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（
日
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代
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長
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平
成
十
九
年
は
い
わ
ゆ
る
「
偽
装
問
題
」
が
世
間
を
不
安
に
さ
せ
ま
し
た
。
と
く
に
食
物
と
い
う
誰
も
が

安
全
へ
の
信
頼
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
だ
け
に
深
刻
な
問
題
と
い
え
ま
す
。
な
か
で
も
安
い
肉
を
高
級
な

肉
と
し
て
偽
装
し
た
、
老
舗
の
料
理
屋
と
、
売
れ
残
り
の
餡
を
使
用
し
て
、
新
し
く
賞
味
期
限
を
付
け
替
え

た
、
こ
れ
ま
た
老
舗
の
和
菓
子
店
が
印
象
的
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
に
は
異
質
な
問
題
が
内
在
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
肉
の
偽
造
は
ま
さ
に
「
だ
ま
し
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
た
が
、
和
菓
子
の

場
合
は
、
売
れ
残
っ
た
餡
を
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
行
わ
れ
た
「
う
そ
」
で
し
た
。
以
前
は

砂
糖
を
多
量
に
使
用
す
る
餡
は
高
級
品
で
し
た
。
お
そ
ら
く
古
来
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
製
造
方
法
の
な
か

に
、
捨
て
ず
に
使
用
す
る
技
法
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
伝
統
を
重
ん
じ
て
い
る
う
ち
に
、
現
代

社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
食
品
に
関
す
る
多
く
の
法
律
に
賞
味
期
限
の
提
示
が
定
め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
違

法
な
行
為
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。
古
い
体
質
が
社
会
の
変
化
に
鈍
感
で
あ

り
、
法
律
を
無
視
し
た
結
果
で
あ
り
、
け
し
て
和
菓
子
店
に
責
任
が
無
か
っ
た
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
こ
こ
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
今
後
こ
う
し
た
事
件
に
よ
っ
て
、
信
頼
関
係
を
問
題
と
す
る
範

疇
が
各
方
面
に
広
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
の
事
件
は
食
品
の
衛
生
管
理
に
関
す
る

こ
と
で
、
表
示
と
い
う
客
観
的
に
そ
の
「
偽
」
が
指
摘
し
や
す
い
、
だ
れ
も
が
共
通
し
た
認
識
を
も
て
た
事

柄
で
し
た
が
、
客
観
的
に
見
え
に
く
い
、
た
と
え
ば
布
教
教
化
と
い
っ
た
場
面
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
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こ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
現
在
は
憲
法
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
の
ル
ー
ル
と
し

て
の
宗
教
法
人
法
は
、
オ
ー
ム
真
理
教
事
件
以
後
、
改
正
と
称
し
て
宗
教
活
動
に
い
く
つ
も
の
条
件
が
課
せ

ら
れ
ま
し
た
。
宗
教
法
人
に
登
録
さ
れ
て
い
る
寺
院
な
ど
は
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
が
、
毎
年

所
管
庁
へ
の
役
員
名
簿
と
財
産
目
録
の
提
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
怠
る
と
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

宗
教
法
人
の
新
設
は
か
な
り
手
続
き
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
事
件
や
そ
れ
に
伴
う
世
論
に
応
じ

て
、
ほ
ん
の
一
部
の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
問
題
が
、
法
律
と
し
て
例
外
な
く
対
象
化
し
て
い
る
の
で
す
。

も
と
も
と
日
蓮
宗
は
七
百
五
十
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
制
度
と
し
て
は
明
治
以
降
の
創
立
と
な
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
宗
門
や
各
寺
院
な
ど
は
伝
統
に
も
と
づ
く
信
仰
の
世
界
と
、
制
度
に
よ
る
組
織
と

の
二
重
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
構
造
を
構
成
す
る
両
者
の

区
別
が
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
の
教

え
を
は
じ
め
と
す
る
教
義
や
、
そ
の
寺
の
縁
起
な
ど
に
よ
る
信
仰
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
は
明
治
以

