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そがべ・まさひろ

曽我部真裕

※

マ
ー
ク
を
文
末
に
つ
け
る

は
じ
め
に

　

２
０
１
９
年
８
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
開
催

さ
れ
た
国
際
芸
術
祭
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
」
の
一
環
と
し
て
展
示
さ
れ
た
「
表
現
の
不

自
由
展
・
そ
の
後
」
で
は
、
開
始
直
後
か
ら
一

部
の
展
示
作
品
に
つ
い
て
抗
議
が
殺
到
し
、
３

日
間
で
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
８
月
９
日
に
は
、
愛
知
県
に
お
い

て
、「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
あ
り
方
検

証
委
員
会
」（
以
下
、「
検
証
委
」
と
い
う
）
が
設

置
さ
れ
、
筆
者
は
そ
の
一
員
と
し
て
検
討
に
加

わ
っ
た
（
注
１
）。
検
証
委
は
、
９
月
25
日
、
事

実
関
係
の
調
査
結
果
や
問
題
点
を
分
析
し
た
上

で
、
早
期
の
再
開
を
求
め
る
「
中
間
報
告
」
を

取
り
ま
と
め
た
。
そ
れ
を
受
け
て
会
期
末
の
迫

る
10
月
８
日
、
抽
選
で
入
場
を
認
め
る
形
で
再

開
さ
れ
た
（
後
掲
記
事
を
参
照
）。

　

中
間
報
告
は
、
報
告
本
体
と
付
属
す
る
五
つ

の
「
別
冊
資
料
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
中
止

事
件
を
め
ぐ
る
法
的
な
論
点
に
つ
い
て
は
、「
別

冊
資
料
２
」（
表
題
「
憲
法
そ
の
他
、
法
的
問
題

に
つ
い
て
」）
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て

い
る
。
同
資
料
は
、
検
討
委
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
筆
者
が
論
点
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
資
料
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
、
そ

こ
に
言
及
の
な
い
点
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
。

法
的
問
題
の
全
体
図

　

別
冊
資
料
２
で
は
、「
法
的
問
題
の
全
体
図
」

注
１　

構
成
員
は
、
山
梨
俊
夫
座
長
（
国
立
国
際
美
術
館

長
）、
上
山
信
一
副
座
長
（
慶
応
大
学
教
授
）、
岩

渕
潤
子
（
青
山
学
院
大
学
客
員
教
授
）、
太
下
義

之
（
国
立
美
術
館
理
事
）、
金
井
直
（
信
州
大
学
教

授
）
の
各
委
員
と
筆
者
で
あ
る
。
検
証
委
に
つ
い
て

は
、
本
文
で
言
及
す
る
中
間
報
告
や
別
冊
資
料
２
も

含
め
、
愛
知
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://w

w
w
.

pref.aichi.jp/soshiki/bunka/aititoriennale-

kennsyou.htm
l

）
参
照
。
な
お
、
中
間
報
告
と
り

ま
と
め
の
後
、
名
称
が
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
（
た

だ
し
、
本
文
で
は
当
初
の
名
称
を
用
い
る
）。
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て
処
罰
さ
れ
る
（
刑
法
１
７
５
条
）
よ
う
な
場

合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
作
家
が
自
ら
確
保
し

0

0

0

0

0

た
場
0

0

に
お
い
て
公
開
し
た
作
品
が
、
公
権
力
に

0

0

0

0

よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
、
憲
法
上

の
表
現
の
自
由
と
は
、
典
型
的
に
は
、
表
現
活

動
が
公
権
力（
国
又
は
自
治
体
の
権
力
）に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
表
現
の
場
を
用
意
す
る
こ
と
を
国
や

自
治
体
に
対
し
て
求
め
る
権
利
、
よ
り
具
体
的

に
は
、
公
立
美
術
館
に
お
い
て
自
ら
の
作
品
を

展
示
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
は
、
憲
法
上
の
表

現
の
自
由
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　

今
回
の
不
自
由
展
で
議
論
の
最
大
の
焦
点
と

な
っ
た
、
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
に
よ
る
不

自
由
展
中
止
決
定
に
つ
い
て
言
え
ば
、
不
自
由

展
は
、
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
に
よ
る
ト
リ

エ
ン
ナ
ー
レ
の
開
催
方
針
に
基
づ
い
て
不
自
由

展
実
行
委
に
出
展
を
依
頼
し
た
も
の
で
、
両
者

の
間
に
は
契
約
書
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
契

約
に
基
づ
い
て
表
現
（
展
示
）
の
場
を
提
供
し

た
と
い
う
形
で
あ
る
（
そ
の
限
り
で
は
、「
便
宜

供
与
」
だ
と
い
う
世
上
な
さ
れ
た
指
摘
は
正
し

い
）。
中
止
決
定
も
契
約
の
規
定
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
事
前
に

