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官
庁
が
大
き
な
権
限
を

m

h
:
湘
i
・1
p
・a
・f
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握
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政
治
家
J

の
立
案
能
力

川
・
進
む
べ
当
包
壇
一
示
せ
ず
F
が
低
い
た
め
~
あ
る
ほ
ず

⑦
:
・1
明
党
内
人
気
も
方
i
の
政
権
交
代
が
な
い
、
と

…
・
量
お
な
い
首
相
を
、
野
賞
指
摘
プ

〔
日
本
人
は
百
一
的

一…
…
と
無
党
派
が
支
え
て
い

r

も
に
同
け
告
理
的
な
手
段
を

川
…
る
。
ポ

ι足
立
ほ
の
嘗
相
探
石
思
考
が
欠
け
、
括
主

…
一
日
比
改
革
の
中
身
室
水
め
な
4

意
識
も
根
強
い
苫
ん
吾

川
い
国
民
に
も
責
佳
が
あ
r

「
各
国
が
自
分
の
様
式

山
る
汁
oU
策
E
大
大
学
院
の
で
動
き
始
め
た
の
は
1

白

川
橋
爪
大
一
↓
一
郎
教
授
(
社
会

'
本
の
進
む
べ
き
道
を
誰
も

川
学
)
は
二
一十
四
日
♂
諏
訪
示
し
て
い
な
い
」
一。
政
治

ー
で
・

6‘ムS'2-CLO..s・イ言:l-o良和白

-4
i町

た
点
で
、
有
罪
と
し
た
。

O
判
決
の
効
力
:
・
日
本
の
独
立
を
認
め
た
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
、
東
京
裁
判
の
判
決

