
 【特集】 日本を壊す悪夢の政権  

43 マスコミ市民 ’20.5 マスコミ市民 ’20.5 42

小
西　

こ
の
問
題
の
核
心
は
、
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
が
違
法
か
ど
う
か

で
す
。
そ
れ
は
、
国
家
公
務
員
法
の
立
法
意
思
に
基
づ
く
根
本
解
釈
に

お
い
て
検
察
官
の
勤
務
延
長
が
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で

決
ま
り
ま
す
。
法
律
の
根
本
解
釈
は
立
法
時
の
国
会
答
弁
に
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
会
議
録
で
は
「
検
察
官
に
定
年
制
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
し

か
答
弁
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
森
法
務
大
臣
は
「
定
年
制
度

の
一
部
で
あ
る
勤
務
延
長
そ
の
も
の
が
適
用
除
外
と
は
言
わ
れ
て
い
な

い
」
な
ど
と
詭
弁
を
弄
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
国
会
答
弁
の

基
で
あ
る
究
極
の
根
本
解
釈
文
書
た
る
内
閣
法
制
局
の
審
査
資
料
を
探

し
た
の
で
す
。

　

最
初
に
国
家
公
務
員
法
を
所
管
し
て
い
る
人
事
院
に
尋
ね
る
と
、
人

事
院
は
探
し
た
結
果
と
し
て
「
な
い
」と
言
う
の
で
す
。
私
が
、「
本
当

に
な
い
の
な
ら
文
書
で
回
答
を
」
と
言
っ
た
ら
、
な
い
こ
と
を
文
書
で

回
答
し
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
隠
ぺ
い
は
し
て
い
な
い
な
と
思
い
、

こ
の
法
律
を
起
案
し
た
の
が
当
時
の
総
理
府
人
事
局
で
し
た
の
で
、
そ

の
後
身
で
あ
る
内
閣
人
事
局
に
も
資
料
を
探
さ
せ
た
の
で
す
が
、
そ
こ

で
も
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
35
年
前
の
文
書
で
も
あ
り
普
通

な
ら
こ
こ
で
諦
め
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
元
官
僚
の
経

験
か
ら
、
審
査
庁
で
あ
る
内
閣
法
制
局
に
も
同
じ
資
料
が
保
管
さ
れ
法

制
局
は
審
査
資
料
を
絶
対
に
捨
て
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
内

閣
法
制
局
に
提
出
要
求
を
し
た
の
で
す
。

　

内
閣
法
制
局
は
当
初
、
要
領
を
得
な
い
は
ぐ
ら
か
し
の
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
確
か
に
当
時
の
資
料
が
存
在
し
、
そ
れ
が
国

立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
閲
覧
に
行
き

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
法
案
を
審
査
し
た
法
制
局
の
参
事
官
が
ま

と
め
た
フ
ァ
イ
ル
が
あ
り
、
そ
の
中
に
法
案
を
起
案
し
た
総
理
府
人
事

局
が
作
っ
た
「
国
会
想
定
問
答
集
」
が
あ
り
ま
し
た
。
想
定
問
答
と
は
、

「
国
会
で
こ
う
い
う
質
問
を
受
け
た
ら
こ
う
答
え
ま
す
」と
い
う
基
本
答

弁
で
、
そ
れ
は
法
制
局
の
審
査
を
受
け
た
政
府
統
一
見
解
で
す
。
そ
こ

に
は
、
検
察
官
の
勤
務
延
長
そ
の
も
の
が
適
用
除
外
で
あ
る
こ
と
が
明

確
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
「
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
定
年
制
度
）

想
定
問
答
集
」（
昭
和
55
年
10
月
総
理
府
人
事
局
）
の
［
問
47
］「
検
察

官
、
大
学
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
年
齢
の
み
特
例
を
認
め
た
の
か
」
と

い
う
質
問
に
対
し
て
、「
定
年
、
特
例
定
年
、
勤
務
の
延
長
お
よ
び
再
任

用
の
制
度
の
適
用
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
、
明
確
な
［
答
］

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
た
め
の
解
釈
変

更
が
違
法
無
効
で
あ
る
こ
と
の
決
定
的
な
証
拠
で
す
。

―
―
今
回
、
安
倍
内
閣
は
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
を
閣
議
決
定
す
る
際
に
、

内
閣
法
制
局
は
そ
の
内
容
を
審
査
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の

段
階
で
内
閣
法
制
局
は
小
西
議
員
が
見
つ
け
た
資
料
が
す
で
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

■
内
閣
法
制
局
審
査
資
料
を
辿
っ
て
見
つ
け
た
「
想
定
問
答
集
」

―
―
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
勤
務
延
長
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
そ

の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
最
中
に
、
小
西
議
員
は
総
理
府
人
事
局
が

作
成
し
た
国
家
公
務
員
の
定
年
制
度
創
設
時
の
想
定
問
題
集
を
国
立
公

文
書
館
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
多
く
の
人
た
ち
が
拍
手
を
送

り
ま
し
た
が
、
こ
の
資
料
に
突
き
当
た
る
こ
と
が
で
き
た
経
過
に
つ
い

て
、
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

 
安
倍
首
相
に
よ
る
検
察
、
警
察
の
私
物
化

　

新
型
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ロ
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機
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の
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小
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メ
デ
ィ
ア
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
ニ
ュ
ー
ス
一
色
に
な
り
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
問
題
も
黒
川
氏
の
違
法
な
定
年
延

長
問
題
も
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
が
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
れ
ら
の
問
題
を
放
置
し
て
お
い
て
い
い
は
ず
が

な
い
。
い
ま
、
こ
の
国
の
「
法
の
支
配
」
は
確
実
に
崩
れ
て
い
る
。

　

黒
川
氏
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
て
の
検
察
官
の
定
年
後
の
勤
務
延
長
（
＝
定
年
延
長
）
を
制
度
化
す
る
国
家
公
務
員
法
の
「
改
正
」
法

案
が
国
会
提
出
さ
れ
る
中
で
、
国
立
公
文
書
館
か
ら
１
９
８
１
年
当
時
の
国
公
法
改
正
に
際
す
る
「
想
定
問
答
集
」
を
見
つ
け
た
小
西

洋
之
参
議
院
議
員
に
お
話
を
伺
っ
た
。
聞
き
手
は
本
誌
の
石
塚
さ
と
し
発
行
人
。
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定
し
た
際
に「
検
察
官
を
除
く
」た
め
の
条
文（
法
規
範
）と
決
め
て
い
た

か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
検
察
官
に
勤
務
延
長
を
適
用
す
る
に
は
、
も

う
一
度
「
検
察
官
に
も
勤
務
延
長
を
含
む
国
公
法
の
定
年
制
度
を
適
用

す
る
」
と
い
う
条
文
案
を
国
会
に
出
し
て
、
そ
れ
を
議
決
し
な
け
れ
ば
、

国
会
を
唯
一
の
立
法
機
関
と
す
る
国
民
主
権
と
議
会
制
民
主
主
義
そ
の

も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
す
。
今
回
の
解
釈
変
更
は
既
存
の
法