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
う
る
と
し
て
合
意
さ

れ
た
取
り
決
め
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

契
約
書
に
は
過
度
の
抗
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は

図　法的問題の全体図

⑨常識の範囲内での抗議
　（電話・FAX・メール）

⑦市民のネット上での
　批判

⑥政治家の批判
相互影響

問題ないはずだが
悩ましい（集中すると圧
力に）

不法行為・犯罪
に該当も協賛企業

問題なし ④社会に向けた
　説明責任

芸術部門（芸術監督・キュレーター）
④専門的な観点から自律的判断
キュレーションの自律性

⑥自律的判断
　への介入の恐れ

③キュレーション・協議の関係
　（その上で契約関係に）

⑤自律性の尊重

③契約関係

③直接　の法的関係なし

アーティスト アーティスト アーティスト

①知る権利
（ただし、訴訟は困難）

⑤危機管理のための例外的介入

⑧電凸・脅迫

あいちトリエンナーレ実行委員会
④説明責任を負う前提として
　のガバナンス問題

⑤中止決定の適否、③中止権限の問題

③直接には表現の自由の問題にならない

①理念としての表現の自由
　（これは事案全体に関わる）

運営会議
（会長［知事］）

運営の重要事項の決定

「表現の不自由展」
実行委員会

観客としての市民

②展示内容が表現の自由の範囲
を超え、法令違反だったか？ →
Ｎｏ

を
提
示
し
て
い
る
（
図
）。
ま
ず
強
調
し
て
お
き

た
い
の
は
、
不
自
由
展
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、

「
表
現
の
自
由
」（
芸
術
の
自
由
は
そ
の
一
部
で

あ
る
）
や
「
検
閲
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が

多
く
語
ら
れ
た
が
、
今
回
の

問
題
に
関
す
る
法
的
な
論
点

は
複
雑
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
で
語
る
こ

と
は
全
く
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
全
体
図

を
一
見
す
る
だ
け
で
、
関
係

者
が
多
数
に
わ
た
り
、
そ
の

数
だ
け
多
数
の
関
係
が
あ
る

こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
関
係
ご
と
に
法
的
な
議

論
の
仕
方
は
異
な
る
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
重
要
な
こ
と

は
、
実
は
、
こ
の
全
体
図
に

お
い
て
、
憲
法
21
条
の
表
現

の
自
由
が
典
型
的
・
直
接
的

な
形
で
問
題
と
な
る
場
面
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
憲
法
上
の
表
現

の
自
由
が
典
型
的
・
直
接
的

な
形
で
問
題
と
な
る
場
面
と

は
、
例
え
ば
、
あ
る
芸
術
作

品
が
わ
い
せ
つ
で
あ
る
と
し
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中
止
で
き
る
と
具
体
的
に
規
定
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
、
中
止
の
理
由
が
契
約
で
定
め
た

場
合
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
争
い
の
余
地
は
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
契
約
の
解
釈
の
問
題

で
あ
っ
て
表
現
の
自
由
の
問
題
で
は
な
い
。

　

で
は
、
今
回
の
事
案
で
、
憲
法
上
の
表
現
の

自
由
は
全
く
無
関
係
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
別
冊
資
料
２
で
は
、「
理

念
と
し
て
の
表
現
の
自
由
」
と
い
う
考
え
方
を

提
示
し
て
い
る
。

理
念
と
し
て
の
表
現
の
自
由

　

別
冊
資
料
２
が
「
理
念
と
し
て
の
表
現
の
自

由
」
と
い
う
考
え
方
を
提
示
し
た
の
は
、
前
述

し
た
よ
う
な
意
味
で
、
今
回
の
事
案
の
個
々
の

論
点
が
典
型
的
・
直
接
的
に
は
憲
法
上
の
表
現

の
自
由
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ

れ
ら
を
考
え
る
上
で
表
現
の
自
由
の
理
念
を
十

分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
の
基
本
的

な
考
え
方
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
表
現
の
自
由
は
な
ぜ
大
事
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
端
的
に
次
の
よ
う
に

述
べ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
が
あ

り
、
参
考
に
な
る
（
①
か
ら
④
の
数
字
は
筆
者

が
付
加
し
た
も
の
）。（
注
２
）

　

