
に
日
本
の
統
治
機
構
の
抱

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
根
本
的
な

要
因
と
し
て
、
政
権
交
代
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
指
摘
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
他
国
と
同
様
に
政
権

交
代
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

日
本
の
統
治
機
構
の
問
題
の
か
な
り

の
部
分
は
、
お
の
ず
と
解
決
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。

　

政
権
交
代
が
な
い
と
い
う
の
は
や

は
り
異
常
な
こ
と
で
、
近
隣
諸
国
を

見
て
も
韓
国
で
も
台
湾
で
も
、
選
挙

で
政
権
交
代
を
す
る
こ
と
が
定
着
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
だ
け
が
こ

う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

は
、
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
制
度
の
直
接
の

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
根
本
的

な
問
題
と
し
て
重
要
だ
と
思
い
ま

す
」（
曽
我
部
真
裕
・
京
都
大
学
教

授　

２
―
５
面
「
囲
む
会
」）。

　

政
権
選
択
・
政
権
交
代
が
可
能
に

な
る
た
め
に
は
、
政
党
・
政
党
政
治

の
あ
り
方
が
決
定
的
だ
。
消
費
者
民

主
主
義
→
多
数
決
主
義
で
は
、権
力
・

決
定
に
与
ら
な
い
野
党
に
存
在
意
義

は
見
出
せ
ず
、「
無
責
任
」「
だ
ら
し

な
い
」
と
言
う
だ
け
に
な
る
。
ま
た

小
選
挙
区
制
の
導
入
が
政
党
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
結
び
つ
か
な
け
れ

ば
、
政
党
は
選
挙
互
助
会
に
し
か
な

ら
な
い
。
旧
民
進
党
が
目
前
の
選
挙

の
た
め
に
、
た
っ
た
一
日
で
、
し
か

も
国
会
議
員
だ
け
で
、
曲
が
り
な
り

に
も
二
十
年
間
積
み
重
ね
て
き
た
蓄

積
を
放
り
投
げ
た
こ
と
は
、
そ
の
典

型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
国
家
と
社
会
を
つ
な
ぐ
と
い
う

政
党
の
基
本
的
機
能
に
関
し
て
、
現

在
の
政
権
は
上
か
ら
の
政
策
処
理
を

前
提
と
し
て
、
自
民
党
な
ど
の
政
党

を
通
じ
て
、
広
く
有
権
者
の
参
加
を

促
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が
あ
り
う
る
。
～
中
略
～
政

党
政
治
の
危
機
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
ば
、
政
党
が
国
家
と
社
会
を
う

ま
く
つ
な
げ
て
い
な
い
と
い
う
疑
問


