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１
．
最
高
裁
の
歴
史
的
判
決

２
０
１
４
年
10
月
9
日
、
8
年
半

に
も
及
ん
だ
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国
賠

訴
訟
は
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、

具
体
的
な
規
制
権
限
行
使
の
違
法
と

し
て
局
所
排
気
装
置
義
務
づ
け
違
反

に
つ
い
て
国
の
責
任
を
認
め
た
。「
労

働
大
臣
は
、
昭
和
33
年
5
月
26
日
に

は
、
旧
労
基
法
に
も
と
づ
く
省
令
制

定
権
限
を
行
使
し
て
、
罰
則
を
も
っ

て
石
綿
工
場
に
局
所
排
気
装
置
を
設

置
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
旧
特
化
則
が

制
定
さ
れ
た
昭
和
46
年
4
月
28
日
ま

で
、
労
働
大
臣
が
旧
労
基
法
に
も
と

づ
く
上
記
省
令
制
定
権
限
を
行
使
し

な
か
っ
た
こ
と
」
は
、
著
し
く
合
理

性
を
欠
き
、
違
法
で
あ
る
と
し
た
。 

２
．
ア
ス
ベ
ス
ト
の
有
害
性

　

  

と
被
害

ア
ス
ベ
ス
ト
は
天
然
に
産
す
る
繊

維
状
ケ
イ
酸
塩
鉱
物
で
、
綿
の
よ
う

な
繊
維
の
集
ま
り
で
、
石
綿
（
せ
き

め
ん
、
い
し
わ
た
）と
も
呼
ば
れ
る
。

ア
ス
ベ
ス
ト
は
高
抗
張
力
、耐
火
性
、

耐
熱
性
、
高
い
絶
縁
性
、
耐
薬
品
性
、

耐
腐
食
性
、
耐
摩
耗
性
、
紡
織
性
な

ど
の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
石
と
し
て
の
性
質
と
繊
維
と
し

て
の
性
質
を
合
わ
せ
持
つ
ア
ス
ベ
ス

ト
は
工
業
製
品
素
材
と
し
て
の
有
用

性
が
極
め
て
高
く
、
３
０
０
０
種
類

を
超
え
る
製
品
に
使
わ
れ
て
き
た
。

工
業
的
有
用
性
が
高
い
一
方
で
、

ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
製
品
の
製
造
工
程

で
発
生
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
を
長

年
に
わ
た
り
曝
露
し
つ
づ
け
る
こ
と

で
石
綿
肺
、
中
皮
腫
、
良
性
石
綿
胸

水
、
び
ま
ん
性
胸
膜
肥
厚
等
を
発
症

す
る
労
働
災
害
の
危
険
性
が
あ
る
。

労
働
災
害
だ
け
で
な
く
、
工
場
か
ら

排
気
さ
れ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
に
よ

る
近
隣
住
民
の
環
境
曝
露
、
ア
ス
ベ

ス
ト
粉
塵
の
付
着
し
た
作
業
着
を
着

た
ま
ま
帰
宅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家

族
が
曝
露
す
る
家
庭
内
環
境
曝
露
等

が
あ
る
。

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
を
予
防
原
則 

の
観
点
か
ら
捉
え
た
と
き
、
問
題
と

な
る
の
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
疾
患

が
10
年
～
40
年
の
潜
伏
期
間
を
経
て

発
症
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
長
い
潜
伏
期
間
を
経
る
た
め

に
ど
こ
で
曝
露
し
て
発
症
し
た
の
か

と
い
う
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

図
は
戦
後
の
日
本
の
ア
ス
ベ
ス
ト

輸
入
量
（
左
軸
）
と
１
９
９
５
年
以

降
の
中
皮
腫 

に
よ
る
死
亡
者
数
（
確

定
値
・
右
軸
）
お
よ
び
ア
ス
ベ
ス
ト

に
も
と
づ
く
中
皮
腫
・
肺
が
ん
の
労

災
認
定
数（
確
定
値
・
右
軸
）を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
高
度
成
長
と

と
も
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
輸
入
量
は
増

加
の
一
途
を
た
ど
り
、
１
９
９
０
年

代
の
前
半
ま
で
は
大
量
の
ア
ス
ベ
ス

ト
が
輸
入
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。
輸
入
が
ゼ
ロ
に
な
る
の

は
２
０
０
６
年
で
あ
る
。
厚
生
労
働

省
の
人
口
動
態
統
計
で
は
１
９
９
５

年
に
は
５
０
０
人
で
あ
っ
た
中
皮
腫

の
死
亡
者
数
は
２
０
０
７
年
に
は

１
１
５
６
人
と
2
倍
以
上
に
増
え

て
お
り
、
増
加
傾
向
は
鮮
明
に
な
っ

て
い
る
。
石
綿
肺
や
肺
が
ん
は
中
濃

度
か
ら
高
濃
度
の
ア
ス
ベ
ス
ト
繊
維

を
吸
い
込
ま
な
け
れ
ば
発
症
し
な
い

が
、
中
皮
腫
は
低
濃
度
の
ア
ス
ベ
ス

ト
に
さ
ら
さ
れ
て
も
発
症
す
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
中
皮
腫
が

発
症
す
る
平
均
的
な
潜
伏
期
間
は
約

40
年
と
い
わ
れ
て
お
り
、
１
９
９
０

年
代
前
半
ま
で
は
大
量
に
輸
入
さ
れ
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環境と人権9
使
用
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
実
態
に