表
現
の
自
由
は
①
民
主
的
社
会
の
本
質
的

基
礎
で
あ
り
、
②
社
会
の
発
展
及
び
③
す
べ

て
の
人
間
の
発
達
の
た
め
の
基
本
的
条
件
で

あ
る
。
表
現
の
自
由
は
、
好
意
的
に
受
け
止

め
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
害
を
も
た
ら
さ
な

い
、
ま
た
は
ど
う
で
も
良
い
こ
と
と
み
な
さ

れ
る
『
情
報
』
や
『
思
想
』
だ
け
で
は
な
く
、

④
国
家
や
一
部
の
人
々
を
傷
つ
け
た
り
、
驚

か
せ
た
り
、
ま
た
は
混
乱
さ
せ
た
り
す
る
よ

う
な
も
の
に
も
、
保
障
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
考
え
方
は
、
日
本
に
お

い
て
も
全
く
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、

①
民
主
的
社
会
で
は
、
政
策
を
自
由
に
論
議
し

た
り
、
政
府
を
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
表
現
の
自
由
が
欠

か
せ
な
い
。
②
た
と
え
ば
、
女
性
の
地
位
の
発

展
の
歴
史
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
今
日
、

あ
る
程
度
の
社
会
的
な
男
女
平
等
が
実
現
さ
れ

て
き
て
い
る
の
は
、
男
性
中
心
社
会
が
様
々
な

形
で
批
判
さ
れ
、
女
性
の
権
利
が
主
張
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
表
現
が
抑
圧
さ
れ
て
い
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
発
展
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
③
人
は
、
自
ら
表
現
を
し
、
あ
る
い
は

多
様
な
表
現
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の

考
え
を
深
め
、
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
①
か
ら
③
ま
で
が
、

表
現
の
自
由
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
論
拠
あ
る

い
は
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
意
義
に
当
た
る

が
、
こ
う
し
た
意
義
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た

め
に
は
、
耳
障
り
の
良
い
表
現
だ
け
で
は
な
く
、

あ
る
人
々
に
と
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
表
現
も
自
由

に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ヒ
ト
の
先
祖
は
サ

ル
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
天
地
創
造
説
を
信

じ
る
人
々
に
と
っ
て
は
神
を
も
恐
れ
ぬ
許
し
が

た
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
主
張
が
人

を
傷
つ
け
る
が
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ

ば
科
学
の
発
展
、
ひ
い
て
は
社
会
の
発
展
が
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
表
現
の
自
由
と
い
っ
て
も
限
界

は
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
名
誉
や
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
と
い
っ
た
特
定
個
人
の
権
利
を
侵
害
す

る
よ
う
な
も
の
や
、
子
ど
も
の
性
的
搾
取
の
一

環
で
あ
る
児
童
ポ
ル
ノ
の
製
造
や
流
通
と
い
っ

た
も
の
は
、
表
現
の
自
由
を
上
回
る
価
値
が
あ

る
も
の
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
規
制
は
必
ず
法
律
に
よ
っ
て
根
拠
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
多
数

派
の
道
徳
観
や
常
識
に
反
す
る
と
い
う
意
味
で

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
と
い
っ
た
程
度
の
理
由
で
、

表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
今
回
述
べ

て
き
た
表
現
の
自
由
の
基
本
的
な
考
え
方
に
反

す
る
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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が
、
国
内
法
で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
一
般
的

に
規
制
す
る
法
律
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
の
法
律
上
の
定
義
は
な
い
。
た
だ
、

関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
解
消
法
が
あ
る
が
、
今
回
の
展
覧
会
で

仮
に
い
わ
ゆ
る
反
日
的
な
表
現
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
「
不
当
な
差
別
的
言
動
」
に
当
た

る
こ
と
は
、
そ
の
定
義
上
あ
り
得
な
い
。
同
法

は
「
本
邦
外
出
身
者
」
に
対
す
る
言
動
を
問
題

に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
ま
た
、
同

法
は
、
罰
則
は
お
ろ
か
明
確
な
禁
止
規
定
も
な

い
「
理
念
法
」
で
あ
る
）。
ま
し
て
や
、
特
定
の

作
品
を
解
釈
し
た
者
が
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
的
だ

と
感
じ
た
だ
け
で
は
、
違
法
と
は
な
ら
な
い
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
諸
外
国
に
お
い

て
も
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
の
は
、
誰
が
見
て

も
差
別
や
憎
悪
を
扇
動
し
た
り
す
る
よ
う
な
も

の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
平
和
の
少
女
像

が
そ
れ
に
当
た
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　

昭
和
天
皇
を
描
い
た
版
画
が
焼
か
れ
、
足
で

踏
み
に
じ
ら
れ
る
映
像
を
含
む
「
遠
近
を
抱
え

てPartⅡ

」
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
一
般
論
と

し
て
、
生
存
す
る
特
定
の
人
の
肖
像
（
写
真
で

あ
れ
版
画
で
あ
れ
）
を
燃
や
す
の
は
侮
辱
と
し

て
犯
罪
（
刑
法
２
３
１
条
）
や
、
不
法
行
為
（
民

法
７
０
９
条
）
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
物
故

「
少
女
像
」は
日
本
人
へ
の
ヘ
イ
ト
か

　