を
織
り
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
裁
判

の
正
統
性
と
判
決
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
独

立
後
の
日
本
の
義
務
で
あ
る
。

ご
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
が
あ

ザ

Q

。

日本人の共有常識

-
東
京
裁
判
は
し
ょ
せ
ん
、
勝
者
が
敗
者
を
裁

く
裁
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
適
用
に
よ
る

正
義
の
実
現
で
は
な
し
に
、
単
な
る
復
讐
に
す
ぎ

な
い
。
判
事
の
選
任
も
、
中
立
国
の
判
事
が
い
な

い
、
国
際
法
の
専
門
家
が
一
人
し
か
い
な
い
な

ど
、
問
題
が
多
い
。
「
一
切
ノ
戦
争
犯
罪
人
ニ
対

シ
テ
ハ
厳
重
ナ
ル
処
罰
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ベ
シ
」
と
あ

る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
日
本
は
受
諾
し
た
が
、
そ
れ

は
、
確
立
し
た
国
際
法
に
も
と
づ
く
犯
罪
(
す
な

わ
ち
B
級
、
C
級
戦
犯
〉
を
裁
く
と
理
解
さ
れ
て

い
て
、

A
級
戦
犯
の
訴
追
は
念
頭
に
な
か
っ
た
。

-

「
平
和
に
対
す
る
罪
」
寸
人
道
に
対
す
る
罪
」

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら
考
え
出

さ
れ
た
法
(
事
後
法
〉
で
あ
り
、
そ
れ
を
遡
及
さ

せ
て
罪
を
問
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

-
東
京
裁
判
の
証
拠
調
べ
で
は
、
伝
聞
証
拠
を

昭和史

東
京
裁
判
は
政
治
シ
ョ
ー
だ
っ
た
の
か

司、 I

橋
爪
大
三
郎
事
工
業大学護

東
条
英
機
首
相
以
下
、
戦
前
・
戦
中
の
わ
が
国

-の
国
家
指
導
者
二
十
八
名
を
A
級
戦
犯
と
し
て
起

』訴
し
、
二
十
五
名
に
有
罪
。
っ
ち
七
名
に
死
刑
〉

一を
判
決
し
た
の
が
極
東
国
際
軍
事
裁
判
(
い
わ
ゆ

一る
東
京
裁
判
)
。
こ
の
裁
判
の
評
価
が
決
着
し
な

い
た
め
、
何
を
考
え
よ
う
と
し
て
も
、
こ
こ
に
議

論
が
舞
い
戻
っ
て
く
る
。
冷
静
に
、
と
の
裁
判
の

も
つ
意
味
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。

東
京
裁
判
に
つ
い
て
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る

の
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

O
裁
判
所
の
設
置
・
:
日
本
と
戦
い
、
勝
利
し
、

一日
本
を
保
障
占
領
し
た
連
合
軍
〈
の
マ
ッ
カ
l
サ

採
用
し
被
告
側
の
反
対
尋
問
が
で
き
な
い
な
ど
、

き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
で
、
共
同
謀
議
の
事
実

が
証
明
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

特
に
、
イ
ン
ド
の
パ
!
ル
判
事
〈
東
京
裁
判
の

裁
判
官
の
一
人
〉
は
、
多
数
意
見
に
抗
し
て
、
こ

う
し
た
見
地
か
ら
東
京
裁
判
を
批
判
し
被
告
の
無

罪
を
主
張
す
る
少
数
意
見
を
執
筆
し
、
公
表
し

た。
東
京
裁
判
が
再
び
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
一
九
七
八
年
、
靖
国
神
社
に
東
条
英
機

元
首
相
ら
A
級
戦
犯
の
「
英
霊
」
が
合
-
杷
さ
れ
、

七
年
後
に
中
曾
根
首
相
が
参
拝
し
た
こ
と
に
、
中

国
が
抗
議
し
て
か
ら
で
あ
る
。

天
皇
抜
き
の
裁
判

と
こ
ろ
で
東
京
裁
判
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
裁

判
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
、
敗
戦
時
に
ヒ
ト
ラ
ー
総

統
が
自
殺
し
、
国
家
と
し
て
存
在
し
な
く
な
っ

た
。
こ
の
点
、
政
府
や
議
会
が
存
続
し
た
日
本
の

場
合
と
、
異
な
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の

ひ
き
起
こ
し
た
戦
争
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
以
下
の
指
導

部
が
一
貫
し
て
計
画
し
指
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ー
最
高
司
令
官
)
が
、
こ
の
裁
判
所
の
設
置
を
命

じ
た
。
条
例
(
規
則
〉
の
制
定
も
同
様
。

O
法
源
・
:
す
で
に
確
立
さ
れ
た
国
際
法

ハ戦
争

法
規
〉
に
も
と
づ
く
B
級、

C
級
戦
犯
と
は
異
な

り、

A
級
戦
犯
は
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
L

「
人
道

に
対
す
る
罪
」
と
い
う
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

初
め
て
唱
え
ら
れ
た
法
源
に
よ
っ
て
、
罪
を
問
う

て
い
る
。

O
戦
犯
の
罪
状
:
・
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四
五

年
ま
で
の
戦
争
を
、

A
級
戦
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ

て
い
る
日
本
の
指
導
部
は
、
共
同
で
、
計
画
し
実

行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
侵
略
戦
争
を
共
同
謀
議
し

特
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
残
虐
性
が
前
例
の
な
い

も
の
だ
っ
た
の
で
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道

に
対
す
る
罪
」
を
裁
く
た
め
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

に
連
合
軍
の
国
際
軍
事
法
廷
が
設
け
ら
れ
た
。
ナ

チ
ス
の
指
導
部
は
有
罪
と
な
っ
た
が
、
合
法
的
な

命
令
に
従
っ
た
だ
け
で
、
し
か
も
当
初
は
戦
争
に

反
対
し
た
国
防
軍
は
、
裁
か
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
事
後
法
で
あ
る
な
ど
、
国
際
法
上
の
疑