鑑
み
れ
ば
、
今
後
、
中
皮
腫
に
よ

る
死
亡
者
数
は
さ
ら
に
増
加
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

ア
ス
ベ
ス
ト
の
有
害
性
は
、
決

し
て
昨
今
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
１
８
９
９
年
の

イ
ギ
リ
ス
の
マ
レ
ー
（M

urray

）

に
よ
る
最
初
の
石
綿
肺
の
報
告

か
ら
、
１
９
２
４
年
の
ク
ッ
ク

（C
ooke

）に
よ
る
石
綿
肺
の
病
理
学

的
研
究
と
ア
ス
ベ
ス
ト
小
体
の
発

見
、
１
９
３
０
年
に
は
ミ
ア
ウ
ェ

ザ
ー
＆
プ
ラ
イ
ス
（M

erewether 
&

 P
rice

）
に
よ
る
大
規
模
な
疫

学
的
調
査
の
実
施
、
同
年
の
Ｉ
Ｌ

Ｏ
に
よ
る
第
1
回
国
際
珪
肺
会
議

の
開
催
と
石
綿
肺
の
危
険
性
の
警

告
な
ど
を
通
し
て
、
遅
く
と
も

１
９
３
０
年
代
初
頭
に
は
石
綿
肺

の
危
険
性
は
国
際
的
に
も
広
く
認

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
旧
内
務
省
保

健
院
社
会
保
険
局
が
、
１
９
３
７

年
か
ら
１
９
４
０
年
に
か
け
て
詳

細
な
疫
学
的
・
臨
床
的
調
査
研
究

を
し
て
お
り
、
大
阪
府
泉
南
地
域

を
中
心
と
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
工
場

な
ど
19
工
場
、
１
０
２
４
人
を
対

象
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

じ
ん
肺
罹
患
率
は
12
％
に
お
よ
ぶ

と
い
う
結
果
が
出
て
お
り
、
ア
ス

ベ
ス
ト
の
人
体
へ
の
影
響
に
関
す

る
医
学
的
・
疫
学
的
知
見
は
こ
の

時
期
に
既
に
示
さ
れ
て
い
る
。
少

な
く
と
も
１
９
３
０
年
代
に
は
日

本
に
お
い
て
も
ア
ス
ベ
ス
ト
の
有

害
性
は
国
家
レ
ベ
ル
で
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

日
本
が
ア
ス
ベ
ス
ト
を
規
制
し
た
の

は
１
９
７
１
年
の
特
定
化
学
物
質
等

障
害
予
防
規
則（
特
化
則
）に
お
い
て

で
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
危
険
性
の

認
識
か
ら
実
に
40
年
の
月
日
を
経
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

 

３
．
泉
南
地
域
と

 

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題

泉
南
地
域
で
は
、
約
１
０
０
年

間
に
わ
た
っ
て
、
石
綿
と
綿
花
等

を
混
ぜ
合
わ
せ
て
石
綿
製
品
の
一
次

加
工
品
で
あ
る
石
綿
糸
や
石
綿
布
な

ど
を
つ
く
る
石
綿
紡
績
業
が
地
場
産

業
と
し
て
隆
盛
を
極
め
、
最
盛
期
に

は
泉
南
市
・
阪
南
市
の
狭
い
地
域
に

２
０
０
以
上
の
石
綿
工
場
が
集
中

し
、
日
本
の
石
綿
紡
織
品
の
7
割
か

ら
8
割
を
生
産
し
て
い
た
。
泉
南
地

域
で
生
産
さ
れ
た
石
綿
紡
織
品
は
、

耐
火
性
や
耐
熱
性
な
ど
の
優
れ
た
特

性
の
た
め
に
各
種
の
2
次
製
品
に
加

工
さ
れ
、
自
動
車
、
造
船
、
運
輸
機

械
な
ど
の
基
幹
産
業
に
使
用
さ
れ
、

そ
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

し
か
し
、
泉
南
地
域
の
石
綿
工
場

の
多
く
は
、
従
業
員
が
10
名
以
下
の

小
規
模
零
細
で
、
経
営
基
盤
も
貧
弱

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
労
働
環
境
も
極

め
て
劣
悪
で
あ
り
、
そ
う
し
た
劣
悪

な
労
働
環
境
の
な
か
で
、
最
も
危
険

な
石
綿
そ
の
も
の
を
原
料
と
し
て

扱
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
泉
南
地
域
の
石
綿

工
場
は
、
も
と
も
と
放
置
す
れ
ば
石

綿
肺
な
ど
の
石
綿
関
連
疾
患
が
多
発

す
る
構
造
的
な
危
険
地
帯
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
国
の
規
制
や
対
策
が
強

く
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。と
こ
ろ
が
、

国
に
よ
る
必
要
な
規
制
や
対
策
が
お

こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
石

綿
工
場
内
は
も
ち
ろ
ん
、
工
場
外
ま

で
石
綿
粉
じ
ん
が
大
量
に
飛
散
し
、

工
場
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
近
隣
住

民
や
労
働
者
家
族
に
も
石
綿
被
害
が

発
生
し
、
家
族
ぐ
る
み
、
地
域
ぐ
る

み
の
被
害
と
し
て
進
行
し
た
。
こ
う

し
た
被
害
に
苦
し
む
被
害
者
・
被
害

者
遺
族
た
ち
が
国
を
相
手
取
っ
て
お

こ
し
た
裁
判
が
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国

賠
訴
訟
で
あ
る
。

 

４
．
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国
賠

　

  

訴
訟
の
教
訓

２
０
０
９
年
5
月
に
1
陣
大
阪
地

裁
判
決
に
お
い
て
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害

に
対
す
る
国
の
責
任
を
認
め
た
。
し

か
し
、
国
が
控
訴
し
た
２
０
１
１
年

の
1
陣
大
阪
高
裁
判
決
に
お
い
て
、

「
弊
害
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
工
業
製
品
の
製
造
、
加
工
等
を

直
ち
に
禁
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

厳
格
な
許
可
制
の
下
で
な
け
れ
ば
操

業
を
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
工
業
技
術
の
発
達
お
よ
び
産
業