さ
て
、
以
上
の
考
え
方
を
今
回
の
事
案
に
即

し
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
今

回
、
抗
議
の
対
象
と
さ
れ
た
作
品
（
キ
ム
・
ソ

ギ
ョ
ン
、
キ
ム
・
ウ
ン
ギ
ョ
ン
「
平
和
の
少
女

像
」、
大
浦
信
行
「
遠
近
を
抱
え
てPartⅡ
」、

中
垣
克
久
「
時と

代き

の
肖
像
―
絶
滅
危
惧
種　

idiot JAPO
N

ICA　

円
墳
―
」）
が
、
違
法
な

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
違
法
な
も
の
と
言
え
る
か
、
表
現
の
自
由

の
限
界
を
超
え
て
規
制
が
可
能
な
も
の
か
ど
う

か
、
と
い
う
評
価
は
、
作
品
の
芸
術
的
評
価
と

も
、
作
品
か
ら
読
み
取
り
う
る
政
治
的
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
是
非
と
も
無
関
係
で
あ
る
。

　
「
平
和
の
少
女
像
」
は
、
日
本
あ
る
い
は
日

本
人
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
は
な
い
か

が
問
題
と
さ
れ
た
。
日
本
も
加
入
し
て
い
る

（
た
だ
し
、
一
部
を
留
保
し
て
い
る
）
人
種
差

別
撤
廃
条
約
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
を
禁
止
す
べ
き
旨
の
規
定
（
４
条
）
が
あ
る

者
は
権
利
の
主
体
で
は
な
く
、
不
法
行
為
法
上
、

遺
族
の
「
敬
愛
追
慕
の
情
」
の
侵
害
が
問
題
と

な
る
に
と
ど
ま
る
。「
敬
愛
追
慕
の
情
」
は
、
本

人
の
直
接
の
権
利
侵
害
の
場
合
よ
り
も
保
護
の

程
度
が
下
が
り
、「
敬
愛
追
慕
の
情
」
を
違
法
に

侵
害
し
た
か
ど
う
か
は
、
表
現
の
意
図
、
表
現

内
容
、
対
象
人
物
の
地
位
な
ど
を
総
合
的
に
判

断
し
、
許
容
限
度
を
超
え
た
か
ど
う
か
で
判
断

す
る
。
そ
う
す
る
と
、
天
皇
は
公
人
中
の
公
人

で
、
様
々
な
表
現
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
当
然

あ
り
得
る
。
ま
た
、
作
家
は
侮
辱
的
な
意
図
で

は
な
く
芸
術
的
な
狙
い
を
も
っ
て
制
作
し
た
も

の
で
、
法
的
な
意
味
で
侮
辱
に
該
当
す
る
と
は

言
え
な
い
。
名
誉
毀
損
に
も
当
た
ら
な
い
（
刑

法
２
３
０
条
２
項
参
照
）。

　
「
時
代
の
肖
像
」
に
つ
い
て
は
、
特
攻
隊
に

対
す
る
侮
辱
で
あ
る
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
が
、

作
家
は
そ
も
そ
も
そ
れ
が
事
実
誤
認
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
し
、
特
攻
隊
と
い
う
現
存
し
な
い

組
織
を
抽
象
的
に
批
判
す
る
こ
と
が
違
法
に
な

る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
一
定
数
の
人
々
に
と
っ

て
不
快
な
も
の
、
あ
る
い
は
衝
撃
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
前
述
の

通
り
、
そ
れ
だ
け
で
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な

い
。
も
っ
と
も
、
一
般
論
と
し
て
、
こ
う
し
た

性
格
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の

注
２　

ハ
ン
デ
ィ
サ
イ
ド
判
決
（
１
９
７
６
年
12
月
７

日
）。
同
判
決
の
解
説
と
し
て
、戸
波
江
二
ほ
か（
編
）

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
』（
２
０
０
８
年
、

信
山
社
）
１
４
４
頁
（
江
島
晶
子
執
筆
）。
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展
示
上
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
れ
は
違
法
か
ど
う
か
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。

な
お
、
不
自
由
展
が
行
わ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
は
、

他
の
展
示
を
順
次
鑑
賞
す
る
動
線
か
ら
は
外
れ

た
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
た
。

政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
か

　

