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世
論
調
査
の
限
界
に
つ

い
て

1
世
論
調
査
の
方
法
に
う
い
て
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
ー

生

田

正

輝

一
、
　
は
　
し
　
が

き

　
現
代
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
と
く
に
民
主
的
な
そ
れ
に
お
い
て
は
、
世
論
の
動
向
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
大
ぎ
く
関
連
し
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
、
今
日
の
段
階
に
あ
つ
て
は
、
人
び
と
の
意
見
や
態
度
を
さ
ぐ
り
、
世
論
の
動
向
を
推
測
す
る
手
段
と
し
て
の
世
論
調
査
が
重

視
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
世
論
調
査
は
、
世
論
を
測
定
す
る
た
め
の
も
つ
と
も
科
学
的
で
あ
り
、
か
つ
す
ぐ
れ
た

方
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
最
近
数
多
く
の
世
論
調
査
が
行
な
わ
れ
て
来
た
こ
と

は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
将
来
に
わ
た
つ
て
も
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
世
論
調
査
が
世
論
の
動
向
を
推
測
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
完
全
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
世
論
調
査
に
砥
い
ろ
い
ろ
と
間
題
が
あ
る
の
で
あ
り
」
こ
と
に
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
論
議
の
余
地
が
残
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
て
い
る
．
現
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
種
々
問
題
が
提
起
さ
れ
、
討
議
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
世
論
調
査
も
決
し
て
完
全

　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
九
九
五
）



　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
九
九
六
）

な
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
限
界
を
も
つ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
よ
う
な
世
論
調
査
そ
れ
自
体
の

性
格
を
知
り
、
そ
の
限
界
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
そ
、
世
論
の
動
向
を
把
握
す
る
上
で
世
論
調
査
を
適
確
に
位
置
づ
け
、
そ
の
結
果
を
適

正
に
評
価
し
得
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
5
．
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
小
論
で
は
、
過
去
の
世
論
調
査
に
つ
い
て
分
析
を

加
え
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
世
論
調
査
と
い
う
も
の
は
、
動
態
的
な
世
論
の
あ
る
時
点
に
お
け

る
一
局
面
を
固
定
化
し
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
意
見
の
分
布
を
記
録
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
．
そ
の
結
果
は
世
論
の
動
向
を
推
定
す

る
上
で
の
有
力
な
手
が
か
り
で
は
あ
り
得
て
も
、
決
し
て
世
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
論
そ
れ
自
体
は
、
す
で
に
他
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
て
考
察
し
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
動
態
的
な
過
程
と
し
て
認
識
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
問
題
の
発
生
か
ら
そ
の
社
会
的
解
決
を
み
る
に
至
る

間
に
お
い
て
、
絶
え
ず
流
動
的
に
変
化
し
つ
づ
け
る
過
程
と
し
て
把
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
世
論
は
単
な
る
成
果
と
し
て
認

　
　
　
　
　
’

識
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
意
見
の
分
布
を
固
定
化
し
、
静
態
的
に
把
え
る
手
法
に
す
ぎ
な
い

世
論
調
査
は
、
明
ら
か
に
限
界
を
も
つ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
他
に
お
い
て
論
じ
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
重
ね
て
論
議
す
る
必
要
は
な
い
と
思

う
が
、
た
だ
一
言
、
次
の
こ
と
だ
け
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
世
論
調
査
が
静
態
的
な
手
法
で
あ
る
と
す
る
以
上
は
、
世
論
そ
れ
自

体
の
動
向
の
動
態
的
な
把
握
の
た
め
に
は
、
世
論
調
査
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
不
十
分
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
と
と

も
に
そ
れ
が
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
世
論
調
査
を
用
い
る
に
し
て
も
、
た
だ
一
つ
の
調
査
の
結
果
の
み
に

よ
つ
て
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
世
論
調
査
の
結
果
を
．
こ
と
に
継
続
的
に
異
な
つ
た
時
点
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
調
査
の
結
果
を
体
系
的

に
考
察
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
少
な
く
と
も
よ
り
動
態
的
に
世
論
過
程
の
推
移
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



　
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
世
論
調
査
に
七
て
、
そ
の
実
際
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
制
約
さ
れ
た
も