問
は
、
ナ
チ
ス
の
犯
罪
性
が
あ
ま
り
に
桁
外
れ
な

も
の
だ
っ
た
の
で
、
大
き
な
声
に
な
ら
な
か
っ

た。
こ
う
し
た
裁
判
の
枠
組
み
を
、
そ
っ
く
り
そ
の

ま
ま
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
無
理
が
起
き

た
。
連
合
軍
に
し
て
み
れ
ば
、
大
日
本
帝
国
は
、

全
体
主
義
の
国
家
で
、
意
図
し
て
侵
略
戦
争
を
行

な
い
、
犯
罪
的
な
虐
殺
を
行
な
っ
た
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
三
十
万
人
が
犠
牲
に
な
っ
た

と
さ
れ
る
「
南
京
大
虐
殺
」
も
、
そ
の
よ
う
な
文

脈
で
事
実
と
認
め
ら
れ
た
。
東
京
裁
判
は
、
日
本

が
将
来
に
わ
た
っ
て
再
び
軍
事
的
な
脅
威
と
な
ら

な
い
た
め
の
、
戦
後
処
理
の
一
部
だ
っ
た
。
い
っ

ぽ
う
日
本
側
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
期
間
、
政
府

の
指
導
的
地
位
に
終
始
つ
い
て
い
た
人
物
は
誰
も

お
ら
ず
、
侵
略
の
共
同
謀
議
も
あ
り
え
な
か
っ
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た
。
戦
争
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
判
断
と
な
り
ゆ

き
で
、
拡
大
し
て
い
っ
た
。
対
米
英
戦
争
は
、

「
自
衛
」
の
た
め
の
戦
争
で
、
通
常
の
国
家
主
権

を
行
使
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

ナ
チ
ス
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
た
ま
た
ま
国
家

(
政
府
や
軍
)
の
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
職
員
が
、

「
平
和
に
対
す
る
罪
し
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
名

の
も
と
に
、

A
級
戦
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
の
で

あ
る
。も

う
ひ
と
つ
の
事
情
は
、
天
皇
の
責
任
問
題
で

あ
る
。
こ
の
期
間
、
ず
っ
と
国
家
の
指
導
的
地
位

に
い
た
人
物
を
強
い
て
探
せ
ば
、
そ
れ
は
昭
和
天

皇
た
だ
一
人
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
抜
き
に
東

京
裁
判
が
行
な
わ
れ
、
被
告
が
有
罪
に
な
れ
ば
、

天
皇
の
免
責
が
確
定
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と

い
う
文
脈
が
生
ま
れ
た
。
東
京
裁
判
の
被
告
た
ち

ラ
ン
テ
ィ
ア
(
志
士
)
を
杷
っ
て
い
る
。

A
級
戦

犯
は
、
国
家
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
て
敵
国
に
裁

か
れ
、
死
刑
に
な
っ
た
人
び
と
だ
か
ら
、
国
事
殉

難
者
に
あ
た
る
。
こ
う
い
う
理
由
で
、
靖
国
神
社

は
合
肥
を
行
な
っ
た
。
一
理
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。A

級
戦
犯
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
職
員
と
し

て
、
通
常
の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
人
び
と
で
あ

る
。
職
務
上
、
判
断
を
誤
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道
に
対

す
る
罪
」
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。

日
本
は
な
ぜ
、
中
国
大
陸
に
戦
線
を
拡
げ
、
対

米
英
戦
争
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。
明
確
な
見
通
し

も
‘
戦
略
も
な
か
っ
た
と
、
歴
史
学
者
は
一
言
う
。

指
導
者
た
ち
は
状
況
に
流
さ
れ
、
無
責
任
に
現
状

を
追
認
し
た
だ
け
だ
と
、
丸
山
虞
男
は
言
う
。

っ
空
気
」
の
支
配
を
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
山

本
七
平
は
一
古
里
ノ
。
こ
れ
ら
は
、
通
説
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
制
度
的
な
欠
陥
が
あ

り
、
戦
争
を
回
避
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
。
特
定
の
誰
か
が
戦
争
を
意
図
し
て
ひ
き
起
こ