不
自
由
展
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
し
て
、
上

記
の
３
作
品
を
は
じ
め
、
左
翼
的
な
作
品
ば
か

り
で
あ
り
、
政
治
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
っ

て
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
こ
の
点
は
二
つ
の
問
題
に
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
（
注
３
）。
一
つ
は
、
県
立
美
術

館
で
こ
う
し
た
展
示
を
許
す
こ
と
は
、
県
が
そ

の
政
治
的
な
立
場
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
行
政
に
求
め
ら
れ
る
政
治
的
中
立
性
に
反

す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
仮
に
県
が
そ
う
し
た
政
治
的
立
場

を
支
持
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、

公
立
美
術
館
で
特
定
の
政
治
色
の
強
い
作
品
展

示
を
認
め
る
こ
と
は
、
公
金
で
支
え
ら
れ
る
公

立
美
術
館
と
い
う
性
質
上
、
許
さ
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
問
題

は
ひ
と
ま
ず
区
別
可
能
で
あ
る
が
、
重
な
る
と

こ
ろ
も
あ
り
、
両
者
共
通
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、

芸
術
部
門
の
「
自
律
性
の
尊
重
」
で
あ
る
（
図

の
⑤
。
文
化
芸
術
基
本
法
２
条
１
項
も
参
照
）。

　

第
一
に
、
県
立
美
術
館
で
こ
う
し
た
展
示
を

許
す
こ
と
は
、
県
が
そ
の
政
治
的
な
立
場
を
支

持
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
行
政
に
求
め
ら
れ

る
政
治
的
中
立
性
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
県
知
事
が
直
接

県
そ
の
も
の
が
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
支
持
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
芸
術
部
門
が

独
自
に
判
断
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
前
提

条
件
で
あ
り
、
芸
術
部
門
の
自
律
性
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
芸
術
部
門
の

自
律
的
判
断
が
介
在
す
る
こ
と
で
、
県
の
判
断

そ
の
も
の
と
の
切
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「表現の不自由展・その後」の再開を伝える朝日新聞＝ 2019 年 10 月 8日付夕刊

関
わ
っ
て
、
あ
る
い
は
県
の
通

常
の
行
政
部
門
の
判
断
と
し
て

展
示
を
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、

当
該
展
示
の
内
容
を
多
か
れ
少

な
か
れ
支
持
し
た
こ
と
に
な
る

と
い
え
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ

の
他
の
イ
ベ
ン
ト
を
自
治
体
が

後
援
す
る
よ
う
な
場
合
も
同
様

で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
政
治
色

あ
る
作
品
が
一
部
含
ま
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
作
品
が

多
義
的
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る

こ
と
も
あ
り
、
個
別
的
な
判

断
が
必
要
で
あ
る
）。
し
か
し
、

美
術
館
な
り
、
芸
術
祭
の
芸
術

部
門
な
り
が
、
美
術
の
観
点
か

ら
意
義
が
あ
る
と
自
律
的
に
判

断
を
し
た
場
合
に
は
、
仮
に
そ

の
作
品
に
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
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第
二
に
、
公
立
美
術
館
で
特
定
の
政
治
色
の

強
い
作
品
展
示
を
認
め
る
こ
と
は
、
公
金
で
支

え
ら
れ
る
公
立
美
術
館
と
い
う
性
質
上
、
許
さ

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
芸
術
と

政
治
と
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
代
美
術
で

は
、
現
代
の
社
会
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家

の
視
点
か
ら
表
現
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

り
（
こ
の
こ
と
は
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の

不
自
由
展
以
外
の
出
展
作
品
を
見
れ
ば
明
ら
か

で
あ
る
）、
芸
術
と
政
治
と
は
不
可
分
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
定
の
立
場
か
ら
の
政
治
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
む
と
理
解
で
き
る
作
品
は
公

立
美
術
館
で
は
展
示
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
美

術
館
と
し
て
の
役
割
そ
の
も
の
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
芸
術
部
門
の

自
律
性
が
重
要
で
あ
り
、
芸
術
的
観
点
か
ら
選

定
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
含
む
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
は
一
向
に
差
し

支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
非

芸
術
部
門
は
、
安
全
確
保
な
ど
危
機
管
理
上
の

理
由
で
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
作
品
内

容
を
理
由
に
芸
術
部
門
の
判
断
を
否
定
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
（
図
の
⑤
）。
こ
う
し
た
考

え
方
が
、
実
質
的
な
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る

所ゆ
え
ん以
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

中
止
決
定
に
つ
い
て

　