律
の
枠
を
は
み
出
し
た
新
た
な
立
法
行
為
そ
の
も
の
で
す
か
ら
、
政
府

が
立
法
機
関
に
な
り
、
国
会
が
国
会
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
実
は
、「
勤
務
延
長
は
適
用
除
外
」と
明
記
さ
れ
た［
問
47
］

よ
り
も
、
国
家
公
務
員
法
81
条
の
２
「
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
き
」
の
規
定
の
立
法
意
思
及
び
根
本
解
釈
を
示
し
た
［
問
46
］

の
方
が
法
的
に
は
よ
り
重
要
な
発
見
と
も
言
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
こ

と
か
ら
安
倍
政
権
の
「
合
法
の
主
張
の
核
心
」
を
真
っ
正
面
か
ら
論
破

し
、
解
釈
変
更
の
違
法
無
効
の
よ
り
根
本
的
な
証
明
が
で
き
ま
す
。

　

も
と
も
と
検
察
庁
法
は
戦
後
す
ぐ
か
ら
あ
り
、
検
察
官
の
世
界
に
は

検
察
庁
法
22
条
で
定
年
制
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
昭
和
56
年
に
国

家
公
務
員
法
81
条
の
２
で
一
般
職
の
定
年
制
度
が
で
き
た
の
で
す
。
両

方
の
条
文
に
共
通
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
３
つ
で
す
。
一
つ
は
「
辞
め
さ
せ

る
規
範
」で
す
。
定
年
制
度
の
本
旨
は
公
務
員
の
身
分
保
障
の
例
外（
分

限
制
度
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
定
年
に
達
し
た
ら
ど
ん
な
に
働
き

た
い
と
言
っ
て
も
「
強
制
的
に
辞
め
さ
せ
る
」
と
い
う
法
規
範
で
す
。

あ
と
は
辞
め
さ
せ
る
年
齢
と
時
期
で
す
。
60
歳
か
63
・
65
歳
な
の
か
、

問
答
集
［
問
47
］
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
当
時
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
国
家

公
務
員
法
に
検
察
官
は
勤
務
延
長
で
き
ま
せ
ん
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
」
と
、
苦
し
紛
れ
の
答
弁
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
見
つ

け
た
想
定
問
答
集
に
、
ま
さ
に
検
察
官
を
排
除
す
る
明
文
規
定
が
あ
る

こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
国
家
公
務
員
法
の
81
条
の
２
に
は
「
法
律

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、

な
ぜ
そ
う
い
う
規
定
が
わ
ざ
わ
ざ
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、

想
定
問
答
集［
問
46
］の「『
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
』

と
し
て
い
る
理
由
及
び
具
体
例
い
か
ん
」
と
の
問
い
に
対
す
る［
答
］と

し
て
「
今
回
の
定
年
制
度
の
法
案
（
注
：
国
家
公
務
員
法
の
改
正
案
）

は
、
現
在
法
律
に
よ
り
定
年
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
よ
る
こ
と
と
し
て
、
適
用
対
象
か
ら
外
す
と
い
う

考
え
方
を
採
っ
て
い
る
の
で
、『
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
』
と
規
定
し
て
い
る
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
具
体
例
と

し
て
は
、
検
察
官
及
び
大
学
教
員
が
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
条
文
は
、「
検
察
官
は
勤
務
延
長
を
含
む
定
年
制
度
の
適
用

除
外
と
す
る
」
と
日
本
語
で
書
い
て
あ
る
の
と
法
的
に
全
く
同
じ
な
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
森
大
臣
が
言
っ
て
い
る
の
は
完
全
な
嘘
で
あ
り
、

違
法
無
効
な
主
張
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
解
釈
変
更
が
な
ぜ
違
法
な
の
か
と
言
え
ば
、
当
時
の
政
府
の
立

法
意
思
と
、
そ
れ
を
是
と
し
て
議
決
を
し
た
国
会
の
立
法
意
思
が
、
と

も
に
「
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
文
言
を
規

る
と
い
う
目
的
あ
り
き
で
す
か
ら
、
法
律
を
踏
み
に
じ
っ
た
の
で
す
。

　

今
回
の
黒
川
検
事
長
の
勤
務
延
長
問
題
は
、
本
当
に
事
極
ま
れ
り
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
、
集
団
的
自
衛
権
の「
解
釈
変
更
」が
「
昭
和
47
年

政
府
見
解
の
中
の
『
外
国
の
武
力
攻
撃
』
と
い
う
文
言
を
同
盟
国
に
対

す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
と
の
意
味
に
曲
解
し
、
同
見
解
の
中
に
集
団
的

自
衛
権
行
使
を
許
容
す
る
『
憲
法
９
条
解
釈
の
基
本
的
な
論
理
』
な
る

も
の
を
捏
造
し
た
法
解
釈
で
す
ら
な
い
イ
ン
チ
キ
・
ペ
テ
ン
で
あ
る
」

こ
と
を
暴
い
て
安
倍
政
権
と
闘
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
き
て
つ
い

に
検
察
に
ま
で
手
を
出
し
始
め
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
本
当
に
日
本

が
暗
黒
社
会
に
な
る
と
い
う
危
機
感
で
一
杯
で
す
。

　
■
検
察
官
出
身
の
法
務
官
僚
を
使
っ
た
空
前
絶
後
の
違
法
行
為

―
―
小
西
議
員
が
「
想
定
問
答
集
」
を
見
つ
け
た
こ
と
で
閣
議
決
定
の

違
法
性
が
明
確
に
な
っ
た
の
に
、
森
法
務
大
臣
は
ま
っ
た
く
意
味
の
分

か
ら
な
い
答
弁
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
検
察
官
も
一
般
職
の
国
家
公

務
員
で
あ
り
、
検
察
庁
法
は
退
職
の
年
齢
と
時
期
の
特
例
だ
け
を
定
め

て
い
て
そ
れ
以
外
は
一
般
法
で
あ
る
国
家
公
務
員
法
が
適
用
で
き
る
と

言
い
ま
す
が
、
普
通
に
解
釈
を
す
れ
ば
、
勤
務
延
長
は
認
め
ら
れ
な
い

と
理
解
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
い
ま
す
。

小
西　

森
法
務
大
臣
は
、「
勤
務
延
長
は
適
用
除
外
」と
明
記
し
た
想
定

小
西　

そ
れ
は
重
要
な
指
摘

で
す
。
国
立
公
文
書
館
に
あ

っ
た
の
で
内
閣
法
制
局
は
知

ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る

の
で
す
が
、
実
は
法
制
局
は

１
月
17
日
に
法
務
省
か
ら
突

如
、
解
釈
変
更
で
勤
務
延
長

を
検
察
官
に
も
適
用
し
た
い

と
い
う
相
談
を
受
け
て
、
国

立
公
文
書
館
か
ら
当
時
の
資

料
を
取
り
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
17
日
か
ら
21

日
の
過
程
で
、
法
制
局
の
参

事
官
は
「
立
法
時
に
こ
う
い
う
国
会
想
定
問
答
が
あ
る
」
と
い
う
事
実

を
法
務
省
に
見
せ
て
い
ま
す
。
か
つ
、
参
事
官
は
「
想
定
問
答
集
」
の

答
弁
を
法
制
局
長
官
に
も
見
せ
て
い
る
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
制
局
は
法
務
省
が
作
っ
て
き
た
解
釈
変
更
の
ペ
ー
パ
ー
に
何
ら
変
更

