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姿
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提 

出 

者 
 

保 

坂 

展 

人 

一 

 



 

一
九
九
八
年
六
月
十
七
日
提
出
の
「
死
刑
制
度
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
は
、
同
年
五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会 

 

で
の
死
刑
問
題
集
中
質
疑
、
そ
の
際
の
「
議
論
は
必
要
」
と
の
法
務
大
臣
答
弁
な
ど
を
踏
ま
え
、
論
議
を
深
め
る
た
め
の
質
問 

 
 

だ
っ
た
。 

も
し
、
司
法
試
験
や
国
家
公
務
員
試
験
に
は
合
格
し
て
い
て
も
、
決
し
て
国
民
の
審
判
を
受
け
て
い
な
い
官
僚
が
こ
う
し
た 

 

暴
挙
を
主
導
し
、
閣
僚
及
び
政
務
次
官
が
こ
れ
を
見
逃
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
金
融
破
綻
問
題
と
同
様
、
政
治
家
は
後
に
大
き 

 

な
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
務
省
に
つ
い
て
は
、
先
の
国
会
で
明
ら
か
に
な
っ
た
片
山
隼
君
の
交
通
死
亡
事 

 

故
を
め
ぐ
る
役
所
窓
口
の
ひ
ど
い
対
応
と
大
臣
の
陳
謝
は
記
憶
に
新
し
い
。
官
僚
は
政
治
家
が
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。 

し
か
し
、
政
府
は
参
院
選
が
公
示
さ
れ
た
六
月
二
十
五
日
、
三
人
の
死
刑
を
執
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
政 

 
 

府
は
そ
の
執
行
の
報
道
が
事
実
か
ど
う
か
、
い
ま
な
お
答
弁
し
て
い
な
い
。 

こ
う
し
た
姿
勢
は
憲
法
の
定
め
る
国
民
主
権
に
も
と
る
暴
挙
で
あ
り
、
今
後
も
繰
り
返
し
非
難
し
続
け
る
が
、
こ
れ
ま
で
の 

 

頑
な
答
弁
姿
勢
は
果
た
し
て
、
国
民
の
信
を
得
て
選
ば
れ
た
政
治
家
本
来
の
態
度
で
あ
ろ
う
か
。 

死
刑
制
度
等
内
閣
の
姿
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

本
質
問
主
意
書
で
は
、
前
回
の
不
十
分
な
答
弁
を
た
だ
す
と
と
も
に
、
官
僚
答
弁
で
は
な
く
、
各
閣
僚
の
政
治
的
見
識
に
基
づ 

 

き
、
内
閣
と
し
て
の
答
弁
を
求
め
る
。 

一 

日
本
の
死
刑
制
度 

「
死
刑
制
度
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
「
前
回
質
問
」
と
す
る
）
に
対
す
る
八
月
二
十
一
日
付
け
の
政
府
答
弁 

 
 

書
（
以
下
「
答
弁
」
と
す
る
）
は
、
官
僚
の
作
文
が
そ
の
ま
ま
答
弁
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。 

（
3
） 

前
回
質
問
「
一
の
（
5
）
」
は
「
戦
後
、
死
刑
が
太
政
官
布
告
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す 

（
2
） 

「
死
刑
を
考
え
る
平
成
七
年
度
関
弁
連
（
関
東
弁
護
士
会
連
合
会
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
」
で
は
、
日
本
に
お 

 
 

け
る
死
刑
は
八
一
八
年
か
ら
一
一
六
四
年
ま
で
停
止
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
団
藤
重
光
著
の
「
死 

 
 

刑
廃
止
論
」
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
「
一
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
で
は
「
文
献
に
よ
れ
ば
」
と
の
答
弁
が
あ
る 

 
 

 
 

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。 

（
1
） 

答
弁
「
一
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
政
府
は
日
本
で
死
刑
が
開
始
さ
れ
た
時
期
、
状
況
等
に
つ
い
て
は 

 
 

「
承
知
し
て
い
な
い
」
よ
う
だ
が
、
答
弁
に
当
た
り
、
い
か
な
る
範
囲
で
ど
の
よ
う
な
調
査
を
尽
く
し
た
か
、
明
ら 

 
 

 

か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

（
8
） 

三
度
の
提
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
可
決
さ
れ
な
い
刑
事
施
設
法
案
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
法
意
の
一
九
六
三
年 