の
と
な
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
．
事
実
、
そ
の
方
法
の
間
題
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
と
論
議
さ
れ
て
お
り
、
現
に
具
体
的
な
個
々
の
世
論
調
査
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
と
難
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
．
そ
こ
で
、
」
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
そ
の
よ
う
な
方
法
に
関
す
る
間
題

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
世
論
調
査
の
限
界
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
ヶ
な
三
つ
の
ア
プ
揖
ー

チ
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
過
去
一
〇
年
間
の
世
論
調
査
を
収
集
、
分
析
し
、
ど
の
よ
う
な
調
査
が
、
い
か
な

る
方
法
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
一
口
に
世
論
調
査
と
い
つ
て
も
、
実
際
に
は
い
か
に
多

様
な
も
の
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
だ
け
に
方
法
の
上
で
も
問
題
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
、

第
三
は
、

い
わ
ば
グ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
あ
つ
て
、
第
二
の
為
の
は
、
過
去
に
お
い
て
比
較
的
継
続
的
に
、
し
か
も
い
ろ
い
ろ
な
調
査
機
関
に
よ

つ
て
同
一
時
点
で
行
な
わ
れ
て
来
た
「
内
閣
支
持
率
」
に
関
す
る
調
査
結
果
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
差
違
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
間
題
を
解
明
し
よ
ヶ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
．
第
三
の
も
の
は
、
最
近
と
み
に
論
議
を
呼
ん
で
い
る
沖

縄
で
の
三
つ
の
調
査
を
比
較
検
討
し
て
、
そ
れ
な
軌
に
間
題
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
東
京
大
学
沖
縄
調
査
団
の
「
沖
縄
住
民
の
意
識
構
造
」
に
つ
い
て
の
調
査
（
昭
和
四
一
年
コ
一
月
）
が
発
表
さ
れ
て
以
来
、
．
琉
球
大
学
の
行
な
つ
た
〔
復
帰
間
題
に

　
　
対
す
る
那
覇
市
民
の
態
度
」
の
調
査
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
）
、
お
よ
び
琉
球
新
報
社
の
「
第
一
回
全
琉
球
世
論
調
査
．
沖
縄
の
世
論
」
（
昭
和
四
二
年
六
月
）
の
結
果
と

　
　
の
比
較
に
お
い
て
、
雑
誌
「
潮
」
そ
の
他
に
お
い
て
、
か
な
り
激
し
い
論
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
論
議
は
世
論
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
ま
で
、
か
な
り
の

　
　
間
題
を
投
げ
か
け
る
に
至
つ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
も
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、
後
に
い
さ
さ
か
論
ず
る
つ
も

　
　
り
で
あ
る
。

　
（
2
〉
　
拙
著
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
、
階
和
四
三
年
、
八
九
ー
九
｝
頁
。

　
（
3
）
　
拙
稿
、
世
論
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
世
論
の
量
と
質
と
の
関
連
に
っ
い
て
、
法
学
研
究
、
第
四
一
巻
、
第
五
号
、
昭
和
四
三
年
五
月
、
一
五
一
－
一
六
九

　
　
頁
．

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て

三

（
九
九
七
）



　
　
　
世
論
調
査
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限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
九
九
八
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
過
去
一
〇
年
間
の
世
論
調
査
の
分
析

　
年
々
発
表
さ
れ
て
い
る
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
編
「
全
国
世
論
調
査
の
現
況
」
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
．
最
近
の
わ
が
国
で
は
ま

こ
と
に
多
く
の
世
論
調
査
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
．
そ
の
調
査
主
題
、
調
査
対
象
、
サ
ソ
プ
ル
数
、
そ
の
抽
出
法
、

調
査
法
、
調
査
員
の
種
類
な
ど
の
点
に
み
れ
ば
．
実
に
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
な
つ
た
機
関
も
ま
た
ま
こ
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
．
し
た

が
つ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
収
集
し
、
分
析
を
行
な
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
橋
そ
こ
で
、
こ
の
研
究
で
は
一
応
、
比
較
的
継
続
し
て
世

論
調
査
を
行
な
つ
て
い
る
「
朝
日
」
「
毎
日
」
「
読
売
」
の
三
新
聞
社
の
調
査
の
み
に
限
定
し
、
そ
れ
を
過
去
一
〇
年
間
に
わ
た
つ
て
収
集
し
、
分