を
加
え
る
こ
と
も
な
く
「
意
見
な
し
」
と
21
日
に
法
務
省
に
回
答
し
た

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
確
信
犯
で
あ
っ
て
、
内
閣
法
制
局
と
法

務
省
で
法
律
殺
し
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、「
想
定

問
答
集
」
の
答
弁
を
見
つ
け
た
段
階
で
解
釈
変
更
を
諦
め
て
閣
議
決
定

な
ど
で
き
な
い
は
ず
で
す
が
、
何
が
何
で
も
黒
川
氏
を
検
事
総
長
に
す
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と
書
い
て
あ
る
だ
ろ
。」と
い
う
だ
け
の
話
で
す
。
し
か
し
、
国
家
公
務

員
法
の
解
釈
権
を
有
す
る
人
事
院
は
法
務
省
を
蹴
り
飛
ば
す
ど
こ
ろ
か
、

81
条
の
２
の「
別
段
の
定
め
」を
法
務
省
に
好
き
勝
手
に
解
釈
さ
せ
、
挙

げ
句
は
人
事
院
規
則
を
使
わ
せ
て
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
を
許
し
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
森
大
臣
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
論
理
も
何
も
な
い
暴

論
で
、
私
の
質
疑
で
詰
め
ら
れ
て
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、「
福
島

の
検
察
官
が
逃
げ
出
し
た
」
な
ど
と
う
め
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
世

の
中
は
盛
り
上
が
り
、
国
会
も
一
時
中
断
し
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
彼
女

が
論
理
的
な
追
及
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。

―
―
あ
れ
も
ひ
ど
い
答
弁
で
し
た
。
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。

小
西　

法
務
大
臣
が
検
察
官
を
愚
弄
す
る
の
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
法
務
大
臣
が
検
察
官
出
身
の
法
務
官
僚
を
使

っ
て
空
前
絶
後
の
違
法
行
為
を
行
い
、
し
か
も
検
察
の
私
物
化
を
し
て

い
る
こ
と
の
方
が
よ
ほ
ど
悪
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
全
力
で

追
及
し
、「
違
法
の
核
心
」を
世
論
化
で
き
て
い
な
い
の
は
野
党
の
責
任

で
す
。
安
保
法
制
以
来
の
野
党
政
治
の
あ
り
方
に
強
い
危
機
感
を
も
つ

の
で
す
。
普
通
な
ら
ば
、「
想
定
問
答
集
」を
見
つ
け
た
時
点
で
「
勝
負

あ
り
」の
は
ず
で
、
野
党
は
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
本
格
化
の
前
に
、「
こ
れ

で
は
国
会
が
唯
一
の
立
法
機
関
で
な
く
な
り
、
議
会
制
民
主
主
義
が
成

り
立
た
な
く
な
る
。
法
の
支
配
が
滅
ぶ
。」と
主
張
し
て
予
算
委
員
会
審

24
日
の
解
釈
変
更
完
成
前
は
、
日
本
国
の
検
察
官
は
検
察
庁
法
22
条
の

「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」の
み
に
よ
っ
て
定
年
退
官
し
て
い
た
の
に
、
解
釈

変
更
後
は
検
察
庁
法
22
条
プ
ラ
ス
国
家
公
務
員
法
81
条
の
２
と
い
う
二

つ
の
規
範
で
辞
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
答
弁
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か

し
、
さ
す
が
の
法
務
省
も
そ
こ
ま
で
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
か
、
1
月

24
日
以
降
に
定
年
退
官
し
た
検
察
官
に
対
す
る
森
法
務
大
臣
名
に
よ
る

退
官
通
知
書
を
提
出
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
は
「
検
察
庁
法
第
22
条
に
よ

り
定
年
退
官
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
の
で
す
。
解
釈
変
更
が
違
法
無

効
で
あ
る
こ
と
の
完
璧
な
「
物
証
」
で
す
。

―
―
要
す
る
に
今
回
の
解
釈
変
更
と
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
は
何
法
違
反

な
の
で
し
ょ
う
か
。

小
西　

今
回
の
解
釈
変
更
と
勤
務
延
長
は
、
一
言
で
い
う
と
、
検
察
官

に
よ
る
国
家
公
務
員
法
の
乗
っ
取
り
行
為
、
強
奪
行
為
で
あ
り
、
こ
れ

は
、
国
家
公
務
員
法
と
検
察
庁
法
の
二
つ
の
法
律
に
違
反
す
る
暴
挙
で

す
。
黒
川
検
事
長
の
存
在
そ
の
も
の
が
違
法
で
す
。
本
来
な
ら
ば
、
検

察
官
が
一
般
法
た
る
国
家
公
務
員
法
の
世
界
に
入
っ
て
81
条
の
２
を
使

い
た
い
と
言
っ
て
も
、「
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
」
と

書
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、「
お
前
ら
は
入
れ
な
い
ん
だ
よ
。
し
か
も
、

お
前
ら
の
法
律
で
検
事
総
長
は
65
歳
、
そ
れ
以
外
の
者
は
63
歳
で
退
官

 小西　洋之さん

第
1
項
（
つ
ま
り
81
条
の
２
）
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
る
べ
き
こ
と
と

な
る
場
合
に
お
い
て
」と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
後
に「
引
き
続
い
て
勤
務

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
81

条
の
３
の
勤
務
延
長
の
制
度
は
、
81
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ

き
こ
と
と
な
る
職
員
に
し
か
使
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
法
務
省
は
、
無
理

や
り
81
条
の
２
の
「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」
で
退
職
し
て
い
る
職
員
の
中

に
検
察
官
も
含
ま
れ
る
と
い
う
世
界
を
捏
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

こ
れ
が
「
解
釈
変
更
の
合
法
の
主
張
の
核
心
」で
す
が
、
し
か
し
、こ

れ
は「
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
」と
い
う
規
定
を
定
年

制
度
か
ら
検
察
官
を
除
外
す
る
た
め
に
設
け
る
と
い
う
立
法
意
思
と
真

っ
向
か
ら
矛
盾
す
る
主
張
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
定
年
制
度
の
根

幹
は「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」に
あ
る
の
で
す
か
ら
。
こ
の
点
、［
問
47
］
の