三
月
十
五
日
法
務
省
矯
正
局
長
依
命
通
達
が
現
在
、
有
効
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
は
感
じ
な
い
か
。
政
府 

（
7
） 

答
弁
「
一
の
（
12
）
に
つ
い
て
」
で
言
及
し
た
刑
事
施
設
法
案
は
過
去
三
回
の
国
会
提
出
で
、
ど
の
よ
う
な
審
理 

 
 

経
過
を
た
ど
っ
た
か
。
可
決
さ
れ
な
い
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

（
6
） 

答
弁
「
一
の
（
11
）
に
つ
い
て
」
の
「
一
部
に
疑
義
を
差
し
挟
む
向
き
も
あ
っ
た
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う 

 
 

 

な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。 

（
5
） 

答
弁
「
一
の
（
9
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
改
正
刑
法
草
案
は
「
死
刑
を
存
置
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
適
用
を 

 
 

 

な
る
べ
く
制
限
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
」
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
。 

（
4
） 
答
弁
「
一
の
（
7
）
及
び
（
8
）
に
つ
い
て
」
は
「
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
具
体
的
な
死
刑
執
行
の
事
実
に
つ
い

て
答
弁
を
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
一
九
六
五
年
十
二
月
二
十
三
日
の
第
五
十
一
回
国
会
衆 

 

院
法
務
委
員
会
で
の
政
府
答
弁
は
調
べ
た
か
。 

る
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
」
だ
っ
た
の
に
、
答
弁
は
ケ
ー
ス
の
有
無
を
答
え
て
い
な
い
。
改 

 

め
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

（
10
） 

答
弁
「
一
の
（
15
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
一
九
六
七
年
八
月
、
田
中
伊
三
次
法
務
大
臣
（
当
時
）
が
マ
ス
コ 

 
 

 
 

ミ
関
係
者
と
東
京
拘
置
所
小
菅
支
所
（
当
時
）
の
刑
場
を
視
察
し
、
同
年
十
月
に
は
「
た
だ
い
ま
二
十
三
人
の
執
行 

（
9
） 

答
弁
「
一
の
（
13
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
一
九
六
三
年
三
月
十
五
日
の
法
務
省
矯
正
局
長
依
命
通
達
は
、
死 

 
 

 

刑
確
定
者
が
精
神
の
安
静
裡
に
執
行
を
受
け
る
よ
う
に
配
慮
す
る
と
い
う
要
請
を
阻
害
す
る
典
型
的
な
も
の
を
類
型 

化
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
通
達
前
に
そ
の
類
型
に
合
致
す
る
事
例
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
は
、
関
係
記
録 

 

が
す
べ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
答
弁
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
同
様
に
担
当
省
庁
で
具
体
的 

 

事
例
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
法
益
を
阻
害
す
る
と
省
庁
が
考
え
た
典
型
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
通
達
を
出
し 

て
い
る
例
を
列
挙
さ
れ
た
い
。
こ
う
し
た
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
ま 

 

た
、
こ
れ
に
つ
い
て
閣
内
で
議
論
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
か
。
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、 

 
 

内
閣
と
し
て
各
閣
僚
の
見
解
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

は
国
会
の
権
能
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
本
件
に
つ
い
て
閣
内
で
議
論
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す 

 

れ
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
。
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
内
閣
と
し
て
各
閣
僚
の
見
解
を
把
握
し
て
お
く
必 

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

六 

 



 

二 

世
界
的
動
向 

（
1
） 

答
弁
「
二
の
（
1
）
及
び
（
2
）
並
び
に
（
4
）
か
ら
（
6
）
ま
で
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
死
刑
制
度
の
存
廃

は
「
基
本
的
に
は
各
国
に
お
い
て
当
該
国
の
国
民
感
情
、
犯
罪
情
勢
、
刑
事
政
策
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
慎
重
に 

 

検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
独
自
に
決
定
す
べ
き
も
の
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ 

 
 

が
、
カ
ナ
ダ
や
イ
タ
リ
ア
が
死
刑
を
廃
止
し
た
理
由
と
な
っ
た
「
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
姿
勢
」
や
「
人
道
主 

（
11
） 

答
弁
「
一
の
（
18
）
に
つ
い
て
」
で
列
記
さ
れ
た
東
京
都
清
瀬
市
議
会
、
同
小
金
井
市
議
会
、
大
阪
府
高
槻
市
議 