す
こ
と
も
、
反
対
に
阻
止
す
る
こ
と
も
、
不
可
能

な
状
況
だ
っ
た
。
戦
争
に
協
力
し
た
の
か
と
言
え

ば
、
誰
も
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
積
極
的
に

が
、
審
理
の
進
め
方
と
自
分
の
罪
状
を
納
得
し
た

の
は
、
と
の
よ
う
な
含
意
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、
東
京
裁
判
は
、
純
然
た
る
裁
判
と

い
う
よ
り
も
、
裁
判
の
か
た
ち
を
借
り
た
政
治
シ

ョ
ー
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
。
結
論
(
有
罪
〉

は
わ
か
っ
て
い
た
。
侵
略
戦
争
を
起
こ
し
た
日
本

が
悪
く
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
連
合
軍
は
正
し
い

と
、
日
本
国
民
を
教
育
す
る
。
そ
し
て
、
正
義
は

貫
か
れ
た
と
、
関
係
諸
国
を
納
得
さ
せ
る
。
第
二

次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
の
た
め
に
、
東
京
裁
判

は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
。

だ
が
、
状
況
は
変
わ
っ
た
。
当
時
な
ら
誰
で
も

納
得
し
た
夏
尽
裁
判
は
、
半
世
紀
の
の
ち
、
困
っ

た
歴
史
の
置
き
土
産
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
日
本
を
武
装
解
除
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
手
の

平
を
返
す
よ
う
に
自
衛
力
の
整
備
を
求
め
、
冷
戦

戦
争
に
協
力
し
た
。
そ
れ
な
ら
、
政
府
職
員
の

個
々
人
を
つ
か
ま
え
て
、
戦
争
の
責
任
を
問
う
の

は
適
切
で
な
か
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

A
級
戦
犯
の
筆
頭
に

あ
げ
ら
れ
る
東
条
英
機
が
首
相
と
な
っ
た
の
は
、

戦
争
を
回
避
す
る
た
め
だ
っ
た
。
天
皇
の
意
向
を

受
け
、
就
任
か
ら
開
戦
ま
で
の
期
間
、
東
条
首
相

は
全
力
を
尽
く
し
た
。
猪
瀬
直
樹
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
通
説
と
言
っ
て
よ
い
。

東
京
裁
判
が
っ
く
り
あ
げ
た
イ
メ
ー
ジ
と
歴
史
の

実
像
と
の
あ
い
だ
に
は
、
と
き
に
大
き
な
ど
h

ヤ
ツ

プ
が
あ
る
。

日
本
を
牽
制
す
る
ツ
l
ル

日
本
人
の
多
く
が
と
う
い
う
認
識
を
も
つ
よ
う

に
な
る
と
、

A
級
戦
犯
に
対
す
る
感
覚
は
、
ド
イ

ツ
国
民
が
ナ
チ
ス
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し
て
抱
く
の

と
違
っ
て
く
る
。
学
校
秀
才
で
勤
勉
で
、
組
織
の

一
員
と
し
て
忠
実
に
ふ
る
ま
っ
た
東
条
英
機
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
ふ
つ
う
の
人
間
で
あ
る
。
彼
が
有

罪
な
台
、
日
本
人
は
み
な
有
罪
な
の
で
は
な
い

か
。
た
し
か
に
当
時
の
日
本
は
、
戦
争
マ
シ
ン
と

化
し
て
い
た
ー
だ
が
そ
れ
で
も
、
議
会
と
普
通
選

後
は
、
日
本
が
同
盟
国
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
協

調
し
て
積
極
的
に
行
動
で
き
な
い
こ
と
に
い
ら
だ

っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
発
展
は
め
ざ
ま
し

く
、
新
し
い
関
係
が
築
か
れ
る
べ
き
だ
が
、
歴
史

問
題
、
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い

る
。
い
ち
ど
確
定
し
た
裁
判
は
、
状
況
が
変
わ
っ

て
も
、
効
力
を
持
ち
続
け
る
。
も
う
い
い
加
減
に

し
ろ
と
、
い
く
ら
日
本
人
が
思
っ
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
過
去
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