社
会
の
発
展
を
著
し
く
阻
害
す
る
だ

け
で
な
く
、
労
働
者
の
職
場
自
体
を

奪
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
と

し
、「
い
の
ち
や
健
康
よ
り
も
産
業
発

展
や
石
綿
の
工
業
的
有
用
性
が
優
先

す
る
」
と
し
て
原
告
の
請
求
を
す
べ

て
退
け
る
驚
く
べ
き
不
当
判
決
を
言

い
渡
し
た
。
し
か
し
、
２
０
１
２
年

に
2
陣
の
大
阪
地
裁
判
決
に
お
い
て

「
経
済
的
発
展
を
理
由
に
労
働
者
の

健
康
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
」
と
し
て
再
び
国
の
責
任
を
認

め
る
判
決
を
言
い
渡
し
、
国
が
控
訴

し
た
２
０
１
３
年
の
2
陣
大
阪
高
裁

判
決
に
お
い
て
も
三
度
、
国
の
責
任

を
認
め
た
。
１
陣
大
阪
高
裁
と
2
陣

大
阪
高
裁
の
判
決
が
分
か
れ
た
状
態

で
最
高
裁
に
お
い
て
審
理
さ
れ
、
こ

の
問
題
に
対
す
る
社
会
的
運
動
が
広

が
る
中
で
、
冒
頭
の
歴
史
的
判
決
が

下
さ
れ
た
。

ア
ス
ベ
ス
ト
公
害
は
、
複
合
型
公

害
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
生
産
過

程
だ
け
で
な
く
流
通
過
程
に
お
い
て

も
そ
の
被
害
が
拡
散
し
、
膨
大
な
被

害
の
拡
大
を
招
い
た
。
ま
た
、
日
本

の
分
業
型
の
生
産
構
造
、
産
業
構
造

の
中
で
、
末
端
を
担
う
中
小
零
細
事

業
者
、
す
な
わ
ち
社
会
的
弱
者
に
深

刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
側

面
も
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
は
そ
の
機

能
性
か
ら
建
築
物
の
安
全
や
労
働
の

安
全
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
利
用

さ
れ
、
安
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
有
害
性
が
認
識
さ
れ
て
か
ら
も
規

制
が
大
幅
に
遅
れ
た
。
こ
う
し
た
ア

ス
ベ
ス
ト
の
教
訓
は
、
新
素
材
な
ど

ま
だ
科
学
的
に
十
分
に
そ
の
性
質
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
工

業
的
に
応
用
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お

い
て
も
十
分
起
こ
り
う
る
問
題
で
あ

り
、
改
め
て
環
境
・
公
害
規
制
の
在

り
方
を
問
う
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
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２
０
１
１
年
３
月
、
東
日
本
大
震

災
が
発
生
し
て
甚
大
な
地
震
・
津
波

被
害
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
福
島

原
発
事
故
が
起
き
、
大
量
の
放
射
性

物
質
が
広
範
囲
に
飛
散
し
た
。
こ
れ

に
よ
る
放
射
能
汚
染
は
、
い
ま
や
国

内
最
大
の
環
境
問
題
で
あ
る
。
事
故

に
よ
っ
て
９
つ
の
町
村
が
役
場
ご
と

避
難
し
た
。
避
難
者
数
は
ピ
ー
ク
時

に
は
16
万
人
を
超
え
た
。

損
害
賠
償
は
本
来
、
被
害
を
与
え

た
こ
と
へ
の
償
い
で
あ
り
、
被
害
者

の
権
利
回
復
の
手
段
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
政
府
は
、
こ
れ
を
生
活
再
建
の

手
段
と
位
置
づ
け
て
き
た
。
し
た

が
っ
て
、
不
十
分
な
賠
償
や
拙
速
な

打
ち
切
り
は
、
被
害
者
の
生
活
再
建

を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

福
島
原
発
事
故
の
賠
償
は
、
原
子

力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
以

下
、
原
賠
法
）
に
し
た
が
っ
て
行
わ

れ
る
。
東
京
電
力
（
以
下
、
東
電
）

が
賠
償
す
べ
き
損
害
の
範
囲
に
つ
い

て
は
、
文
部
科
学
省
に
置
か
れ
る
原

子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会（
以
下
、

原
賠
審
）
が
指
針
を
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

原
賠
審
の
指
針
は
、
東
電
が
賠
償

す
べ
き
最
低
限
の
損
害
を
示
す
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
明
記
さ
れ
な

か
っ
た
損
害
が
賠
償
の
範
囲
外
に
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
に

は
、
そ
れ
が
東
電
に
よ
る
賠
償
の
中

身
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
放
射
線
被
曝
の
健
康
影
響
に

対
す
る
不
安
や
、
ふ
る
さ
と
の
喪
失

な
ど
の
重
大
な
被
害
が
、
精
神
的
損

害（
慰
謝
料
）の
対
象
外
と
し
て
取
り

残
さ
れ
て
い
る（
除
本
理
史『
原
発
賠

償
を
問
う
―
―
曖
昧
な
責
任
、
翻
弄

さ
れ
る
避
難
者
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
、
２
０
１
３
年
）。

被
害
者
が
東
電
に
直
接
賠
償
請
求

を
す
る
方
式
は
、
直
接
請
求
と
呼
ば

れ
、
被
害
者
が
も
っ
と
も
利
用
し
て

い
る
方
法
で
あ
る
。
直
接
請
求
に
よ

る
東
電
の
賠
償
で
は
、
国
の
避
難
指

示
等
の
有
無
に
よ
っ
て
、
住
民
に
対

す
る
賠
償
の
内
容
に
大
き
な
格
差
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
賠
審