 
 

 

会
、
同
泉
南
市
議
会
、
埼
玉
県
新
座
市
議
会
の
死
刑
制
度
の
廃
止
等
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ 

 

う
に
受
け
と
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
見
書
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
閣
内
で
議
論
が
か
わ
さ 

 

れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
か
。
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
内
閣
と
し
て
各
閣
僚
の
見 

 

解
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

命
令
書
に
サ
イ
ン
し
た
」
と
発
表
し
た
か
ど
う
か
、
事
実
関
係
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
法
務
省
内
の
記 

 

録
を
精
査
し
た
か
。
ま
た
、
当
時
の
新
聞
記
事
を
照
会
し
な
い
の
か
。
ど
の
よ
う
な
方
法
で
事
実
関
係
の
調
査
を
尽 

 
く
し
た
の
か
。
政
府
は
行
政
の
継
続
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

七 

 



 

三 

戦
争
と
死
刑 

（
1
） 

答
弁
「
三
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
中
の
捕
虜
な
ど
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て 

 
 

は
「
断
片
的
な
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
政
府
と
し
て
確
定
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
い 

 

う
が
、
戦
前
、
戦
中
の
閣
議
や
旧
軍
の
意
思
決
定
機
関
の
会
議
録
な
ど
に
は
捕
虜
な
ど
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
明 

 

確
な
記
載
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
も
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
関
係
記
録
が
現
在
防
衛
庁
に
あ
る
よ
う
な
大
き 

 

な
焼
却
炉
で
燃
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
元
々
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。 

（
2
） 
答
弁
「
二
の
（
10
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
米
国
テ
キ
サ
ス
州
に
お
い
て
は
、
死
刑
執
行
に
関
す
る
情
報
は
原 

 
 

 

則
と
し
て
公
開
で
あ
り
、
死
刑
確
定
者
が
希
望
す
る
親
族
な
ど
の
立
ち
会
い
も
許
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
現
状
と
あ 

 

ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ 

 
 

れ
に
つ
い
て
閣
内
で
議
論
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
か
。
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
内
閣
と
し 

 

て
各
閣
僚
の
見
解
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

義
」
は
「
当
該
国
の
国
民
感
情
、
犯
罪
情
勢
、
刑
事
政
策
の
在
り
方
等
」
に
よ
っ
て
、
国
家
間
で
大
き
な
違
い
が
あ 

 
 

る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

八 

 



 

（
6
） 

答
弁
「
三
の
（
12
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
政
府
は
日
本
国
憲
法
前
文
の
「
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇 

 
 

 

高
な
理
想
」
を
「
友
愛
、
信
頼
、
協
調
と
い
う
よ
う
な
、
民
主
的
社
会
の
存
立
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、 

 
 

 

人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
規
律
す
る
最
高
の
道
徳
律
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
官
僚
が
一
部
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
な 

（
5
） 

答
弁
「
三
の
（
11
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
法
務
省
が
保
管
し
て
い
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
に
関
す
る
資
料
の
ほ 

 
 

と
ん
ど
は
「
原
資
料
と
の
同
一
性
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
内
容
の
正
確
性
に
つ
い
て
の
保
証
が
十
分
で
は 

 

な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
答
弁
「
三
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
で
明
ら
か
に
し
た
各
裁
判
国
別
の
死
刑
者
数
は
ど
の 

 
 

よ
う
に
し
て
正
確
に
把
握
し
た
の
か
。 

（
4
） 

答
弁
「
三
の
（
10
）
に
つ
い
て
」
の
「
様
々
な
資
料
等
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。 

（
3
） 

日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
中
の
捕
虜
等
の
取
り
扱
い
、
殺
害
者
数
な
ど
を
た
だ
し
た
前
回
質
問
に
対
し
、
政
府
は 

 

ど
の
よ
う
な
調
査
を
尽
く
し
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
2
） 

答
弁
「
三
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
中
、
日
本
軍
が
殺
害
し
た
連
合
国
側
の 

 
 

 

捕
虜
等
の
数
は
「
正
確
な
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
関
係
記
録
が
大
き
な
焼
却
炉
で
燃 

 
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
元
々
な
い
の
か
。 

九 

 



 

（
9
） 

答
弁
「
三
の
（
14
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
日
本
国
憲
法
前
文
第
二
段
の
「
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専 

 
 

 
 