靖
国
神
社
の

A
級
戦
犯
に
、
象
徴
的
に
表
れ
て

い
る
と
の
問
題
を
、
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
ま
ご

ま
と
し
た
墓
尽
裁
判
の
法
学
論
争
や
、
靖
国
神
社

の
宗
教
論
争
、
憲
法
論
争
に
立
ち
入
る
か
わ
り

に
、
み
て
お
く
べ
き
議
論
の
骨
格
は
何
か
。

靖
国
神
社
は
「
国
事
殉
難
者
」
、
す
な
わ
ち
、

国
家
の
た
め
に
生
命
を
捧
げ
た
公
務
従
事
者
や
ポ
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挙
を
と
も
な
っ
た
法
治
国
家
で
あ
り
、
合
法
的
で

正
統
な
政
府
を
も
ち
、
そ
の
も
と
で
多
く
の
人
び

と
が
公
共
の
職
務
(
政
務
や
軍
務
〉
に
つ
い
て
い

た
。
こ
の
こ
と
が
「
犯
罪
」
で
あ
る
の
な
ら
、
同

じ
理
由
で
、
戦
後
の
日
本
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
東
京
裁
判
で
裁
か
れ
た
こ
と
の
内

実
は
、
不
当
で
は
な
い
の
か

l
l。
こ
れ
が
、
い

っ
ぽ
う
の
理
屈
で
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
東
京
裁
判
が
、
戦
後
の

世
界
秩
序
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
あ
る
。
戦
争
マ
シ
ン
と
化
し
た
日
本
は
、
中
国

を
侵
略
し
、
ア
ジ
ア
一
帯
に
災
厄
を
も
た
ら
し

た
。
こ
の
こ
と
の
責
任
は
、
戦
争
法
規
に
違
反
し

た
個
々
の
軍
人

(
B
級、

C
級
戦
犯
〉
を
処
罰
す

る
だ
け
で
は
、
追
及
で
き
な
い
。
国
家
の
意
思
形

成
に
か
か
わ
る
指
導
者
の
、
責
任
を
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
ご
く
少
人
数
の
A
級

戦
犯
が
、
罪
に
間
わ
れ
、
有
罪
と
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
日
本
を
赦
す
た
め
に
必
要
な

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
こ
と
に
寛
大
な
処
置
で

は
な
い
か
。

A
級
戦
犯
と
な
っ
た
個
々
人
が
ど
う

い
う
人
物
で
、
ど
う
い
う
行
動
を
と
っ
た
か
、
そ

れ
は
こ
の
際
、
本
質
的
で
は
な
い
。
彼
ら
の
地
位

と
権
限
が
問
題
で
あ
る
。
東
京
裁
判
は
、
日
本
が
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そ
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日
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不
当
な
戦
争
を
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
、
唯
一
の

公
式
な
か
た
ち
な
の
だ
。
こ
の
裁
判
の
結
果
を
受

け
入
れ
、
歴
史
認
識
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、

国
際
社
会
に
対
す
る
日
本
国
民
の
義
務
で
あ
る

|
|
。
こ
れ
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う
の
理
屈
で
あ

る
東
京
裁
判
を
考
え
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
こ

の
ど
ち
ら
の
理
屈
も
十
分
に
合
理
的
で
、
説
得
的

で
あ
る
の
に
、
互
い
に
矛
盾
し
て
、
両
立
し
が
た

い
か
ら
で
あ
る
。
手
軽
に
矛
盾
を
逃
れ
よ
う
と
、

前
者
に
立
ち
、
後
者
を
放
棄
す
れ
ば
、
倣
岸
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
み
な
さ
れ
、
国
際
社
会
で
孤
立