析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
分
析
の
対
象
と
し
た
も
の
は
、
「
朝
日
新
聞
社
」
の
場
合
に
は
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
か
ら
四
二
年
九
月
ま
で
、
「
毎
日
新
聞
社
」
で

は
、
三
〇
年
二
月
か
ら
四
二
年
九
月
ま
で
、
「
読
売
新
聞
社
」
で
は
、
三
三
年
九
月
か
ら
四
二
年
一
〇
月
ま
で
の
間
に
行
な
わ
れ
た
世
論
調
査
で
、

し
か
も
各
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
社
の
こ
の
よ
う
な
調
査
の
回
数
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
回
の
調
査
に
お
い

て
い
く
つ
か
の
異
な
つ
た
主
題
に
つ
い
て
の
調
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
「
朝
日
」
で
は
、
七
五
の
主
題
に
つ
い
て
四
八
回
の

調
査
、
す
な
わ
ち
、
年
四
回
の
割
合
で
、
「
毎
貝
」
で
は
、
八
一
の
主
題
に
つ
い
て
六
三
回
、
年
五
回
の
割
合
で
、
ま
た
「
読
売
」
で
は
、
四
四

の
主
題
に
つ
い
て
二
六
回
、
年
二
・
六
回
の
割
合
で
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
対
象
と
し
て
、
ω
調
査
主
題
、
㈹

調
査
対
象
、
③
標
本
数
、
㈲
回
収
率
、
⑥
抽
出
法
の
五
つ
の
点
に
つ
い
て
、
分
析
を
行
な
つ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω
　
調
査
主
題

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
、

各
社
と
も
か
な
り
多
様
な
主
題
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
内
容
別
に
大
ま
か
に
類
型



化
す
る
な
ら
ば
．
ω
政
治
、
経
済
、
社
会
な
ど
の
時
事
間
題
、
＠
選
挙
情
勢
、
の
読
書
調
査
、
お
よ
び
◎
新
聞
に
関
す
る
読
者
調
査
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
各
社
別
に
み
る
と
、
次
の
第
一
表
の
如
く
に
な
る
．
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
社
と
も
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
時
事
問
題

に
関
す
る
調
査
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
厳
密
な
意
味
で
世
論
調
査
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る

が
、
選
挙
情
勢
に
関
す
る
調
査
は
「
朝
日
」
が
も
つ
乏
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
三
割
強
を
こ
れ
に
あ
て
て
い
ξ
の
に
対
し
、
「
毎
日
」
の
み
が
読

書
調
査
を
三
割
近
く
行
な
つ
て
お
り
、
「
読
売
」
は
新
聞
読
者
に
つ
い
て
の
調
査
を
も
つ
と
も
多
く
、
こ
れ
ま
た
三
割
近
く
実
施
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
各
新
聞
社
の
特
色
が
う
か
が
わ
れ
て
面
白
い
。

第一表　各祉別，主題別分類

新聞社

主　題
朝 日 毎 日 読 血

冗

％ ％ ％

政治経済・社会 47 62．2 41 50．6 29 65．9

選　挙　情勢 24 32．4 13 16．0 3 6．8

読　書　調査 0 10 22 27．2 0 0

読者調査1415．41516．2112127．3

75　1100．0　1　81　1100．0　1　44　1100．0計合

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て

　
ω
　
調
査
対
象
の
特
性

　
調
査
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
母
集
団
に
つ
い
て
は
、
地
域
的
に
は
全
国
と
地
方
と
に
、
個
人
特
性
で
は
一

般
男
女
成
人
と
特
定
の
対
象
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
大
別
で
き
る
．
こ
の
点
で
は
、
今
回
の
分
析
の
対
象
と
な
つ

た
調
査
で
は
、
「
朝
日
」
が
五
回
、
「
毎
日
」
が
七
回
、
そ
う
し
て
「
読
売
」
が
六
回
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
地

域
を
対
象
と
し
た
地
方
調
査
を
行
な
つ
て
い
る
以
外
は
、
こ
と
ご
と
く
が
全
国
調
査
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人

特
性
の
点
で
は
、
「
毎
日
」
が
た
び
た
び
行
な
つ
て
い
る
「
学
椀
読
書
世
論
調
査
」
、
「
読
売
」
の
行
な
つ
た