制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位 

 

を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生 

 
 

存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
い
う
部
分
と
死
刑
の
存
続
、
情
報
公
開
の
具
体
的
程
度
に
つ
い
て
の 

（
8
） 

答
弁
「
三
の
（
13
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
死
刑
制
度
と
平
和
主
義
の
理
念
と
は
関
係
が
な
い
と
考
え
て
い
る 

 
 

よ
う
だ
が
、
死
刑
制
度
と
「
友
愛
、
信
頼
、
協
調
と
い
う
よ
う
な
、
民
主
的
社
会
の
存
立
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で 

 
 

き
な
い
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
規
律
す
る
最
高
の
道
徳
律
」
と
は
関
係
が
な
い
と
本
当
に
思
っ
て
い
る
の
か
。 

（
7
） 

現
在
の
官
僚
は
「
友
愛
、
信
頼
、
協
調
と
い
う
よ
う
な
、
民
主
的
社
会
の
存
立
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な 

 
 

 

い
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
規
律
す
る
最
高
の
道
徳
律
」
を
遵
守
し
て
い
る
と
断
言
で
き
る
か
。 

ど
の
接
待
を
繰
り
返
し
受
け
た
り
、
役
所
を
め
ぐ
る
背
任
事
件
の
証
拠
書
類
を
大
き
な
焼
却
炉
で
燃
や
し
た
り
、
立 

法
府
の
国
政
調
査
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
「
個
々
、
具
体
的
な
事
項
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
」
と
言
っ
て
調
査 

 
を
そ
れ
以
上
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
「
友
愛
、
信
頼
、
協
調
と
い
う
よ
う
な
、
民
主
的
社
会
の
存
立 

 

の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
規
律
す
る
最
高
の
道
徳
律
」
に
基
づ
く
行
為
か
。 

一
〇 

 



 

（
11
） 

答
弁
「
三
の
（
17
）
に
つ
い
て
」
の
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
特
定
の
公
務
員
が
そ
の
職
務
上
武
器
を 

（
10
） 

繰
り
返
し
官
僚
に
対
す
る
不
信
感
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
死
刑
問
題
に
限
ら
ず
、
金
融
破
綻
問
題
、
防
衛 

 

庁
背
任
事
件
、
大
蔵
省
接
待
汚
職
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
、
公
安
警
察
の
在
り
方
な
ど
で
、
官
僚
が
自
分
た
ち
に
都
合 

 
 

の
悪
い
情
報
を
公
開
し
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
読
売
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
三 

 

塚
博
元
大
蔵
大
臣
は
山
一
証
券
の
自
主
廃
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
ス
ク
ー
プ
し
た
日
本
経
済
新
聞
の
朝
刊
が
届
く
直 

前
に
報
告
を
受
け
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
い
い
と
考
え
て
い
る
か
。 

続
発
す
る
官
僚
の
不
祥
事
を
踏
ま
え
、
官
僚
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
閣
内
で
議
論
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す 

れ
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
か
。
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
内
閣
と
し
て
各
閣
僚
の
見
解
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の 

で
は
な
い
か
。 

政
府
の
態
度
と
は
関
係
が
な
い
と
し
て
い
る
。
い
か
に
死
刑
制
度
が
違
憲
で
は
な
く
、
三
審
制
の
裁
判
で
慎
重
に
判 

断
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
執
行
は
官
僚
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
情
報
が
公
開
さ
れ
な
い 

以
上
、
死
刑
の
執
行
に
は
官
僚
の
「
専
制
」
「
圧
迫
」
「
偏
狭
」
が
存
在
す
る
余
地
が
十
分
あ
る
。
関
係
が
な
い
と 

 
 

 

い
う
答
弁
は
こ
う
し
た
官
僚
の
「
専
制
」
「
圧
迫
」
「
偏
狭
」
を
隠
す
意
図
か
。 

一
一 

 



 

四 

絞
首
刑 

（
5
） 

答
弁
「
四
の
（
7
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
国
連
加
盟
国
中
、
絞
首
刑
を
採
用
し
て
い
る
国
の
数
と
そ
の
理
由 

（
4
） 

答
弁
「
四
の
（
6
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
死
刑
を
存
置
し
て
い
る
一
部
の
州
に
お
い
て
、
絞
首 

 
 

 

刑
で
は
な
く
薬
物
注
射
や
電
気
殺
な
ど
を
採
用
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
「
承
知
し
て
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
ど 