す
る
。
後
者
に
立
ち
、
前
者
を
放
棄
す
れ
ば
、
公

共
性
を
支
え
る
道
徳
と
規
範
の
根
幹
が
失
わ
れ
、

民
主
主
義
が
空
洞
化
す
る
。
両
者
を
ど
ち
ら
も
手

放
さ
ず
、
そ
の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
、
そ
の
先

の
は
、

な
お
さ
ら
よ
い
考
え
で
は
な
い
。

と
の
問
題
に
、
簡
単
な
解
決
は
な
い
。
し
か

し
、
希
望
は
あ
る
。
東
京
裁
判
は
、
日
本
に
対
す

る
瞥
戒
と
不
安
と
非
難
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
だ
。

だ
か
ら
、
日
本
の
国
家
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
信
頼

が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
れ
ば
、
時
間
は
か
か
っ

、
も
、
必
ず
問
題
は
解
決
す
る
。
戦
後
半
世
紀
あ

寸レ
h
N
h
p

ゑ
〕
山
川
内
¥m，
hm
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に
進
も
う
と
す
る
試
み
だ
け
が
、
価
値
が
あ
る
と

私
は
思
う
。

か
つ
て
の
戦
勝
国
で
あ
る
ア
〆
リ
カ
と
中
国

が
、
仮
に
A
級
戦
犯
の
人
び
と
の
再
評
価
(
名
誉

回
復
)
に
同
意
し
て
く
れ
れ
ば
、
日
本
と
し
て
は

ま
こ
と
に
好
都
合
だ
。
矛
盾
は
ほ
と
ん
ど
解
消
す

る
。
歴
史
上
の
人
物
の
評
価
が
玉
虫
色
な
の
は
、

よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
中
国
は
毛
沢
東
の
評
価
に
困

っ
て
、
功
績
七
分
、
誤
り
三
分
、
な
ど
と
言
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
当
面
、
そ
う
し
た
再
評
価
は

望
み
う
す
で
あ
る
。
日
本
に
対
す
る
醤
戒
感
が
ど

こ
か
に
あ
る
限
り
、
東
京
裁
判
は
、
日
本
を
牽
制

す
る
ツ

l
ル
(
孫
悟
空
の
頭
の
輪
)
の
よ
う
に
は

た
ら
く
。

そ
う
す
る
と
残
さ
れ
た
道
は
、
夏
尽
裁
判
の
結

論
(
国
際
社
会
へ
の
約
束
)
と
、
歴
史
の
真
実
と

ま
り
が
経
過
し
た
。
日
本
が
、
嘗
戒
と
不
安
の
対

象
で
な
く
、
信
頼
す
べ
き
国
家
だ
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
、

A
級
戦
犯
の
問
題
を
む
し
返
す

こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
利
益
が
な
く
な
る
J

東
京

裁
判
自
体
が
、
や
が
て
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
地
道
な
努
力
を
続
け
る

こ
と
で
あ
る
。

b
q
h
u

六
¥ 

¥

L
丹

4
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回
目
白
目

h
u
p
n
u
m
E
 

の
板
ば
さ
み
状
態
を
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
新
し
い
戦
争
責
任

論
を
構
築
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
は
な
ぜ
、
戦

争
マ
シ
ン
と
化
し
た
か
。
そ
の
責
任
を
第
一
義
的

に、

A
級
戦
犯
に
も
、
ほ
か
の
誰
か
(
た
と
え
ば

天
皇
)
に
も
求
め
な
い
と
す
れ
ば
、
当
時
の
意
思

決
定
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
れ
を
許
容
し
た
当
時
の
日

本
国
民
(
そ
し
て
、
そ
の
正
統
な
後
継
団
体
で
あ

る
、
主
権
者
た
る
日
本
国
民
〉
に
求
め
る
し
か
な

い
(
天
皇
に
戦
争
責
任
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
、
加
藤
・
竹
田
・
橋
爪
『
天
皇
の
戦
争

責
任
L

径
書
房
で
詳
説
し
た
〉
。

こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
靖
国
神
社
と
別

に
、
新
し
い
追
悼
施
設
を
つ
く
る
の
は
、
よ
い
考

え
で
は
な
い
。

A
級
戦
犯
を
「
分
紀
L

し
て
切
り

離
し
、
国
際
社
会
の
反
感
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
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