－
「
団
地
主
婦
の
生
活
と
意
識
調
査
」
な
ど
二
、
三
の
例
外
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
一
般
男
女
成
人
を
対

象
と
す
る
調
査
で
あ
つ
た
。

　
な
お
、
特
定
地
域
を
対
象
と
す
る
調
査
は
、
地
方
選
挙
の
情
勢
、
都
市
問
題
、
そ
の
地
方
特
有
の
間
題
に

つ
い
て
の
調
査
、
そ
れ
に
生
活
意
識
に
つ
い
て
の
小
規
模
な
調
査
が
ほ
と
ん
ど
で
、
衆
・
参
両
院
の
議
員
選

挙
の
情
勢
調
査
、
読
書
調
査
、
新
聞
に
つ
い
て
の
読
者
調
査
の
全
部
、
そ
れ
に
政
治
、
経
済
、
社
会
な
ど
の

時
事
的
な
問
覆
に
関
す
る
調
査
の
ほ
と
ん
ど
が
全
国
を
対
象
と
す
る
調
査
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
九
九
九
）



第二表　標本数による分類

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
で

毎　　日 読　　売 合　　計

％
9
　
6

0
　
　
0

％
0
0 0
0

％
O
O 1

5

％
0
．9

3．5

朝・目

L
　
9

5．83　4．6519．211　7．7
59．6　　39　　　60．0　　　18　　　69．2　　　　88　　　61．5

3．9　　18　　　27．7　　　0　　　　　　0　　　　20　　　14．0

9．6　　　3　　　　4．6　　　1　　　　3．8　　　　9　　　　6．2

9．62 3．127．7　9 6．2

1
　
　
5
　
　
3

31

2
5
5

（で）　　 300～　　　499

（ロ）　500～　999

の1，000～2，999

◎3，000～9，999

㈱10，000～20，000

＠20，000以上

（D　不・　　明

100・Ol馴100・01261100・Ol1431100・052
※

計

※　同じ調査で，二つ以上の対象で行なわれているものがあるために，調査回数

　よりも多くなつている。

型
の
す
べ
て
が
衆
・
参
両
院
の
選
挙
情
勢
調
査
で
あ
る
。

　
な
お
、
全
般
的
に
み
る
に
、
地
方
調
査
お
よ
び
地
方
選
挙
情
勢
調
査
の
標
本
数
は
、

六
　
　
　
（
一
〇
〇
〇
）

　
③
標
　
本
　
数

　
次
に
概
本
数
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
れ
ま
た
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ご
れ
を

④
三
〇
〇
L
四
九
九
、
＠
五
〇
〇
～
九
九
九
、
の
二
、
○
○
○
～
二
、
九
九
九
、
◎
三
、

○
○
○
～
九
、
九
九
九
、
㈱
一
〇
、
○
○
○
～
一
九
、
九
九
九
、
⑲
二
〇
、
○
○
○
以

上
、
お
よ
び
㊦
不
明
、
と
に
一
応
分
類
し
て
み
た
が
、
上
の
第
二
表
の
如
き
結
果
が
得

ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
、
○
○
○
か
ら
九
、
九
九
九
に
至
る
標
本
数
の
調
査
が
も
つ
と

も
多
く
、
全
体
の
六
割
以
上
を
占
め
、
次
い
で
一
〇
、
○
○
○
か
ら
一
九
、
九
九
九
の

も
の
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
◎
の
類
型
の
調
査
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
政
治
、
経
済
、

社
会
の
問
題
に
関
す
る
全
国
世
論
調
査
で
あ
る
が
、
「
朝
日
」
と
「
読
売
」
の
場
合
は
、

つ
ね
に
標
本
数
が
三
、
○
○
○
と
一
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
毎
日
」
で
は
、
各

調
査
ご
と
に
各
調
査
地
点
の
標
本
数
が
異
な
り
、
し
た
が
つ
て
総
標
本
数
が
一
定
し
て

い
な
い
点
で
、
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。
標
本
数
の
比
較
的
少
な
い
ω
お
よ
び
＠

の
調
査
は
、
ほ
と
ん
ど
が
選
挙
情
勢
調
査
で
あ
り
・
し
か
も
大
半
が
地
方
選
挙
の
場
合

の
調
査
で
あ
る
。
ま
売
、
㈹
に
は
毎
日
の
時
事
問
題
に
つ
い
て
の
全
国
世
論
調
査
が
若

千
含
ま
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
読
書
調
査
お
よ
び
新
聞
読
者
調
査
で
あ
り
、
0
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
〇
か
ら
二
、
○
○
○
の
間
に
集
中
し
て
お
り
、
時
事