「
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
年
齢
に
つ
い
て
の
み
特
例
を
認
め
た
の
か
。」

に
対
す
る「
定
年
・
・
・
及
び
勤
務
延
長
・
・
・
の
制
度
の
適
用
は
除
外

さ
れ
る
」
と
の
［
答
］
は
、
①
検
察
官
に
は
81
条
の
２
の
定
年
制
度
の

年
齢
（
や
時
期
）
の
規
範
だ
け
で
な
く
そ
の
根
幹
た
る
「
辞
め
さ
せ
る

規
範
」
が
適
用
除
外
さ
れ
、
ま
た
、
②
勤
務
延
長
制
度
を
定
め
た
81
条

の
３
の
明
文
で
求
め
ら
れ
て
い
る
81
条
の
２
の
「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」

が
検
察
官
に
は
適
用
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
証
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
政
府
の
主
張
は
事
実
か
ら
見
る
と
オ
カ
ル
ト
話
で
す
。
１
月

年
度
末
に
辞
め
る
の
か

誕
生
日
に
辞
め
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
辞

め
さ
せ
る
規
範
と
年
齢

・
時
期
の
規
範
が
書
い

て
あ
る
の
は
、
ど
ち
ら

の
法
律
も
同
じ
で
す
。

　

よ
っ
て
、
国
家
公
務

員
法
81
条
の
２
の「
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
」と
い
う

規
定
の「
別
段
の
定
め
」と
は
当
然
に
検
察
庁
法
22
条
と
い
う
法
律
の
条

文
に
あ
る
三
つ
の
規
範
で
あ
る
は
ず
で
す
。
昭
和
56
年
か
ら
解
釈
変
更

の
プ
ロ
セ
ス
が
終
了
し
た
本
年
1
月
24
日
ま
で
は
（
法
制
局
審
査
の
後
、

１
月
22
日
か
ら
24
日
ま
で
法
務
省
は
人
事
院
と
協
議
を
し
て
い
た
）、安

倍
政
権
も
そ
の
よ
う
に
こ
の
「
別
段
の
定
め
」
を
解
釈
し
て
い
た
と
答

弁
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
今
回
の
解
釈
変
更
の
肝
（
核
心
）
で
す
が
、

安
倍
政
権
は
こ
の
「
別
段
の
定
め
」
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は

年
齢
と
時
期
の
規
範
だ
け
で
、
検
察
官
は
81
条
の
2
の
「
辞
め
さ
せ
る

規
範
」
か
ら
除
外
さ
れ
ず
、
従
来
の
検
察
庁
法
22
条
の
「
辞
め
さ
せ
る

規
範
」
と
合
わ
せ
て
二
つ
の
「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」
に
よ
っ
て
退
職
さ

せ
ら
れ
て
い
る
職
員
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
立
つ
こ
と
に
し
た
と
い
う

の
で
す
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
無
茶
を
言
い
出
し
た
か
と
い
う
と
、
勤
務
延

長
を
定
め
た
国
公
法
の
81
条
の
３
に
は
「
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
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事
務
総
長
通
知
や
検
察
官
の
定
年
退
官
通
知
書
に
示
さ
れ
て
い
る
法
理
、

国
公
法
81
条
の
２
の
「
辞
め
さ
せ
る
規
範
」
は
大
学
教
員
に
は
及
ば
な

い
と
し
て
い
た
教
育
公
務
員
特
例
法
と
の
整
合
性
等
、
今
回
の
勤
務
延

長
は
論
理
的
帰
結
と
し
て
絶
対
に
ク
ロ
（
違
法
無
効
）
に
な
る
の
で
す
。

■
改
正
国
公
法
は
「
黒
川
法
案
」
と
名
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
―
政
府
は
、
勝
手
に
法
解
釈
を
変
更
す
る
違
法
な
閣
議
決
定
を
し
て

様
々
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
中
で
、
3
月
13
日
に
公
務
員
の
定
年

を
65
歳
に
引
き
上
げ
る
国
公
法
改
正
案
を
国
会
に
提
出
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
勤
務
延
長
制
度
が
盛
り
込
ま
れ
た
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
も

含
ん
で
い
ま
す
。
要
は
、
黒
川
勤
務
延
長
問
題
を
帳
消
し
に
し
て
、
後

か
ら
既
成
事
実
を
上
塗
り
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
内
閣
が

判
断
す
れ
ば
特
例
措
置
が
続
く
と
い
う
の
で
は
、
時
の
権
力
の
意
向
次

第
で
い
く
ら
で
も
検
察
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

小
西　

先
ほ
ど
ご
説
明
し
た
よ
う
に
、
国
家
公
務
員
法
の
解
釈
変
更
と

黒
川
検
事
長
の
勤
務
延
長
は
違
法
無
効
で
で
き
な
い
の
で
す
が
、
法
律

で
そ
れ
を
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
後
こ
の
法
案
が

強
行
採
決
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
日
本
全
国
の
検
察
官
が
法
律
に
基
づ
い

て
堂
々
と
政
治
介
入
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
府
は
当
初
か
ら
、
も
と
も
と
公
務
員
全
体
の
定
年
引

し
た
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
立
法
時
の
時
か
ら
の
考
え
方
と
し
て
書
か
れ

た
文
書
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。

　

な
お
、
政
府
は
解
釈
変
更
が
合
法
で
あ
る
こ
と
を
「
法
令
解
釈
の
ル

ー
ル
」
に
あ
て
は
め
て
立
証
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
法
令
の
解
釈
は
、

①
当
該
法
令
の
規
定
の
文
言
、
趣
旨
等
に
即
し
つ
つ
、
②
立
案
者
の
意

図
や
立
案
の
背
景
と
な
る
社
会
情
勢
等
を
考
慮
し
、
③
議
論
の
積
み
重

ね
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
全
体
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
に
も
留
意
し

て
、
論
理
的
に
確
定
さ
れ
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
会
で
作
っ

た
法
律
を
執
行
等
の
た
め
に
運
用
解
釈
す
る
の
は
行
政
で
す
が
、
そ
れ

は
好
き
勝
手
に
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
代
政
府
が
何
度
も
国

会
答
弁
し
て
き
た
こ
の
ル
ー
ル
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

私
の
３
月
９
日
の
予
算
委
で
の
質
疑
は
こ
の
ル
ー
ル
に
当
て
は
め
て

違
法
の
立
証
を
企
図
し
た
も
の
で
し
た
が
、
国
公
法
81
条
の
２
の
「
法

律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
」
の
解
釈
は
、
①
当
該
文
言
は

検
察
官
を
勤
務
延
長
含
む
定
年
制
度
か
ら
除
外
す
る
と
の
趣
旨
の
た
め

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、（
想
定
問
答
集
［
問
46
・
47
］
等
）、
②
検