不
自
由
展
の
中
止
は
、
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実

行
委
員
会
会
長
で
あ
る
知
事
の
判
断
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
た
。
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
員

は
、
民
間
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
展
示
可
能
で
あ
る

が
、
公
立
美
術
館
や
公
金
で
運
営
さ
れ
る
芸
術

祭
で
は
展
示
で
き
な
い
作
品
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

る
（
注
４
）。

　

以
上
２
点
に
共
通
す
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、

芸
術
部
門
の
専
門
的
な
自
律
性
で
あ
り
、
そ
れ

が
機
能
し
て
い
る
限
り
は
、
政
治
的
な
作
品
が

展
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
県
が
そ
れ
を
支
持
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
公
立
美
術
館
で
展

示
す
る
こ
と
も
問
題
な
い
と
い
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
芸
術
部
門
は
専
門
家
と
し
て
そ
の
判
断
に

説
明
責
任
を
負
う
し
、
他
の
専
門
家
や
市
民
か

ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
、
芸
術
部
門
の
自

律
性
が
暴
走
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
今

回
の
不
自
由
展
で
も
、
こ
の
観
点
か
ら
の
批
判

が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
、
芸
術
部
門
の
頭
越
し
に
運
営
部
門

が
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
の

が
基
本
で
あ
ろ
う
。
芸
術
部
門
の
暴
走
は
、
上

述
の
よ
う
に
他
の
専
門
家
か
ら
の
批
判
に
よ
っ

て
抑
止
さ
れ
る
ほ
か
、
芸
術
部
門
内
部
で
、
他

の
専
門
家
か
ら
の
意
見
を
反
映
す
る
よ
う
な
仕

組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
本
来
望
ま
し
い
。
今

回
の
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
は
こ
の
点
が
課
題
と

し
て
残
る
。

注
３　

な
お
、
実
際
の
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
主
催

者
は
実
行
委
員
会
で
あ
り
、
県
が
直
接
の
実
施
主
体

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
よ
り
複
雑
だ
が
、
以
下

の
議
論
で
は
そ
の
点
は
簡
略
化
し
、
県
を
主
体
と
し

て
議
論
し
て
い
る
。

注
４　

た
だ
し
、
公
立
美
術
館
や
公
金
で
運
営
さ
れ
る
芸

術
祭
で
は
、
民
意
の
反
映
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ

る（
文
化
芸
術
基
本
法
２
条
９
項
も
参
照
）。例
え
ば
、

美
術
館
を
設
置
す
る
か
ど
う
か
、
設
置
す
る
と
し
て

現
代
美
術
館
に
す
る
の
か
伝
統
美
術
の
美
術
館
に
す

る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
で
決

定
可
能
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
あ

り
方
は
、
芸
術
の
専
門
家
の
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
つ
い
て
言

え
ば
、こ
う
し
た
芸
術
祭
を
開
催
す
る
か
ど
う
か
や
、

国
際
現
代
美
術
展
が
柱
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
民
主

的
プ
ロ
セ
ス
で
決
定
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体

的
な
内
容
は
芸
術
部
門
の
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
。
現

代
美
術
展
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
以
上
、
例
え
ば

印
象
派
の
よ
う
な「
芸
術
祭
は
家
族
で
楽
し
く
見
る
」

と
い
っ
た
作
品
ば
か
り
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
当
然
に
含
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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会
規
約
で
は
、
緊
急
の
場
合
に
会
長
に
専
決
権

限
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
実
行
委
員
会
の
内
部

的
意
思
決
定
の
手
続
き
と
し
て
は
問
題
が
な

か
っ
た
。

　

問
題
は
不
自
由
展
実
行
委
員
会
と
の
関
係
で
、

こ
の
中
止
決
定
が
妥
当
な
も
の
か
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、

憲
法
上
の
表
現
の
自
由
の
問
題
と
い
う
よ
り

は
、
ま
ず
は
契
約
の
解
釈
の
問
題
と
な
る
。
具

体
的
に
は
、
契
約
書
１
条
７
項
に
は
、「
甲
〔
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
員
会
会
長
〕」
は
、
災

害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
乙
等
〔
不
自
由
展
実

行
委
員
会
各
メ
ン
バ
ー
〕
が
第
三
者
権
利
侵
害

等
の
違
法
行
為
を
犯
し
た
場
合
、
出
品
作
品
の

展
示
が
不
適
当
と
な
っ
た
と
判
断
し
た
と
き
に

は
、
出
品
作
品
の
展
示
を
中
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
で
、
抗
議
が
殺