の
指
針
で
定
め
ら
れ
た
内
容
に
し
た

が
っ
て
い
る
。

国
の
避
難
指
示
等
が
あ
っ
た
区
域

で
は
、
避
難
費
用
、
精
神
的
苦
痛
、

収
入
の
減
少
な
ど
に
対
す
る
賠
償

が
、
そ
れ
な
り
に
行
わ
れ
て
い
る
。

他
方
、
国
の
避
難
指
示
等
が
な
か
っ

た
場
合
、
賠
償
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ

な
い
か
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
不
十

分
で
あ
る
。
実
際
に
は
も
う
少
し
複

雑
だ
が
、
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
に

理
解
し
て
も
大
過
な
い
。
不
動
産
や

家
財
に
つ
い
て
も
、
賠
償
の
有
無
が

避
難
指
示
区
域
（
旧
警
戒
区
域
、
旧

計
画
的
避
難
区
域
）の
内
・
外
で
は
っ

き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
賠
償
格
差
が

被
害
の
実
態
に
合
っ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
被
害
者
の
間

で
不
満
が
高
ま
り
、
自
治
体
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
。

東
電
の
賠
償
に
納
得
で
き
な
い

被
害
者
に
は
、
原
子
力
損
害
賠
償

紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
へ
の
申
立
て

や
、
訴
訟
提
起
な
ど
の
手
段
も
あ

る
。
２
０
１
２
年
12
月
以
降
、
原
発

事
故
被
害
者
の
集
団
訴
訟
が
次
々
と

除本　理史（大阪市立大学経営学研究科教授）

福島原発事故と
被害者の権利回復

110人権問題の最前線



環境と人権9
提
起
さ
れ
、
全
国
で
20
を
超
え
た
。

原
賠
法
に
基
づ
く
賠
償
は
、
原
子

力
事
業
者
の
無
過
失
責
任
に
基
づ

い
て
い
る
が
、
訴
訟
な
ど
を
通
じ

て
、
東
電
や
国
の
法
的
責
任
が
議

論
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
淡
路

剛
久
・
吉
村
良
一
・
除
本
理
史
編『
福

島
原
発
事
故
賠
償
の
研
究
』
日
本
評

論
社
、
２
０
１
５
年
。
吉
村
良
一
・

下
山
憲
治
・
大
坂
恵
里
・
除
本
理

史
編
『
原
発
事
故
被
害
回
復
の
法

と
政
策
』
日
本
評
論
社
、
２
０
１
８

年
）。政

府
は
２
０
１
１
年
後
半
か
ら
、

除
染
と
イ
ン
フ
ラ
復
旧
を
て
こ
に

住
民
の
帰
還
を
め
ざ
す
帰
還
政
策

を
本
格
化
さ
せ
た
。
２
０
１
１
年

12
月
に
は
「
事
故
収
束
」
が
宣
言
さ

れ
、
２
０
１
２
年
４
月
か
ら
避
難

指
示
区
域
の
見
直
し
が
は
じ
ま
っ

た
。
帰
還
政
策
は
、
政
府
の
福
島

復
興
政
策
の
根
幹
を
な
す
。

福
島
復
興
政
策
が
一
定
の
帰
結

を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
そ

れ
を
ど
う
み
る
か
。
こ
こ
で
の
視

点
は「
不
均
等
な
復
興
」（
あ
る
い
は

復
興
の
不
均
等
性
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
復
興
政
策
の
影
響
が
地
域
・

業
種
・
個
人
等
の
間
で
不
均
等
に

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
す
（
除
本
理

史
・
渡
辺
淑
彦
編
著
『
原
発
災
害
は

な
ぜ
不
均
等
な
復
興
を
も
た
ら
す
の

か
―
―
福
島
事
故
か
ら
「
人
間
の
復

興
」、
地
域
再
生
へ
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
２
０
１
５
年
。
除
本
理
史
『
公

害
か
ら
福
島
を
考
え
る
―
―
地
域

の
再
生
を
め
ざ
し
て
』
岩
波
書
店
、

２
０
１
６
年
）。

顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
避
難
指
示

区
域
な
ど
の「
線
引
き
」に
よ
り
、
地

域
間
の
不
均
等
性
が
つ
く
り
だ
さ
れ

て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
賠
償
の

区
域
間
格
差
は
、
そ
の
代
表
的
な
例

で
あ
る
。
問
題
は
、
前
述
の
よ
う
に

「
線
引
き
」に
よ
る
区
域
設
定
が
被
害

実
態
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

区
域
の
違
い
が
必
ず
し
も
放
射
能
汚

染
の
実
情
に
対
応
し
て
い
な
い
た
め

に
、
区
域
間
の
賠
償
格
差
と
、
放
射

能
汚
染
の
濃
淡
と
が
絡
み
あ
っ
て
、

住
民
の
間
に
分
断
を
も
た
ら
し
て
い

る
。ま

た
、
放
射
線
被
曝
に
よ
る
健
康

影
響
は
、
将
来
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
リ
ス
ク
で
あ
り
、
そ
の
重
み

づ
け
が
、個
人
の
属
性（
年
齢
、性
別
、

家
族
構
成
な
ど
）に
よ
っ
て
異
な
る
。

若
い
世
代
、
子
育
て
世
代
は
、
汚
染

に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
同

じ
放
射
線
量
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
も

と
で
の
避
難
者
の
意
識
と
行
動
は
同

一
で
は
な
く
、
個
人
の
属
性
に
よ
り

多
様
化
す
る
。
こ
れ
は
、
住
民
の
避

難
／
帰
還
を
め
ぐ
る
意
思
決
定
の
分

岐
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。

塩
崎
賢
明
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
復
興
政
策

が
む
し
ろ
被
災
者
の
生
活
再
建
を
阻

害
し
た
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

政
策
の
誤
り
や
不
作
為
に
よ
っ
て
二

次
的
被
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と

を
「
復
興
災
害
」
と
呼
ん
で
い
る
（
同

『
復
興
〈
災
害
〉
―
―
阪
神
・
淡
路
大

震
災
と
東
日
本
大
震
災
』岩
波
新
書
、

２
０
１
４
年
）。

原
発
事
故
の
被
害
地
域
で
も
、
復

興
政
策
の
影
響
は
地
域
・
個
人
等
の

間
で
不
均
等
に
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も

に
、
住
民
の
間
に
複
雑
な
分
断
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
復
興
政
策