問
題
に
関
す
る
全
国
調
査
の
そ
れ
は
一
、
○
○
○
か
ら
六
．
○
○
○
の
間
に
、
読
書
調
査
お
よ
び
新
聞
読
者
調
査
の
そ
れ
は
六
、
○
○
○
か
ら
二

〇
、

○
○
○
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
、
○
○
○
以
上
の
大
き
な
標
本
を
も
つ
調
査
は
、
こ
と
ご
と

く
が
全
国
選
挙
情
勢
調
査
で
あ
惹
。

　
こ
の
よ
う
に
、
調
査
の
月
的
や
そ
の
対
象
に
よ
つ
て
標
本
数
が
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
統
計
学
的
に
も
妥
当
な
も
の
が
多
い
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
標
本
数
は
、
必
ず
し
も
そ
の
大
小
に
ま
つ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
母
集
団
む
よ
く
代
表
し
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、

一
口
に
世
論
調
査
と
い
つ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
標
本
数
が
ま
ち
ま
ち
な
も
の
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
標
本
数
を
ど
の
程
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

率収第三表回

毎 日 読 士
冗

％ ％ ％

1 3 4．6 10 39．O
0’

34 52．4 7 26．7

9 15 23．0 1 3．8

0 O O 0
0 0 1 3．8

0 13 20．0 7 26．7

0 65 100．O 26 100．O

　　日

36．

21．

　　1．

　0

　0

41．

100．

朝
　
箪
1
1

1
0
0
2
1
　
5
2

＼新聞社
回収郵
90％

80％

70％

60％

それ以下

不　　明

　　計

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て

す
れ
ば
も
つ
と
も
正
確
に
母
集
団
を
代
表
せ
し
め
得
る
か
は
な
お
論
議
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
　
三

新
聞
社
の
世
論
調
査
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
標
本
数
に
よ
つ
て
行
な

わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

＠
回
収
率

　
そ
の
回
収
率
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
ケ
タ
を
四
捨
五
入
し
て
、
九
〇
％
台
、
八
○

％
合
、
七
〇
％
台
、
六
〇
％
台
、
そ
れ
以
下
、
お
よ
び
不
明
の
六
つ
に
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

上
の
第
三
表
の
よ
う
癒
結
果
と
な
つ
た
。
一
す
な
わ
ち
、
全
般
的
に
み
て
、
回
収
率
は
七
〇
％
か
ら

九
σ
％
弱
の
間
に
分
散
し
て
い
る
が
、
　
「
毎
日
」
の
場
合
が
他
の
二
紙
に
比
較
し
て
や
や
低
い
傾

向
が
あ
る
こ
と
は
注
目
懲
れ
る
。
回
収
率
が
不
明
の
も
の
は
、
「
朝
日
」
で
は
大
部
分
が
選
挙
情

勢
調
査
で
あ
り
、
「
毎
日
」
で
は
「
学
校
読
書
世
論
調
査
」
と
選
挙
情
勢
調
査
で
あ
る
。
「
読
売
」

の
笏
合
、
選
挙
情
勢
調
査
．
団
地
調
査
辱
生
徒
を
対
象
と
し
牝
調
査
な
ど
に
回
収
率
不
明
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
（
一
〇
〇
一
）



　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
一
〇
〇
二
）

が
多
い
が
、
昭
和
三
九
年
の
「
第
一
七
回
新
聞
週
間
全
国
読
書
調
査
」
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
「
新
聞
広
告
に
つ
い
て
の
全
国
世
論
調
査
」
で
回

収
率
が
と
く
に
低
く
、
四
一
・
四
％
と
な
つ
た
の
は
、
郵
送
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
大
部
分
の
調
査
は
、
調
査
実
施
期
間
が
二
な
い
し
三
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
回
収
率
は
高
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
疑
問
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
も
、
回
収
率
の
点
で
も
か
な
り
の
差
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
調
査
結
果
に
何
が
し
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
点
か
ら
も
、
世
論
調
査
の
技
術
的
な
制
約
が
指
摘
で
ぎ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
⑤
　
抽
　
出
　
法