 

の
よ
う
な
調
査
を
尽
く
し
た
か
。 

（
3
） 

答
弁
「
四
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
ナ
チ
ス
政
権
下
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
絞
首
刑
が
銃
殺
や
ギ
ロ
チ 

 
 

 

ン
に
よ
る
斬
首
以
上
に
残
虐
な
刑
罰
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
承
知
し
て
い
な
い
」
と
い
う
が
、
ど
の
よ
う 

 

な
調
査
を
尽
く
し
た
か
。 

（
2
） 

答
弁
「
四
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
の
「
多
数
の
国
」
と
は
ど
こ
の
国
を
指
す
の
か
。 

（
1
） 

答
弁
「
四
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
で
指
摘
の
刑
法
第
十
一
条
第
一
項
の
制
定
経
緯
、
当
時
の
行
政
府
の
考
え
方
を 

 
 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
必
要
や
む
を
得
ず
人
を
死
に
致
す
よ
う
な
行
為
を
行
う
場
合
」
と
は
ど
ん
な
場
合
か
。 

 

い
か
な
る
公
務
員
が
担
当
す
る
の
か
。 

一
二 

 



 

五 
死
刑
執
行
人
の
苦
悩 

（
4
） 

答
弁
「
五
の
（
5
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
政
府
は
「
死
刑
執
行
に
当
た
る
職
員
の
心
情
等
に
つ
い
て
は
、
十 

 
 

 

分
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
」
よ
う
だ
が
、
答
弁
「
五
の
（
9
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る 

 
 

 

と
、
死
刑
執
行
を
担
当
し
た
刑
務
官
に
は
二
万
円
の
特
殊
勤
務
手
当
以
外
、
心
情
の
安
定
を
期
す
る
特
別
の
措
置
は 

 

な
い
と
い
う
。
職
員
の
心
情
等
に
つ
い
て
十
分
耳
を
傾
け
る
だ
け
で
終
わ
り
か
。
耳
を
傾
け
た
後
の
対
応
、
対
策
は 

（
3
） 

答
弁
「
五
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
死
刑
執
行
の
苦
悩
な
ど
を
記
載
し
た
元
刑
務
官
ら
か
ら
の
通
信
は 

 
 

下
稲
葉
耕

前
法
務
大
臣
に
送
付
さ
れ
た
一
通
だ
け
か
。 

（
2
） 

答
弁
「
五
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
矯
正
施
設
職
員
か
ら
は
「
折
り
に
触
れ
て
そ
の
心
情
が
述
べ
ら
れ 

 
 

 

る
こ
と
は
あ
る
」
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
心
情
が
吐
露
さ
れ
る
の
か
。 

（
1
） 
答
弁
「
五
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
矯
正
施
設
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
作
成
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に 

 
 

は
死
刑
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
死
刑
執
行
を
担
当
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
職
務
を
募
集
時 

に
周
知
徹
底
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。 

に
つ
い
て
は
「
承
知
し
て
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
尽
く
し
た
か
。 

一
三 

 



 

（
7
） 

答
弁
「
五
の
（
13
）
に
つ
い
て
」
で
は
「
現
行
法
上
、
死
刑
は
行
刑
施
設
の
職
員
が
執
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
検 

 
 

 

察
官
又
は
検
察
事
務
官
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
人
命
に
か
か
わ
る
死
刑
執
行 

 

の
担
当
者
を
定
め
た
法
律
が
な
く
、
実
際
に
担
当
す
る
矯
正
施
設
職
員
に
は
苦
悩
が
あ
る
上
、
死
刑
に
関
す
る
情
報 

 

公
開
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
現
状
で
は
、
死
刑
執
行
は
責
任
が
よ
り
重
大
な
公
務
員
に
担
当
さ
せ
る
必
要
が
あ
る 

た
め
、
議
員
立
法
で
死
刑
に
は
法
務
省
刑
事
局
長
、
同
矯
正
局
長
が
立
ち
会
い
、
執
行
は
検
察
官
と
検
察
事
務
官
が 

 

直
接
担
当
す
る
よ
う
に
改
正
案
を
提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
他
の
法
律
と
の
関
係
で
、
何
か
問
題
は
生
じ
る 

 
 

か
。 

（
6
） 

答
弁
「
五
の
（
10
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
死
刑
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
の
相
手
方
が
監
獄
の
長
で
あ
る
こ 