に
よ
る
二
次
的
被
害
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

政
府
は
２
０
１
５
年
６
月
、「
原
子

力
災
害
か
ら
の
福
島
復
興
の
加
速
に

向
け
て
」（
２
０
１
３
年
12
月
）
を
改

訂
し
た
。
そ
こ
で
は
、
避
難
者
や
事

業
者
の
賠
償
を
打
ち
切
っ
て
、
住
民

の
帰
還
を
促
し
て
い
く
方
針
が
改
め

て
鮮
明
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
原
住

地
の
環
境
や
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
生
活

条
件
が
回
復
し
て
い
な
い
な
ら
、
原

発
事
故
の
被
害
は
続
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
賠
償
と
復
興
過
程

を
対
立
的
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
復

興
を
進
め
な
が
ら
、
な
お
残
る
被
害

に
対
し
て
適
切
な
賠
償
を
実
施
す
べ

き
で
あ
る
。

２
０
１
７
年
春
、
帰
還
困
難
区

域
等
を
除
い
て
避
難
指
示
が
解
除

さ
れ
た
。
解
除
さ
れ
た
地
域
で
は
、

２
０
１
８
年
３
月
ま
で
で
慰
謝
料
の

賠
償
が
終
了
し
た
。
ま
た
、
避
難
者

に
対
す
る
仮
設
住
宅
の
提
供
も
順
次

終
了
へ
向
か
っ
て
い
る
。
原
発
事
故

被
害
者
の
集
団
訴
訟
は
、
こ
う
し
た

賠
償
・
支
援
策
の
打
ち
切
り
に
対
す

る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
こ
の
取

り
組
み
が
、
復
興
政
策
の
転
換
に
繋

が
っ
て
い
く
の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
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ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
い
よ
い
よ
新
生
活
が
始
ま
り
ま

す
ね
、
き
っ
と
期
待
や
不
安
で
い
っ

ぱ
い
で
し
ょ
う
。
私
も
大
学
生
の
親

で
し
て
、
な
ん
だ
か
我
が
子
に
対
す

る
よ
う
な
気
持
ち
で
こ
の
原
稿
に
向

か
っ
て
い
ま
す
。

 

私
の
働
く
と
こ
ろ

私
は
水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
と

い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
勤
め
て
い
る
。
相
思

社
は
、
裁
判
を
闘
っ
た
患
者
た
ち
の

声
に
応
じ
る
か
た
ち
で
、
１
９
７
４

年
に
設
立
さ
れ
た
。
現
在
の
わ
た
し

た
ち
は
、
水
俣
病
を
二
度
と
引
き
起

こ
さ
な
い
こ
と
を
目
的
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
水
俣
病
を
伝

え
る
活
動
を
し
て
い
る
。
職
員
は
８

人
で
、
メ
イ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
は
20
－

50
代
。

伝
え
る
場
は
、「
水
俣
病
歴
史
考
証

館
」。
患
者
と
と
も
に
手
作
り
を
し

た
展
示
館
で
、
水
俣
病
事
件
を
リ
ア

ル
に
伝
え
る
実
物
資
料
を
多
数
展
示

す
る
こ
と
で
、
知
識
と
し
て
の
教
訓

を
伝
え
る
場
で
は
な
く
、
水
俣
病
事

件
を
通
し
て
、
社
会
の
あ
り
方
や
生

き
方
を
考
え
る
場
と
な
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
い
ろ
ん

な
制
限
が
生
ま
れ
た
が
、小
中
高
校
、

大
学
ご
と
に
オ
ン
ラ
イ
ン
合
宿
や
授

業
、
対
話
の
会
な
ど
を
開
催
し
て
い

る
。一

方
で
地
域
の
患
者
は
相
変
わ
ら

ず
こ
こ
を
訪
れ
、
口
コ
ミ
で
話
を
聞

い
て
全
国
か
ら
相
談
の
電
話
が
か
か

る
。
相
談
に
来
る
人
た
ち
の
な
か
に

は
、
語
る
た
め
に
来
た
は
ず
な
の

に
、
な
か
な
か
語
り
出
さ
な
い
。
こ

ち
ら
か
ら
水
俣
病
に
つ
い
て
水
を

向
け
る
と
、
た
じ
ろ
い
た
り
焦
っ
た

り
、
否
定
し
た
り
諦
め
た
り
認
め
た

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
逡
巡
の
末
、
語
り

だ
す
。
長
い
時
間
を
経
て
、
複
雑
に

絡
ま
り
あ
っ
た
苦
痛
や
葛
藤
を
ひ
も

と
い
て
、
自
分
の
被
害
や
加
害
、
苦

し
み
を
語
り
直
す
人
た
ち
。
相
思
社

は
病
院
で
は
な
い
し
、
窓
口
の
私
に

は
な
ん
の
資
格
も
な
い
が
、
ま
ず
は

苦
し
み
が
吐
き
出
せ
る
な
ら
、
ど
こ

だ
っ
て
な
ん
だ
っ
て
い
い
と
思
っ
て

い
る
。

 

関
西
に
住
む
Ａ
さ
ん
の
こ
と

Ａ
さ
ん
は
５
年
前
、
相
思
社
を
突

然
訪
れ
た
。
二
時
間
の
間
ご
自
身
の

人
生
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
。関
西
に
、

「
来
た
ら
、
絶
対
に
寄
っ
て
な
」
と

言
っ
た
口
調
に
優
し
さ
が
滲
み
、
関

西
出
張
に
あ
わ
せ
て
Ａ
さ
ん
を
訪
れ

た
。最

寄
り
の
駅
で
再
会
し
た
Ａ
さ
ん

と
再
会
を
喜
ん
で
、
近
く
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
に
向
か
っ
た
。
道