到
し
て
物
理
的
に
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合

が
、
こ
の
規
定
に
あ
る
中
止
事
由
に
当
た
る
か

ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
契
約
条
項
に
明
文
が

な
い
が
、
今
回
の
よ
う
な
場
合
も
災
害
に
準
じ

る
事
態
と
し
て
こ
の
中
止
事
由
に
当
た
る
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
仮
に
契
約
上
の
中

止
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
契
約
に
関

す
る
一
般
的
な
原
則
と
し
て
、
客
観
的
に
契
約

の
継
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
履
行

不
能
と
し
て
契
約
が
終
了
し
、
中
止
は
許
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
今
回
の
場
合
、
客
観
的
に
見
て
、
抗

議
の
程
度
が
物
理
的
に
継
続
困
難
で
あ
っ
た
と

ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分

か
れ
て
い
た
。
対
策
が
奏
功
し
、
不
自
由
展
の

会
場
で
の
混
乱
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
は
見
方
が
お
お
む
ね
一
致
し

て
お
り
、
問
題
は
い
わ
ゆ
る
電
凸
対
策
で
あ
る
。

ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
員
会
事
務
局
で
の
い

わ
ゆ
る
電
凸
対
策
は
、
な
さ
れ
て
い
た
が
不
十

分
で
あ
っ
た
と
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
抗
議
電
話
等
が
実
行
委
員
会
事
務
局
だ

け
で
は
な
く
県
美
術
館
に
ガ
ソ
リ
ン
テ
ロ
を
予

告
す
る
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届
き
、
さ
ら
に
は
、
県
庁
に

も
抗
議
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
抗
議
が
大
量
に
な

さ
れ
、
協
賛
企
業
に
も
抗
議
が
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
で
は
、
客
観
的
に
見
て
、
継
続
は
困

難
だ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
県
庁
に
も
抗
議
が
殺
到
し
た
こ
と
は
、

ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
が
実
質
的
に
県
の
主
催
だ
と

見
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と

思
わ
れ
、
こ
の
点
か
ら
も
実
施
体
制
を
考
え
直

す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
論
と
し
て
、
抗
議
が
あ
れ

ば
直
ち
に
中
止
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
表

現
の
自
由
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
主
催
者
が
合

理
的
な
範
囲
で
対
策
を
講
じ
て
も
な
お
、
対
応

不
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
初
め
て
中
止
が
正
当

化
さ
れ
る
。
今
回
は
、
会
場
警
備
に
つ
い
て
は

概
ね
十
分
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
電

話
対
応
に
は
結
果
的
に
課
題
を
残
し
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
県
庁
や
協
賛
企
業
へ
の
抗
議
ま

で
は
対
応
困
難
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
電
凸
や
脅

迫
に
つ
い
て
は
お
の
ず
か
ら
対
応
に
限
界
が
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
中
止
決
定
は
、

契
約
の
１
条
７
項
あ
る
い
は
契
約
の
一
般
原
則

に
お
け
る
履
行
不
能
で
あ
る
と
し
て
、
契
約
違

反
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
、
中
止
決
定
に
関
す
る
そ
の
ほ
か
の
論

点
に
簡
単
に
触
れ
る
。
ま
ず
、
今
回
の
中
止
決

定
は
、
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
員
会
会
長
で

あ
る
知
事
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
が
不
自

由
展
実
行
委
員
会
の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
不

当
な
介
入
、
さ
ら
に
は
「
検
閲
」
に
当
た
る
の

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ

う
に
は
言
え
な
い
。
不
自
由
展
は
契
約
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
中
止
決
定
は

契
約
に
違
反
し
な
い
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で

あ
る
。
ま
た
、「
検
閲
」
と
は
多
義
的
で
あ
る
が
、

最
も
厳
密
な
意
味
で
は
最
高
裁
に
よ
る
定
義
が

あ
る
も
の
の
、
今
回
は
そ
れ
に
は
全
く
該
当
し

な
い（
注
５
）。
ま
た
、よ
り
緩
や
か
な
意
味
で
は
、

表
現
の
自
由
に
対
す
る
不
当
な
介
入
全
般
を
広
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お
わ
り
に

　

残
さ
れ
た
法
的
論
点
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
、

別
冊
資
料
２
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、

そ
こ
に
言
及
の
な
い
論
点
に
つ
い
て
一
言
述
べ

て
お
き
た
い
。
文
化
庁
に
よ
る
補
助
金
不
交
付

決
定
の
こ
と
で
あ
る
。
手
続
き
的
な
理
由
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
真
に
そ
う
で
あ
る
の
か
、