察
官
は
勤
務
延
長
を
含
む
定
年
制
度
か
ら
除
外
す
る
と
明
記
し
た
昭
和

54
年
の
人
事
院
見
解
に
基
づ
き
、
当
該
除
外
す
る
と
の
立
法
意
思
を
持

っ
て
内
閣
が
立
案
し
国
会
が
議
決
し
た
も
の
で
あ
り
（
そ
の
背
景
に
は

「
検
察
官
の
準
司
法
官
と
し
て
の
職
務
及
び
責
任
の
特
殊
性
」に
係
る
認

識
が
あ
り
）、
③
「
別
段
の
定
め
」は
検
察
庁
法
22
条
で
あ
る
と
明
記
し

て
昭
和
59
年
か
ら
令
和
元
年
ま
で
繰
り
返
し
発
出
さ
れ
て
い
る
人
事
院

小
西　

そ
う
な
の
で
す
。
裁
判
官
に
は
裁
判
所
法
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
を
あ
る
日
突
然
解
釈
変
更
し
て
、
最
高
裁
の
事
務
総
局
が
裁
判
官
は

特
別
職
の
国
家
公
務
員
だ
が
一
般
職
の
勤
務
延
長
も
適
用
で
き
る
と
宣

言
し
、
そ
れ
を
人
事
院
が
認
め
る
と
か
何
で
も
あ
り
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
政
府
は
、
検
察
官
も
一
般
職
の
公
務
員
だ
か
ら
他
の
公
務
員
と

同
様
に
勤
務
延
長
が
で
き
る
の
は
当
然
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
検
察

官
は
一
般
職
の
公
務
員
で
は
あ
っ
て
も
通
常
の
公
務
員
と
は
違
う
か
ら

勤
務
延
長
で
き
な
い
と
、
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
法
律
を
作
っ
た
時

に
芦
田
内
閣
が
閣
議
に
提
出
し
た
資
料（「
検
察
官
に
つ
い
て
公
務
員
法

の
特
例
を
認
め
る
必
要
あ
る
理
由
」）
に
明
確
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
福
島
瑞
穂
さ
ん
が
予
算
委
員
会
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
す
が
、

そ
こ
に
は
、「
二
、
検
察
官
が
『
準
司
法
官
』
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

地
位
と
職
責
を
持
ち
、
特
殊
な
検
察
体
制
を
構
成
し
て
い
る
点
か
ら
見

れ
ば
、
検
察
官
は
公
務
員
法
で
は
一
応
『
一
般
職
』
に
含
ま
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
任
免
転
退
等
に
つ
い
て
は
一
般
の
行
政
官
吏
と
は
異

な
る
特
別
の
趣
旨
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
検
察
官
は
一
般
職
の
公
務
員
で
あ
る
が
「
退
」
た
る
「
定
年
退

官
」
は
別
の
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
ズ
バ
リ
書
い
て
あ

る
の
で
す
。
検
察
庁
法
の
逐
条
解
説
で
は
、
検
察
庁
法
22
条
の
規
定
は

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
て
い
ま
す
し
、

我
々
も
検
察
官
に
は
「
準
司
法
官
」
た
る
立
場
・
機
能
が
あ
る
の
で
政

治
介
入
が
で
き
る
余
地
が
あ
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
と
言
っ
て
き
ま

議
を
拒
否
し
国
会
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、

予
算
審
議
の
間
に
、
想
定
問
答
集
の
文
言
を
も
と
に
政
府
の
解
釈
変
更

の
違
法
性
を
繰
り
返
し
波
状
攻
撃
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

安
倍
政
権
の
暴
政
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、ま
ず
は
、
相
手
の「
合
法

の
主
張
の
核
心
」
を
真
っ
正
面
か
ら
論
破
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

す
な
わ
ち
、「
安
倍
政
権
の
合
法
の
主
張
は
事
実
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
間
違
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
「
違
法
の
核
心
」

を
国
会
で
何
度
も
追
及
し
、
そ
れ
を
メ
デ
ィ
ア
に
報
道
し
て
も
ら
っ
て

世
論
化
す
る
以
外
に
手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
。
解
釈
変
更
の
「
合
法
の
主

張
の
核
心
」
は
「
81
条
の
２
の
『
別
段
の
定
め
』
は
退
職
年
齢
と
時
期

の
み
の
特
例
で
あ
り
、
81
条
の
２
の
『
辞
め
さ
せ
る
規
範
』
は
検
察
官

に
も
及
ん
で
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
、
デ
タ
ラ
メ
な
主
張

で
あ
る
こ
と
の
追
及
こ
そ
が
安
倍
総
理
が
最
も
も
だ
え
苦
し
む
も
の
で

あ
り
、
そ
の
世
論
化
が
な
い
限
り
、
阻
止
で
き
な
い
の
で
す
。
法
務
省

は
検
察
官
出
身
者
が
占
め
る
日
本
最
強
の
法
律
家
集
団
で
す
。
そ
れ
に

対
峙
す
る
弱
小
な
野
党
の
「
法
の
支
配
を
守
る
力
」
は
決
し
て
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
学
者
や
弁
護
士
、
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
社
会
の
総
力

を
挙
げ
た
「
相
手
の
主
張
を
論
破
す
る
闘
い
」
が
必
要
な
の
で
す
。

―
―
森
法
相
の
よ
う
に
、「
法
律
に
ダ
メ
だ
と
書
い
て
な
い
か
ら
い
い
の

だ
」
と
い
う
話
に
な
っ
た
ら
、
で
は
裁
判
官
も
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と

言
い
た
く
な
り
ま
す
ね
。
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は
い
け
な
い
立
場
で
あ
る
た
め
、
国
家
公
務
員
一
般
職
の
制
度
か
ら
外

し
て
検
察
庁
法
に
よ
る
独
自
の
人
事
制
度
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と

い
う
憲
法
の
三
権
分
立
に
も
基
づ
く
大
原
則
に
違
反
し
て
検
察
の
独
立

を
崩
壊
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
必
要
性
の
立
法
事
実
も
な
い
の
に
黒
川
氏

の
勤
務
延
長
の
辻
褄
合
わ
せ
の
た
め
だ
け
の
も
の
だ
と
い
う
主
張
を
世

論
化
し
、
そ
れ
を
反
対
論
の
主
軸
に
据
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

■
警
察
が
「
安
倍
政
権
の
門
番
」
の
支
配
下
に

―
―
安
倍
政
権
は
、
内
閣
人
事
局
の
制
度
を
悪
用
し
て
官
僚
を
支
配
し

た
上
で
、
さ
ら
に
検
察
ま
で
私
物
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
本
当
に

日
本
も
終
わ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
言
う
と
こ
ろ
の
近
代
官
僚
制
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感

じ
で
す
。「
法
律
に
よ
る
行
政
」と
い
う
概
念
な
ど
、
ま
っ
た
く
念
頭
に

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

小
西　

法
律
に
よ
る
行
政
を
踏
み
に
じ
っ
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
解
釈