降
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
欧
米
の
学
問
方
法
に
よ
っ
て
教
義
が
学
問
と
し
て
蓄
積
さ
れ
、
さ
ら
に
は
現
代
社

会
の
問
題
に
対
応
す
る
必
要
か
ら
、
一
部
で
は
教
義
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
現
代

に
通
じ
る
教
義
の
追
求
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
長
年
培
っ
て
き
た
信
仰
に
関
す
る
教
義
や

布
教
方
法
を
不
用
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
、
明
治
以
降
の
学
問
方
法
や
価
値
観
が
大
前

提
と
な
っ
た
現
在
の
日
本
の
社
会
で
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
も
の
の
も
つ
意
味
合
い
が
大
分
少
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
仏
教
の
世
界
で
も
例
外
で
は
な
く
、
宗
門
の
教
育
体
制
で
も
そ
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。『
立
正
安
国
論
』
を
前
面
に
だ
す
べ
き
で
は
な
い
、
な
ど
の
議
論
が
さ
れ
て
い
る
現
実
が
そ
れ
を
も
の
が

─2─



た
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
こ
れ
か
ら
も
伝
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄

と
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
て
、
そ
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
た
事
柄
と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
証
拠
と
い

え
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
な
の
は
、
曖
昧
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
明
治
以
降
の
価
値
観
で
位
置
づ

け
て
し
ま
い
、
教
義
以
外
の
布
教
の
あ
り
方
な
ど
と
い
う
教
化
に
対
す
る
姿
勢
ま
で
も
、
現
代
社
会
の
ル
ー

ル
に
影
響
さ
れ
て
制
度
化
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
前
兆
と
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
を

紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
疑
似
科
学
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
論
文
の
中
で
、
宗
教
に
も
本
物
と
疑
似
が
あ
る
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
で
す
。

本
来
の
宗
教
と
は
、
心
の
迷
い
を
取
り
除
き
、
個
人
の
内
面
を
安
心
立
命
し
た
心
境
に
導
く
教
え
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
神
と
か
仏
と
か
の
超
越
的
絶
対
者
を
仮
想
し
、
そ
の
絶
対
者
が
指
し
示
す
神
聖

な
法
（
教
え
）
に
帰
依
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。（
中
略
）
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
祈
り
や
願
い
が
個
人
の
レ

ベ
ル
で
閉
じ
て
い
る
こ
と
が
宗
教
の
存
立
条
件
に
な
る
。
他
者
の
存
在
に
は
関
係
な
く
、
自
己
の
確
立
が

究
極
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
心
の
ゆ
ら
ぎ
を
小
さ
く
し
、
未
来
へ
の
不
安
感
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、

現
実
を
生
き
る
上
で
の
勇
気
を
培
っ
て
人
生
の
励
ま
し
と
な
る
の
が
宗
教
の
本
来
の
役
割
だ
ろ
う
。

（
池
内

了

著
『
疑
似
科
学
入
門
』
岩
波
新
書
よ
り
）

現
代
の
僧
侶
の
な
か
に
も
こ
う
し
た
宗
教
観
を
肯
定
す
る
人
が
多
く
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以

前
に
、
あ
る
研
修
会
で
「
霊
山
浄
土
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
に
、
参
加
者
の
僧
侶
か
ら
「
本
当
に
霊
山
浄

土
を
信
じ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
の
質
問
を
う
け
て
、
驚
き
と
戸
惑
い
を
お
ぼ
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、

け
し
て
冗
談
話
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
今
の
引
用
は
学
者
の
個
人
的
見
解
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
宗

─3─



教
観
が
多
く
の
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
た
と
き
に
、
社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
宗
教
活
動
が
規
定
さ
れ
る
時
代

が
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
わ
ら
ず
に
守
る
べ
き
も
の
と
、
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
の
区
別
を

我
々
宗
教
に
携
わ
る
も
の
が
し
っ
か
り
と
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
教
化
学

の
基
本
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
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