 
 

と
は
国
会
の
議
決
を
経
な
い
法
務
省
の
執
行
事
務
規
程
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
人
命
に
か
か
わ
る
重
大
事
案 

に
つ
い
て
、
法
律
の
定
め
は
必
要
な
い
の
か
。 

（
5
） 

答
弁
「
五
の
（
8
）
に
つ
い
て
」
の
「
死
刑
執
行
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
罪
責
を
深
く
自
覚
し
、 

 
 

 
悔
悟
す
る
側
面
も
あ
る
」
事
例
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
す
る
態
勢
は
整
っ
て
い
る
か
。 

な
い
の
か
。 

一
四 

 



 

六 

冤
罪 

（
2
） 

前
回
質
問
「
六
の
（
3
）
」
で
は
「
学
校
や
民
間
企
業
な
ど
で
は
通
常
、
失
敗
や
過
ち
を
犯
し
た
反
省
と
将
来
の 

 
 

 

再
発
防
止
に
向
け
た
決
意
が
言
葉
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
に
は
、
失
敗
や
過
ち
の
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に 

し
、
な
ぜ
過
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
が
、
検
察
官
の
場
合
に
は
必
要
な
い
の
か
」
と
た
だ
し
た
の
に
、
必
要
の
有
無 

 
 

に
つ
い
て
答
弁
が
な
い
。
改
め
て
質
問
す
る
。 

（
1
） 

答
弁
「
六
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
無
罪
判
決
が
確
定
し
、
担
当
検
察
官
が
処
分
さ
れ
た
事
例
は
な
い 

 
 

 

と
い
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。 

（
9
） 

前
回
質
問
「
五
の
（
15
）
」
で
は
「
検
察
事
務
官
に
対
し
て
、
死
刑
執
行
に
立
ち
会
い
、
執
行
始
末
書
を
作
成
す 

 
 

 

る
た
め
の
研
修
は
な
さ
れ
て
き
た
か
」
と
た
だ
し
た
の
に
、
答
弁
「
五
の
（
15
）
に
つ
い
て
」
は
「
刑
の
執
行
に
関 

 
 

 

す
る
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
明
確
に
答
え
て
い
な
い
。
改
め
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
8
） 

答
弁
「
五
の
（
14
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
検
察
事
務
官
募
集
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
死
刑
執
行
の
立
ち
会 

 
 

い
、
執
行
始
末
書
の
作
成
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
死
刑
執
行
を
担
当
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要 

 
な
職
務
を
募
集
時
に
周
知
徹
底
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。 

一
五 

 



 

七 

世
論 

（
3
） 

答
弁
「
七
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
犯
罪
の
「
被
害
者
や
そ
の
遺
族
が
犯
人
の
処
罰
に
つ
い
て
い
か
な 

 
 

 

る
心
情
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
に
お
い
て
、
個
別
具
体
的
な
事
件
ご
と
に
、
被
害
者
等
か
ら
の
告 

 

訴
の
受
理
や
そ
の
取
調
べ
等
を
通
じ
て
そ
の
把
握
に
努
め
、
そ
れ
が
適
切
に
裁
判
結
果
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
努
め 

て
い
る
」
よ
う
だ
が
、
東
京
都
世
田
谷
区
の
片
山
隼
君
の
交
通
死
亡
事
故
で
、
東
京
地
検
は
被
害
者
の
遺
族
の
「
心 

 

情
」
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
。
そ
れ
は
被
疑
者
が
不
起
訴
処
分
で
あ
り
、
「
裁
判
結
果
に
反
映
」
す 

 
 

る
こ
と
が
な
い
か
ら
か
。 

（
2
） 

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
世
論
調
査
で
は
死
刑
存
置
を
求
め
る
意
見
が
大
多
数
だ
っ
た
の
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

（
1
） 

答
弁
「
七
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
で
、
列
挙
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
調
査
の
「
死
刑
の
存
続
に
賛
成 

 
 

 

す
る
意
見
」
の
回
答
と
は
、
ど
の
よ
う
な
質
問
事
項
に
よ
る
回
答
か
。 

（
3
） 

答
弁
「
六
の
（
8
）
に
つ
い
て
」
で
指
摘
の
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
五
十
一
条
第
一
項
の
制
定
経
緯
、
当
時
の
行
政 