変
更
で
す
。
安
倍
政
権
以
前
は
、
公
務
員
が
政
治
か
ら
の
距
離
を
保
ち
、

政
治
的
な
介
入
を
受
け
な
い
と
い
う
組
織
の
自
律
性
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
内
閣
人
事
局
に
よ
っ
て
一
般
公
務
員
の
世
界
で
そ
れ
が
崩
壊
し
、

今
度
は
検
察
官
の
世
界
に
も
そ
れ
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。

で
す
。
検
察
が
私
物
化
さ
れ
る
と
、
最
初
は
政
権
が
悪
い
こ
と
を
し
て

も
捜
査
・
立
件
さ
せ
な
い
程
度
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う
ち
戦
前

の
よ
う
に
積
極
的
に
国
民
に
牙
を
む
き
始
め
る
と
思
い
ま
す
。
本
当
に

こ
の
世
の
終
わ
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
政
府
が
言
う
よ
う
に
、
検
察
官
に
も
国
家
公
務
員
法
を
適
用
で
き

て
勤
務
延
長
が
で
き
る
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
人
事
院
規
則
が
定
め

る
よ
う
に
高
度
な
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
勤
務
条
件
に
特
殊

性
が
あ
る
と
か
、
職
務
の
性
質
上
担
当
者
の
交
代
が
業
務
遂
行
に
重
大

な
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
と
か
、
３
つ
の
条
件
の
ど
れ
か
が
必
要
で
す
ね
。

で
も
黒
川
氏
の
場
合
は
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
と
い
う
こ
と
は
ま

っ
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

小
西　

黒
川
氏
に
は
３
つ
の
基
準
の
う
ち
の
３
つ
目
を
当
て
は
め
た
の

で
す
が
、
元
々
要
件
の
文
言
と
し
て
さ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
く
、

ど
う
に
で
も
解
釈
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
歯
止
め
と
し
て
は
限
界
が
あ

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
黒
川
法
案
の
下
で
は
こ
の
人
事
院
規
則
の
適

用
も
止
め
て
、
内
閣
が
検
察
官
独
自
の
勤
務
延
長
の
条
件
を
定
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
解
釈
変
更
を
撤
回

さ
せ
黒
川
法
案
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
①
解
釈
変
更
が
合
法
で
あ
る

と
い
う
政
府
の
主
張
の
核
心
を
論
破
し
そ
れ
を
世
論
化
し
、
ま
た
、
②

黒
川
法
案
が
「
検
察
官
は
準
司
法
官
で
あ
り
政
治
介
入
を
絶
対
受
け
て

は
勤
務
延
長
は
政
策
的
に
必
要
な
い
し
、
政
治
介
入
を
排
除
す
る
た
め

に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
突
如
、

黒
川
氏
一
人
の
た
め
に
勤
務
延
長
は
あ
っ
て
も
い
い
し
、
必
要
だ
と
い

う
判
断
に
な
り
、
検
察
官
に
関
す
る
人
事
制
度
そ
の
も
の
が
根
本
的
に

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
「
黒
川
法
案
」
と
名
付
け
、
何

が
何
で
も
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
お
ぞ
ま
し
い
暴
挙
で
す
。

―
―
今
回
の
解
釈
変
更
や
改
正
法
案
に
関
し
て
、
法
務
省
当
局
や
現
場

の
検
察
か
ら
の
反
発
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

小
西　

法
務
省
の
上
層
部
の
人
た
ち
は
信
念
が
な
い
の
で
、
検
察
を
政

治
に
売
り
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、「
こ
ん
な
こ
と
は
検
察
官
出
身

の
あ
な
た
た
ち
が
最
も
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
」
と
指
摘
す
る
と
、

若
い
法
務
官
僚
た
ち
は
辛
そ
う
な
顔
を
し
て
い
ま
す
ね
。
ま
た
、
幹
部

の
中
で
も
良
心
的
な
人
は
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
こ
と
だ
と
い
う
表
情
を
し
て
は
い
ま
す
。
し
か
し
、
検
察
の
独
立

性
を
ド
ブ
に
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
空
前
絶
後
の
暴
挙
に
対
し
て
、
法
務

官
僚
が
抵
抗
し
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
。

　

黒
川
氏
の
た
め
の
解
釈
変
更
と
黒
川
法
案
を
や
っ
た
幹
部
は
、
法
務

省
の
中
で
「
黒
川
組
」
と
し
て
今
後
は
出
世
し
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま

す
。
む
し
ろ
、
黒
川
氏
の
存
在
そ
の
も
の
が
法
律
違
反
で
す
か
ら
、「
黒

川
組
」
以
外
の
者
は
検
察
の
中
枢
を
歩
め
な
い
と
理
解
す
る
の
が
自
然

き
上
げ
法
案
が
あ
っ
て
、
検
察
庁
法
の
改
正
に
勤
務
延
長
を
入
れ
る
つ

も
り
で
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
解
釈
変
更
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
行

っ
た
だ
け
だ
と
い
っ
た
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。私
も
、そ
れ
を
信
じ
て

い
ま
し
た
。
黒
川
氏
は
２
月
に
退
職
に
な
る
の
で
法
改
正
を
し
て
い
て

は
間
に
合
わ
な
い
か
ら
解
釈
変
更
を
強
行
し
た
の
だ
と
。
と
こ
ろ
が
、

解
釈
変
更
を
審
査
し
た
法
制
局
参
事
官
を
詰
め
て
い
る
時
に
、彼
が「
法

案
は
昨
年
で
法
制
局
の
部
長
審
査
を
終
え
て
い
た
。
そ
の
時
の
法
案
に

は
勤
務
延
長
の
条
文
は
な
か
っ
た
。」と
発
言
し
た
の
で
す
。
法
制
局
の

審
査
は
参
事
官
、
部
長
、
次
長
・
長
官
と
進
み
ま
す
が
、
条
文
と
政
策

（
立
法
事
実
）の
審
査
は
部
長
審
査
で
事
実
上
完
了
し
ま
す
。
法
律
の
根

本
解
釈
を
記
し
た
「
内
閣
法
制
局
説
明
資
料
」
と
は
部
長
審
査
ま
で
の

資
料
の
こ
と
な
の
で
す
。
部
長
審
査
以
降
に
新
し
い
条
文
案
な
ど
が
省

庁
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
元
官
僚
の
経
験
か
ら

そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
私
は
驚
愕
し
ま
し
た
。
結
果
、
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
昨
年
10
月
末
か
11
月
頭
の
段
階
で
部
長
審
査
は
終
了
し

て
お
り
、
つ
ま
り
、
法
務
省
は
検
察
官
に
は
勤
務
延
長
は
い
ら
な
い
と

い
う
判
断
を
し
て
い
た
の
に
（
必
要
な
の
で
あ
れ
ば
改
正
条
文
を
作
り
、

審
査
を
求
め
る
は
ず
）、12
月
に
な
っ
て
解
釈
変
更
を
検
討
し
始
め
、
そ

し
て
１
月
17
日
に
突
如
、
法
制
局
に
解
釈
変
更
の
審
査
と
法
案
に
勤
務

延
長
の
条
文
を
入
れ
て
作
り
直
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
の
で
す
。
こ