中
、
Ａ
さ
ん
は
ポ
ー
ル
や
バ
ス
停
や

ド
ア
や
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
、
ぶ
つ

か
る
、
ぶ
つ
か
る
。「
こ
の
前
こ
こ

で
、
自
転
車
の
ま
ま
ポ
ー
ル
に
ぶ
つ

か
っ
て
な
、
倒
れ
て
、
救
急
車
が
呼

ば
れ
て
騒
ぎ
に
な
っ
た
」と
笑
っ
た
。

首
を
大
き
く
左
右
に
動
か
し
周
囲
を

確
か
め
る
こ
と
か
ら
、
周
り
が
見
え

づ
ら
い
視
野
狭
窄
が
あ
る
の
だ
と

思
っ
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
る
と

じ
っ
と
見
つ
め
ら
れ
、「
目
ん
玉
の
、

き
れ
い
か
ね
」
と
言
わ
れ
ド
キ
ド
キ

し
た
ら
、「
自
分
は
ね
、
片
目
の
視
力

が
ま
っ
た
く
な
い
の
。
あ
ん
た
は
目

の
玉
の
き
れ
い
か
ね
」と
言
わ
れ
て
、

な
ん
と
返
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な

か
っ
た
。

フ
ァ
ミ
レ
ス
に
着
く
と
、
お
連
れ

合
い
が
待
っ
て
い
た
。
Ａ
さ
ん
は
、

年
が
30
歳
以
上
離
れ
た
私
を
指
し
て

「
う
ち
の
後
輩
や
」と
紹
介
し
た
。
Ａ

永野　三智（一般財団法人水俣病センター相思社・水俣病患者連合事務局）

関西の中の水俣病
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さ
ん
と
私
は
同
じ
小
学
校
を
卒
業

し
て
い
る
。
雑
談
を
し
な
が
ら
の

お
茶
を
終
え
、
さ
あ
帰
ろ
う
と
思
っ

た
ら
Ａ
さ
ん
が
「
じ
ゃ
あ
、
家
に
行

こ
う
か
」
と
言
っ
た
。「
自
分
が
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
で
、
ど
う
や
っ
て
暮