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
他
の
事
案
と
の
関
係
で

平
等
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
不
自

由
展
は
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
全
体
の
一
部
に
す
ぎ

な
い
し
、
再
開
も
し
て
い
る
の
に
全
額
不
交
付

と
い
う
の
は
い
わ
ば
比
例
原
則
に
反
し
な
い
か
、

等
々
が
問
題
と
な
る
。
検
討
の
際
に
は
、
表
現

の
自
由
の
理
念
が
踏
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
筆
者
が
こ
の
間
に
接
し
た
美
術
研

究
者
の
反
応
と
し
て
、
多
く
の
現
代
美
術
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、「
検
閲
」
を
受
け
な
い
よ
う

に
様
々
な
工
夫
を
し
な
が
ら
、
ぎ
り
ぎ
り
の
創

作
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
自
由

展
は
こ
と
の
運
び
方
が
稚
拙
で
あ
っ
た
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
。
中
間
報
告
が
強
調
し
た
キ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
不
足
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
指
摘

と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
面
で

は
も
っ
と
も
な
反
応
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
今
回
の
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
の
閉

塞
状
況
に
対
し
て
い
わ
ば
正
面
突
破
を
試
み
る

こ
と
も
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
閉
塞
状
況
を
社
会

一
般
に
対
し
て
可
視
化
し
、
そ
の
問
題
性
を
共

有
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
意

味
で
は
な
い
と
も
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
今

回
、
検
証
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
事
実
関
係
を

明
ら
か
に
し
、
考
え
方
を
整
理
し
た
こ
と
は
非

常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
多

く
の
議
論
が
な
さ
れ
、
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。 

注
５　

税
関
検
査
事
件
判
決
（
最
大
判
１
９
８
４
年
12
月

12
日
民
集
38
巻
12
号
１
３
０
８
頁
）
は
、
憲
法
21
条

２
項
で
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
る
検
閲
と
は
、「
行
政

権
が
主
体
と
な
つ
て
、
思
想
内
容
等
の
表
現
物
を
対

象
と
し
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
発
表
の
禁
止
を
目

的
と
し
て
、
対
象
と
さ
れ
る
一
定
の
表
現
物
に
つ
き

網
羅
的
一
般
的
に
、
発
表
前
に
そ
の
内
容
を
審
査
し

た
上
、
不
適
当
と
認
め
る
も
の
の
発
表
を
禁
止
す
る

こ
と
を
、
そ
の
特
質
と
し
て
備
え
る
も
の
」
と
し
て

い
る
。

注
６　

船
橋
市
立
図
書
館
事
件
判
決
（
最
判
２
０
０
５
年

７
月
14
日
民
集
59
巻
６
号
１
５
６
９
頁
）
は
、
図
書

館
職
員
が
自
ら
の
思
想
信
条
に
反
す
る
蔵
書
を
勝
手

に
処
分
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
の
人
格
的
利
益

の
侵
害
を
認
め
た
。

く
指
す
と
い
う
用
法
も
日
常
用
語
と
し
て
は
存

在
す
る
が
、
契
約
違
反
で
な
い
以
上
、
こ
の
意

味
で
の
検
閲
だ
と
も
言
え
な
い
。

　

次
に
、
中
止
決
定
を
行
っ
た
の
が
会
長
で

あ
っ
た
こ
と
が
、
芸
術
部
門
の
自
律
性
を
侵
害

す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
る

が
、
運
営
全
体
の
責
任
者
は
会
長
で
あ
り
、（
展

示
内
容
で
は
な
く
）
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
の

介
入
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で

あ
る
。
な
お
、
中
止
決
定
に
至
る
過
程
で
、
芸

術
監
督
と
の
協
議
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
契
約
上
、
中
止
決
定
を
行
う
際
に

は
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
不
自
由
展
実
行
委

員
会
と
の
協
議
は
必
須
で
は
な
い
が
、
中
止
前

に
芸
術
監
督
と
の
間
で
、
一
定
の
協
議
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
個
々
の
出
展
作
家
の
立
場
に
つ
い

て
簡
単
に
述
べ
る
。
出
展
作
家
は
契
約
の
当
事

者
で
は
な
い
か
ら
、
一
方
的
に
中
止
決
定
を
受

け
た
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
契
約
に

基
づ
く
主
張
は
で
き
な
い
。
残
る
の
は
表
現
の

自
由
に
由
来
す
る
人
格
的
利
益
に
基
づ
く
主
張

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
回
の
事
情
に
お
い
て
は

認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
思
わ
れ

る
（
注
６
）。も
ち
ろ
ん
、出
展
作
家
に
対
し
て
十

分
に
説
明
し
理
解
を
得
る
こ
と
は
実
際
問
題
と

し
て
極
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
は
法

的
な
問
題
と
し
て
は
現
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。