れ
は
ま
さ
に
黒
川
氏
の
解
釈
変
更
と
の
辻
褄
合
わ
せ
の
た
め
の
立
法
で

す
。
い
ま
法
務
省
は
そ
う
言
い
ま
せ
ん
が
、
本
来
は
検
察
官
の
世
界
に
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の
で
す
。
そ
の
中
の
比
較
に
お
い
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
特
措
法
は
私
権

を
強
力
に
制
限
す
る
強
権
的
な
法
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
緊

急
に
病
院
を
作
る
た
め
に
土
地
を
提
供
さ
せ
る
な
ど
の
規
定
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
お
金
で
補
償
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
人
が
集
ま

る
施
設
を
閉
め
さ
せ
る
指
示
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
施
設
名
を
公
表
す
る
こ
と
し
か
で
き

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
言
っ
て
従
わ
な
い
こ
と
も
で
き
る
の

で
す
。
つ
ま
り
、
法
律
そ
の
も
の
を
見
る
と
必
ず
し
も
非
立
憲
的
な
も

の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
４
つ
の
法
律
で
事
前
の
国
会
承
認
が
必
要
な
法
律
は

一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
強
権
的
、

あ
る
い
は
非
民
主
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
で
は
安
倍
政
権
に

お
い
て
こ
れ
を
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
安
倍
政
権
で
適
用
す
る
に
際
し
て
は
国
会
承

認
と
い
う
仕
組
み
を
き
ち
ん
と
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議

論
は
正
論
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
結
果
的
に
は
、
付
帯
決
議
で
事

前
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
安
倍
政
権
下
で
こ
の
法

律
を
好
き
な
よ
う
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
の
は
非
常
に
問
題
が
あ
り
、

冷
静
な
監
視
が
必
要
で
す
。

　

法
律
自
体
に
罰
則
は
な
く
て
も
、
怖
い
の
は
同
調
圧
力
で
す
。
安
倍

総
理
に
よ
る
一
斉
休
校
に
し
て
も
、
安
倍
総
理
に
は
そ
う
し
た
要
請
を

す
る
法
律
上
の
権
限
も
な
け
れ
ば
、
各
自
治
体
の
教
育
委
員
会
に
は
要

本
部
長
の
任
免
権
、
さ
ら
に
は
都
道
府
県
警
の
警
視
正
以
上
の
幹
部
の

任
免
権
を
す
べ
て
も
っ
て
い
ま
す
。
人
事
権
だ
け
で
な
く
警
察
法
上
、

個
別
の
捜
査
に
さ
え
介
入
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
法
の
番
人
ど
こ
ろ
か
、

「
安
倍
総
理
の
門
番
」み
た
い
な
人
物
が
入
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
雰
囲
気

か
ら
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
警
察
が
政
権
の
機
嫌
を
損
ね
る
よ
う
な

活
動
や
捜
査
を
す
れ
ば
、
警
察
庁
は
も
ち
ろ
ん
都
道
府
県
警
の
中
で
も

出
世
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
本
当
に
怖
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

横
畠
氏
の
よ
う
な
人
間
が
警
察
行
政
の
中
で
最
高
の
権
力
を
持
ち
、

か
つ
国
民
に
法
律
を
守
ら
せ
る
仕
事
を
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
も

は
や
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
究
極
の
事
態
で
す
。「
こ

い
つ
ら
は
国
民
の
敵
だ
」
と
言
わ
れ
て
、
マ
ス
コ
ミ
市
民
も
検
閲
を
受

け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
時
代
が
一
気
に
来
て
も
不
思
議
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
怖
い
の
は
社
会
の
同
調
圧
力

―
―
最
後
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
で
、
い
ま
緊
急
事
態
宣
言
が
議
論
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
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い
ま
日
本
に
は
、
災
害
対
策
基
本
法
や
原
子
力
災
害
対
策
特
別

措
置
法
な
ど
、
緊
急
事
態
の
宣
言
や
布
告
に
関
す
る
法
律
は
４
つ
あ
る

て
い
る
、
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
局
面
で
す
。

　

横
畠
氏
は
、
安
保
国
会
の
時
に
、
元
最
高
裁
判
事
の
濱
田
邦
夫
先
生

か
ら
「
法
匪
」
と
指
弾
さ
れ
ま
し
た
。
宮
崎
礼
壹
元
法
制
局
長
官
か
ら

は
、「
黒
を
白
と
言
い
く
る
め
る
類
い
と
言
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」と
批

判
さ
れ
ま
し
た
。
大
森
政
輔
元
法
制
局
長
官
は
退
官
後
に
国
家
公
安
委

員
会
の
委
員
を
務
め
ま
し
た
が
、
安
保
国
会
の
陳
述
の
中
で
、「
政
権
の

暴
論
を
許
し
て
い
る
の
は
内
閣
法
制
局
の
任
務
の
懈
怠
」
と
横
畠
氏
を

直
接
批
判
し
ま
し
た
。
横
畠
氏
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
国
会

で
追
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
は
菅
官
房
長
官
に
「
国
家
公
安
委
員

会
の
委
員
を
や
ら
れ
た
元
法
制
局
の
長
官
か
ら
、
法
制
局
長
官
と
し
て

ダ
メ
出
し
さ
れ
て
い
る
人
が
国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
に
な
る
の
は
正

し
い
こ
と
で
す
か
」
と
質
し
ま
し
た
。
そ
の
同
意
人
事
案
件
は
４
月
18

日
ま
で
に
採
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
の
政
治
的
な
中
立
を
保
障
し
、
警
察
行

政
の
民
主
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
委
員

は
「
国
民
の
良
識
を
代
表
す
る
者
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ま

さ
に
狂
気
の
人
事
で
す
。
今
の
委
員
は
、
三
菱
地
所
と
読
売
新
聞
出
身

の
人
、
そ
し
て
裁
判
官
と
学
者
で
す
。
こ
こ
に
横
畠
氏
が
入
っ
て
し
ま

え
ば
、
検
察
官
出
身
の
元
法
務
官
僚
で
も
あ
る
彼
に
完
全
に
抑
え
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
彼
は
辣
腕
の
官
僚
の
中
の
官
僚
で
す
か
ら
、
官
邸
の

言
い
な
り
の
ま
ま
警
察
を
す
べ
て
牛
耳
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
庁
長
官
と
警
視
総
監
、
都
道
府
県
警
の

―
―
そ
れ
に
し
て
も
、
今
の
内
閣
法
制
局
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
感
じ

が
し
ま
す
。
以
前
は
、
違
憲
立
法
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
保
守
の
良
心
の
よ
う
な
も
の
は
持
っ
て
い
た
と
思
い