し
て
い
る
か
を
見
な
い
と
、
自
分

の
こ
と
は
、
分
か
っ
て
も
ら
え
な

い
で
し
ょ
う
？
」と
言
う
。

家
に
向
か
う
バ
ス
を
待
っ
て
い

る
間
、
お
連
れ
合
い
が
「
こ
の
人
、

水
俣
や
か
ら
、
親
か
ら
結
婚
に
大

反
対
さ
れ
た
ん
や
」
と
言
っ
た
。
相

槌
を
打
ち
な
が
ら
Ａ
さ
ん
を
見
る

と
、
Ａ
さ
ん
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て

い
た
。
バ
ス
に
乗
る
と
、
Ａ
さ
ん

と
お
連
れ
合
い
が
、
買
い
物
す
る

ス
ー
パ
ー
や
、
通
院
す
る
病
院
や
、

働
い
て
い
た
場
所
な
ど
の
前
を
通

る
度
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
語
っ
た
。

お
連
れ
合
い
は
Ａ
さ
ん
の
水
俣

病
症
状
を
「
普
通
と
は
違
う
」、「
理

解
で
き
な
い
」
と
訴
え
る
。
水
俣
病

の
原
因
と
症
状
に
つ
い
て
解
説
を

し
な
が
ら
、
こ
の
方
の
、
相
手
を

理
解
し
た
い
、
で
も
で
き
な
い
と

い
う
状
況
は
、
大
変
だ
っ
た
だ
ろ

う
と
思
っ
た
。

家
に
着
い
た
ら
Ａ
さ
ん
は
、
ご

自
身
の
話
を
始
め
た
。
水
俣
に
あ
る

漁
師
の
家
に
生
ま
れ
、
き
ょ
う
だ

い
の
中
で
一
番
年
上
。
幼
い
こ
ろ
か

ら
下
の
子
を
背
負
い
な
が
ら
漁
場
で

働
い
た
。
鉄
製
の
中
華
鍋
の
よ
う
な

大
釜
で
、
蚕
の
さ
な
ぎ
を
炊
い
て
魚

の
餌
を
作
っ
た
。
長
い
竹
の
さ
お
に

等
間
隔
に
垂
ら
し
た
20
本
の
糸
の
先

の
ギ
ャ
ン
グ
針
に
餌
を
つ
け
た
。
そ

う
し
て
船
が
出
る
の
を
見
送
り
、
父

ち
ゃ
ん
た
ち
が
ボ
ラ
を
め
い
っ
ぱ
い

獲
っ
て
帰
っ
て
き
た
ら
、
魚
の
仕
分

け
を
手
伝
っ
た
。
母
ち
ゃ
ん
が
魚
を

め
ご（
天
秤
）に
入
れ
て
売
り
に
行
く

の
を
、
小
さ
い
き
ょ
う
だ
い
を
背

負
っ
て
つ
い
て
い
っ
た
。
赤
ん
坊
が

泣
き
出
し
た
ら
、
お
ろ
し
て
母
ち
ゃ

ん
の
乳
を
吸
わ
せ
、
お
し
め
を
か
え

て
や
り
、
学
校
に
は
ほ
と
ん
ど
行
か

な
か
っ
た
。

「
そ
の
う
ち
に
、
き
ょ
う
だ
い
の

が
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
、
歩
か
れ

な
く
な
っ
て
。
母
ち
ゃ
ん
は
心
配

し
て
心
配
し
て
。
自
分
も
ね
、
体
が

お
か
し
か
っ
た
の
よ
。
で
も
言
え
ん

か
っ
た
ね
。
父
ち
ゃ
ん
も
仕
事
が
な

く
な
っ
て
、
心
細
く
て
な
、
不
安
で

い
っ
ぱ
い
や
っ
た
。
大
阪
に
出
て
就

職
し
て
か
ら
も
、
周
り
か
ら
、
水
俣

の
こ
と
で
ず
い
ぶ
ん
や
ら
れ
た
よ

ね
。
水
俣
出
身
と
知
ら
れ
た
途
端
、

食
堂
で
は
混
ん
で
い
る
の
に
自
分
の

周
り
だ
け
誰
も
寄
り
付
か
な
く
て
変

な
空
間
が
で
き
て
ね
。
相
棒
に
は
仕

事
を
回
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。

逃
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
ど
、
水
俣

病
は
つ
い
て
き
た
よ
ね
。
で
も
働
か

な
い
と
あ
か
ん
で
し
ょ
？
」。
私
は

頷
く
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

小
学
生
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
手
足

の
し
び
れ
や
体
の
痛
み
、
震
え
や
か

ら
す
曲
が
り
な
ど
の
症
状
を
、
ひ
と

し
き
り
聞
い
た
。
き
ょ
う
だ
い
は
認

定
を
受
け
て
い
る
け
れ
ど
、
ご
自
身

は
母
親
に
心
配
を
か
け
ま
い
と
我
慢

し
て
、
何
の
補
償
も
救
済
も
、
受
け

ず
、
病
気
を
抱
え
な
が
ら
、
遠
く
関

西
で
生
き
て
き
た
Ａ
さ
ん
。
母
が
亡

く
な
っ
た
の
を
機
に
、
相
思
社
を
訪

れ
た
と
い
う
。
結
局
、
Ａ
さ
ん
の
言

葉
を
聴
く
こ
と
し
か
、
頷
く
こ
と
し

か
で
き
な
か
っ
た
。
帰
り
に
、「
淀
川

で
釣
り
を
す
る
の
が
楽
し
み
で
」
と

い
っ
て
、
釣
り
道
具
を
見
せ
て
く
れ

た
。
生
き
生
き
と
し
た
そ
の
顔
を
見

な
が
ら
、水
俣
の
海
を
思
い
出
し
た
。 

水
俣
病
の
こ
と

「
水
俣
病
」
と
い
う
と
遠
い
世
界

の
話
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
使
っ
て
い

る
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
、
日
本
製
の

も
の
で
あ
れ
ば
液
晶
画
面
に
は
必
ず

「
チ
ッ
ソ
」が
母
体
の「
Ｊ
Ｎ
Ｃ
」の
材

料
が
使
わ
れ
て
い
る
。
昔
の
「
チ
ッ

ソ
」
は
、
日
本
の
起
こ
し
た
戦
争
と

高
度
経
済
成
長
時
代
を
支
え
、
国
の

発
展
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い

会
社
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
、「
チ
ッ

ソ
」
は
メ
チ
ル
水
銀
を
海
に
垂
れ
流

し
、
水
俣
病
を
発
生
さ
せ
た
。
奪
わ

れ
た
も
の
は
命
。
多
発
し
た
流
産
や

死
産
や
生
物
学
的
に
弱
者
で
あ
る
た

め
に
淘
汰
さ
れ
た
男
の
胎
児
た
ち
。

猫
や
魚
や
貝
や
水
鳥
や
、
そ
れ
か
ら

漁
民
が
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
魚

頭
を
あ
げ
て
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
育
て
た

豚
。
か
つ
て
海
だ
っ
た
水
俣
湾
埋
立

地
や
、
水
銀
ヘ
ド
ロ
に
よ
っ
て
失
わ

れ
た
魚
の
た
ま
り
場
、「
あ
じ
ろ
」。

そ
れ
で
も
海
は
、
排
水
口
か
ら
少

し
は
な
れ
る
と
美
し
く
、
き
れ
い
で

味
も
良
い
魚
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
。

近
所
の
人
に
話
を
聞
く
と
、「『
魚
が

原
因
だ
』と
か
、『
危
な
い
か
ら
食
べ

な
い
ほ
う
が
良
い
』
な
ん
て
誰
も
言

わ
な
か
っ
た
。
ぼ
ん
や
り
と
危
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
だ
け
で
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
お
金
も
食
べ
る

も
の
も
な
い
の
に
、
魚
を
食
べ
な
い
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置
の
設
置
」
を
指
導
。
仕
事
を
う
ば

わ
れ
、
治
療
費
が
必
要
な
漁
民
や
患

者
が
雇
わ
れ
、
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
が

完
成
し
た
。
披
露
会
で
チ
ッ
ソ
の
社

長
は
排
水
口
の
廃
液
を
自
ら
コ
ッ
プ

に
注
い
で
飲
ん
で
見
せ
た
。
そ
れ
を

知
っ
た
不
知
火
海
の
住
民
は
「
チ
ッ

ソ
の
廃
液
は
安
全
」
と
信
じ
、
安
心

し
て
魚
を
食
べ
た
。
し
か
し
そ
の
日

社
長
が
飲
ん
だ
の
は
た
だ
の
水
道
水

で
、
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
に
は
水
銀
を

除
去
す
る
効
果
は
な
か
っ
た
。
不
知

火
海
の
人
た
ち
は
、
騙
さ
れ
て
、
毒

を
食
わ
さ
れ
、
放
置
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
で
水
俣
病
は
終
わ
っ
た
と
さ