 
 

府
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
六 

 



 

八 

情
報
公
開
と
死
刑 

（
2
） 

答
弁
「
八
の
（
2
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
政
府
は
死
刑
を
め
ぐ
っ
て
「
国
民
の
間
で
多
角
的
観
点
か
ら
の
冷 

 
 

 

静
な
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
」
と
考
え
、
議
論
を
理
解
、
深
め
る
も
の
と
し
て
「
死
刑
判
決
が
言
い
渡 

 
 

さ
れ
た
個
々
の
事
件
の
内
容
等
は
も
と
よ
り
、
様
々
な
議
論
、
諸
外
国
の
動
向
等
」
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て 

（
1
） 

答
弁
「
八
の
（
1
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
雑
誌
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
一
九
四
七
年
十
月
二
十
九
日
・
十
一
月 

 
 

 
 

五
日
合
併
号
に
広
島
の
刑
場
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
「
記
録
が
な
く
、
承
知
し
て
い
な
い
」
と
い
う 

 

が
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
尽
く
し
た
か
。
雑
誌
の
出
版
社
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
し
た
か
。 

（
5
） 

犯
罪
被
害
者
の
救
済
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
片
山
君
の
件
な
ど
を
き
っ
か
け
に
マ
ス
コ
ミ
で
数
多
く
取
り 

上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
被
害
者
救
済
の
現
状
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
新
た
な
政 

 
 

策
を
検
討
し
て
い
る
か
。 

（
4
） 

片
山
君
の
件
を
み
る
と
、
答
弁
「
七
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
の
「
努
め
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
実
態
を
伴
っ
て 

 
 

 

い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
が
、
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
法
務
大
臣
が
陳
謝 

 
し
た
片
山
君
の
件
で
は
東
京
地
検
の
担
当
者
ら
に
ど
の
よ
う
な
処
分
を
し
た
か
。 

一
七 

 



 

（
6
） 

前
回
質
問
「
八
の
（
6
）
」
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
六
月
二
十
五
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
と
の
報
道
が
あ
っ 

（
5
） 

答
弁
「
八
の
（
4
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
の
程
度
と
死
刑
に
関
す
る
論
議
と
の
関 

 
 

係
に
つ
い
て
は
「
判
断
が
困
難
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
調
査
、
検
討
を
尽
く
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
結
論 

 
 

を
得
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
4
） 

神
戸
市
の
連
続
児
童
殺
害
事
件
で
は
、
現
代
の
子
ど
も
が
人
命
の
尊
さ
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
る
か
、
あ
る
い 

 

は
教
え
ら
れ
て
き
た
か
な
ど
が
論
議
さ
れ
、
一
部
に
は
加
害
者
の
少
年
を
死
刑
に
す
べ
き
と
の
冷
静
さ
を
失
っ
た
声 

も
あ
っ
た
。
死
刑
制
度
は
少
年
事
件
や
学
校
現
場
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
か
。 

（
3
） 
答
弁
「
八
の
（
3
）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
教
科
書
の
中
に
は
「
死
刑
制
度
の
是
非
に
つ
い
て
の
議
論
や
諸
外 

 
 

 

国
の
状
況
等
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
が
、
学
校
現
場
に
お
い
て
、
人
命
の
尊
さ
や
基
本
的
人
権 

 

と
し
て
最
大
に
尊
重
さ
れ
る
「
生
命
」
と
、
国
家
が
法
に
基
づ
き
、
人
を
死
亡
さ
せ
る
死
刑
制
度
は
矛
盾
し
な
い 

 
 

 

と
、
子
ど
も
に
は
ど
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
教
え
て
い
る
の
か
。 

い
る
が
、
国
民
が
死
刑
の
執
行
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
や
死
刑
確
定
者
の
拘
置
状
況
、
被
害
者
の
遺
族
救 

済
の
現
状
な
ど
を
知
る
こ
と
は
答
弁
中
の
「
等
」
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。 

一
八 

 



 

 

一
九 

た
。
新
た
に
死
刑
廃
止
条
約
の
批
准
を
求
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
報
道
関
係
者
の
間
で
は
、
次
の
執
行
は
年
内
か
ら
来
年
に 

か
け
て
想
定
さ
れ
る
衆
議
院
の
解
散
か
ら
総
選
挙
の
間
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
今
度
も
事
実
か
。 

右
質
問
す
る
。 