ま
す
が
。

小
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横
畠
長
官
の
時
に
、
内
閣
法
制
局
は
滅
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
き
っ
か
け
は
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
し
た
憲
法
９
条
の
解

釈
変
更
で
す
。
私
は
元
官
僚
の
経
験
か
ら
も
断
言
で
き
ま
す
が
、
日
本

の
法
の
支
配
を
守
っ
て
き
た
の
は
実
は
内
閣
法
制
局
で
す
。
大
嘗
祭
へ

の
支
出
等
を
合
憲
と
認
め
た
こ
と
な
ど
は
誤
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
私
の
感
覚
で
は
90
点
と
か
95
点
あ
げ
ら
れ
る
く
ら
い
、
内
閣
法

制
局
は
厳
正
に
法
論
理
の
み
に
基
づ
い
た
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、「
法
の
番
人
」
た
る
法
制
官
僚
と
し
て
の
矜
持
を
も
っ
て
や
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
横
畠
長
官
が
「
昭
和
47
年
政
府
見
解
を
用
い
た
法
解
釈

で
す
ら
な
い
イ
ン
チ
キ
・
ペ
テ
ン
」
で
全
部
潰
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
、
安
倍
総
理
と
横
畠
氏
に
よ
っ
て
警
察
の
世
界
ま
で
も

が
崩
壊
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
３
月
17
日
、
安
倍
内
閣
は
横

畠
氏
を
国
家
公
安
委
員
に
任
命
す
る
同
意
人
事
案
件
を
国
会
に
提
示
し

ま
し
た
。
最
高
法
規
の
憲
法
を
蹂
躙
し
違
憲
立
法
を
強
行
し
た
横
畠
氏

の
よ
う
な
人
間
が
国
民
に
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
警
察
の
ト
ッ
プ
に
適
し

て
い
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
危
機
の
中
で
、

安
倍
政
権
に
よ
る
検
察
と
警
察
の
私
物
化
が
成
し
遂
げ
ら
れ
よ
う
と
し



 【特集】 日本を壊す悪夢の政権  

55 マスコミ市民 ’20.5 マスコミ市民 ’20.5 54

小
西　

で
す
か
ら
非
常
に
怖
い
の
で
す
。
今
は
戦
後
の
世
界
が
ほ
と
ん

ど
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
社
会
、
経
済
の
混
乱
で
す
し
、
暮
ら

し
の
糧
を
失
っ
た
国
民
、
経
営
が
行
き
詰
っ
た
会
社
も
た
く
さ
ん
出
て

い
ま
す
の
で
、
本
当
に
怖
い
状
況
で
す
。
参
議
院
予
算
委
員
会
の
最
終

盤
で
、
共
産
党
の
議
員
が
「
黒
川
氏
の
勤
務
延
長
は
暴
挙
だ
」
と
厳
し

く
批
判
し
た
際
に
は
、
安
倍
総
理
は
に
や
に
や
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
検

察
を
私
物
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
政
治
が
や
っ
て
は
い
け
な
い

こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
な
い
の
で
す
。
皮
肉
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
安
倍
総
理
の
一
番

の
強
さ
な
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
何
が
い
け
な
い
の

か
の
本
質
と
核
心
を
み
ん
な
で
共
有
し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返

し
政
権
に
ぶ
つ
け
て
い
く
し
か
な
い
の
で
す
。
逆
に
、
そ
れ
を
や
ら
な

い
と
相
手
は
「
ど
う
せ
た
い
し
た
追
及
も
受
け
な
い
か
ら
」
と
足
元
を

見
て
ま
す
ま
す
暴
政
が
重
ね
ら
れ
ま
す
。
安
保
法
制
の
後
に
「
昭
和
47

年
政
府
見
解
の
曲
解
に
よ
る
論
理
の
捏
造
」
と
い
う
違
憲
の
立
証
（
核

心
）
を
繰
り
返
し
国
会
で
安
倍
総
理
に
痛
撃
し
、
マ
ス
コ
ミ
や
学
者
が

国
民
に
訴
え
世
論
化
し
て
い
れ
ば
、
黒
川
人
事
と
黒
川
法
案
、
そ
し
て

横
畠
人
事
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
安
保
法
制
や「
黒
川
法
」を
廃
止
し
、

平
和
主
義
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
を
奪
還
す
る
た
め
に
は
、
安
倍
総

理
に「
ご
飯
論
法
」な
ど
を
許
さ
ず
彼
が
の
た
う
ち
回
る
こ
と
に
な
る
違

憲
・
違
法
の
核
心
を
追
及
し
続
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
か

ど
う
か
が
日
本
社
会
の
分
か
れ
道
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

請
に
従
う
法
律
上
の
義
務
も
な
い
の
に
、
み
ん
な
そ
れ
に
従
っ
て
い
ま

す
。
同
調
圧
力
で
何
で
も
な
び
い
て
し
ま
い
、
物
事
の
本
質
や
普
遍
的

な
価
値
に
基
づ
い
て
冷
静
な
議
論
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
日
本
社
会
の

弱
さ
で
す
。(
※
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
、
緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
て
警
察
庁

は
そ
の
当
日
の
４
月
７
日
の
う
ち
に
に
全
国
の
都
道
府
県
警
に
、
街
中

で
の
市
民
へ
の
外
出
自
粛
の
声
掛
け
を
す
る
よ
う
に
事
務
連
絡
を
発
出

し
ま
し
た
。
そ
の
法
的
根
拠
を
尋
ね
る
と
、
す
ぐ
に
は
答
え
ら
れ
ず
、

警
察
法
２
条
の
「
警
察
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
の
保
護
に
任
じ
」
で

あ
る
と
し
た
の
で
す
。
議
論
が
必
要
な
解
釈
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。)

　

そ
う
い
う
社
会
の
中
で
、
安
倍
政
権
が
緊
急
事
態
を
宣
言
す
る
と
な

れ
ば
、
悪
用
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
社
会
の
同
調
圧
力
を
使

っ
て
、
憲
法
改
正
を
狙
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
な
理
由
を
つ

く
っ
て
、「
国
民
を
守
れ
る
憲
法
に
し
よ
う
」「
新
型
コ
ロ
ナ
に
負
け
な

い
憲
法
に
し
よ
う
」
な
ど
と
言
っ
て
、
社
会
的
な
シ
ョ
ッ
ク
状
態
を
利

用
し
て
発
議
に
繋
げ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い

は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
下
で
社
会
を
バ
ン
バ
ン
締
め
上
げ
て
お
い
て
、

危
機
の
出
口
が
見
え
た
頃
に
「
自
分
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
克
服
し
た

ぞ
」
と
言
っ
て
、「
コ
ロ
ナ
に
勝
利
し
た
証
の
総
選
挙
と
国
民
投
票
だ
」

み
た
い
な
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
話
で
す
。

―
―
緊
急
事
態
宣
言
が
、
改
憲
の
露
払
い
に
は
十
分
な
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
ね
。