れ
、
１
９
５
９
年
12
月
30
日
、
チ
ッ

ソ
の
「
水
俣
病
の
原
因
は
わ
か
ら
な

い
」と
い
う
主
張
を
受
け
入
れ
、「
原

因
が
分
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
新

た
な
補
償
金
の
要
求
は
行
わ
な
い
」

い
う
条
件
付
の
「
見
舞
金
契
約
」
を

結
ん
だ
。

彼
ら
が
契
約
を
結
ん
だ
背
景
に
は

経
済
的
に（
精
神
的
に
も
）チ
ッ
ソ
に

支
え
ら
れ
て
き
た
水
俣
が
あ
っ
た
。

抗
議
し
た
漁
民
や
患
者
を
抑
圧
し
た

チ
ッ
ソ
の
従
業
員
や
そ
の
関
係
者
、

水
俣
市
、
市
議
に
市
長
、
熊
本
県
や

国
、
マ
ス
コ
ミ
や
科
学
者
た
ち
の
存

理
由
は
な
か
っ
た
」
と
強
い
口
調
で

語
る
。「
目
の
前
で
簡
単
に
と
れ
る

ボ
ラ
や
タ
イ
、
タ
チ
ウ
オ
や
ア
ジ
、

グ
チ
に
カ
レ
イ
、
タ
コ
に
コ
ノ
シ

ロ
、
一
番
腹
持
ち
を
す
る
食
べ
方

は
、
刺
し
身
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ

る
こ
と
だ
」
と
幸
せ
そ
う
に
話
す
。

人
は
、
食
べ
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ

か
れ
な
い
。
食
べ
る
こ
と
は
、
生

き
る
こ
と
だ
。

１
９
５
７
年
、
水
俣
病
の
研
究

を
進
め
て
い
た
熊
本
大
学
は
「
水
俣

湾
内
の
魚
が
危
険
、
原
因
は
重
金

属
」
と
の
結
果
を
熊
本
県
に
報
告
。

県
は
厚
生
省
に
食
品
衛
生
法
を
促

し
た
が
、「
水
俣
湾
内
す
べ
て
の
魚

が
有
毒
化
し
て
い
る
と
い
う
明
ら

か
な
根
拠
は
な
い
た
め
食
品
衛
生

法
の
適
用
は
出
来
な
い
」
と
回
答
さ

れ
た
。
以
降
、
今
現
在
に
い
た
る

ま
で
、
法
律
に
よ
っ
て
水
俣
湾
の

漁
獲
や
摂
取
の
規
制
が
な
さ
れ
た

こ
と
は
一
度
も
な
い
。

水
俣
病
問
題
が
深
刻
化
し
、
チ
ッ

ソ
は
水
俣
湾
よ
り
も
広
い
不
知
火

海
に
排
水
口
の
場
所
を
変
更
し
た
。

水
俣
病
は
拡
大
す
る
。
通
産
省
は

チ
ッ
ソ
に
「
排
水
口
の
場
所
を
元
に

戻
す
こ
と
」「
水
銀
を
除
去
す
る
装

在
。
例
え
ば
私
が
そ
の
時
代
に
生
ま

れ
て
い
た
ら
。
私
が
チ
ッ
ソ
で
働
い

て
い
た
ら
、
チ
ッ
ソ
で
働
い
て
い
る

家
族
を
も
っ
た
一
人
だ
っ
た
ら
。
私

は
同
じ
行
動
を
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
と
思
う
。

「
見
舞
金
契
約
」か
ら
の
９
年
後
の

１
９
６
８
年
、
座
り
込
み
や
直
接
行

動
で
市
民
か
ら
白
眼
視
さ
れ
、
身
を

潜
め
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し

て
い
た
彼
ら
が
再
度
注
目
さ
れ
た
の

は
、
新
潟
水
俣
病
の
発
生
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
。
一
度
は
抑
圧
に
屈
し
た

患
者
た
ち
が
新
潟
の
患
者
た
ち
の
叱

咤
激
励
を
受
け
、
水
俣
市
民
が
立
ち

上
が
る
。
学
校
教
員
、
議
員
、
チ
ッ

ソ
労
働
者
、
市
役
所
職
員
、
主
婦
…

双
方
の
患
者
た
ち
が
声
を
上
げ
、
国

は
水
俣
病
を
公
害
と
認
定
。
二
度
と

屈
し
な
い
と
心
に
決
め
た
水
俣
の
患

者
た
ち
は
、
裁
判
を
起
こ
し
、
勝
訴

し
た
。
し
か
し
水
俣
病
問
題
は
、
終

わ
ら
な
か
っ
た
。

皆
さ
ん
の
生
活
す
る
関
西
に
、
い

ま
も
多
く
の
水
俣
病
患
者
が
住
ん
で

い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
部
の
人
が
起

こ
し
た
関
西
訴
訟
は
、
水
俣
病
の
歴

史
の
中
で
も
意
義
深
い
も
の
だ
。
多

く
の
不
知
火
海
周
辺
出
身
者
が
水
俣

病
の
被
害
者
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な

い
ま
ま
チ
ッ
ソ
と
和
解
を
し
て
い
く

中
で
、
関
西
の
患
者
た
ち
は
曖
昧
な

解
決
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
裁

判
は
最
高
裁
で
の
勝
訴
を
得
た
。
彼

ら
が
な
ぜ
裁
判
を
起
こ
し
た
か
、
い

ま
ど
う
し
て
い
る
か
を
知
っ
て
ほ
し

い
。水

俣
の
小
学
校
の
先
生
の
一
人
が

「
水
俣
病
や
差
別
の
話
が
タ
ブ
ー
だ
」

と
い
っ
た
。
間
違
っ
た
こ
と
を
教
え

な
い
よ
う
に
と
思
っ
た
ら
、
確
実
な

こ
と
し
か
話
せ
な
く
な
る
と
。
だ
っ

た
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
「
自
分
が

考
え
た
こ
と
」
を
児
童
に
伝
え
て
ほ

し
い
と
伝
え
た
。
そ
し
て
相
手
で
あ

る
児
童
が
そ
れ
を
受
け
て
考
え
た
り

語
っ
た
り
す
る
環
境
を
つ
く
っ
て
ほ

し
い
と
。

わ
た
し
た
ち
も
、
知
る
こ
と
は
で

き
る
。
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
。わ
た
し
は「
ひ

と
り
」
の
言
葉
に
力
を
得
た
り
、
行

動
に
衝
撃
を
受
け
、
自
分
を
変
え
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
ひ
と
り
に
は
、
誰

で
も
な
れ
る
。
語
り
つ
づ
け
る
こ
と

で
生
ま
れ
る
力
に
よ
っ
て
、
き
っ
と

こ
の
社
会
は
変
わ
る
。あ
な
た
に
も
、

そ
の「
ひ
と
り
」に
な
っ
て
ほ
し
い
。
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