　
標
本
の
抽
出
法
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
新
聞
社
の
調
査
に
関
す
る
限
り
は
、
ほ
と
ん
ど
が
層
化
多

段
階
無
作
為
確
率
比
例
抽
出
法
を
、
し
か
も
大
部
分
が
層
化
二
段
抽
出
法
を
用
い
て
お
り
、
全
数
調
査
、
有
為
抽
出
、
そ
の
他
特
殊
な
抽
出
法
を

用
い
た
調
査
は
見
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
。
こ
う
し
た
、
統
計
学
的
に
有
効
な
抽
出
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
点
か
ら
の
．
今
イ
ア
ス
を
出
来

る
限
り
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
意
味
で
評
価
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
た
だ
世
論
調
査
一
般
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
い
か
ん
に
よ
つ
て

こ
の
抽
出
法
の
点
で
も
技
術
的
な
問
題
が
生
ず
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
過
去
約
一
〇
年
間
に
わ
た
つ
て
「
朝
日
」
「
毎
日
」
「
読
売
」
の
三
新
聞
社
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
世
論
調
査
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
主

題
、
調
査
対
象
の
特
性
、
標
本
数
、
回
収
率
、
抽
出
法
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
．
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
お
け
る

間
題
点
、
あ
る
い
は
方
法
上
、
技
術
上
の
制
約
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
多
少
言
及
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
み
る
限
り

に
お
い
て
は
、
各
社
と
も
さ
し
て
大
き
な
差
違
は
な
く
、
技
術
的
に
も
現
状
に
お
い
て
も
つ
と
も
確
実
な
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
大
新
聞
社
と
い
う
か
な
り
権
威
あ
る
調
査
機
関
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
調
査
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う

べ
く
、
過
去
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
れ
ら
以
外
の
世
論
調
査
に
お
い
て
は
、
方
法
の
土
で
か
な
り
疑
問
の
あ
る
も
の
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。



ま
た
、
こ
れ
ら
三
社
の
世
論
調
査
に
し
て
も
、
さ
ら
に
些
細
に
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば
、
な
お
問
題
と
す
べ
き
点
も
あ
り
得
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ

で
も
う
少
し
突
込
ん
で
解
明
す
る
意
味
に
お
い
て
、
ζ
の
よ
う
な
実
態
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
次
に
各
社
と
も
頻
繁
に
行
な
つ
て
い
る
内
閣
支
持

率
に
つ
い
て
の
調
査
を
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
さ
ら
に
分
析
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
内
閣
支
持
率
調
査
の
分
析

　
最
近
の
わ
が
国
で
行
な
わ
れ
た
世
論
調
査
の
う
ち
で
、
も
つ
と
も
回
数
が
多
く
、
し
か
も
同
一
主
題
に
ワ
い
て
異
な
つ
た
機
関
に
よ
つ
て
数
多

く
行
な
わ
れ
た
も
の
は
内
閣
支
持
率
に
つ
い
て
の
世
論
調
査
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
時
事
通
信
社
は
昭
和
三
五
年
六
月
以
来
、
毎
月
そ
の
種
の

調
査
を
実
施
し
て
来
て
い
る
が
、
他
方
、
朝
日
、
毎
a
、
読
売
の
三
社
も
昭
和
三
五
年
六
月
か
ら
四
二
年
一
〇
月
に
至
る
間
に
お
い
て
不
定
期
で

は
あ
る
が
、
朝
日
新
聞
社
が
コ
ニ
回
、
毎
日
新
聞
社
が
八
回
、
そ
う
し
て
読
売
新
聞
社
が
五
回
、
合
計
二
六
回
の
同
様
の
調
査
を
行
な
つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
に
つ
い
て
み
る
に
、
時
事
通
信
社
が
毎
月
支
持
率
調
査
を
行
な
つ
て
い
る
た
め
に
、
他
の
三
社
が
実
施
し
た
調
査
は
、
い
ず

れ
も
い
ず
れ
か
の
時
事
通
信
社
の
調
査
と
時
期
的
に

一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
調
査
方
法
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
把
み
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
時
期
に
同
じ
主
題
に
つ
い
て
行

な
わ
れ
た
二
つ
以
上
の
調
査
の
結
果
に
差
違
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
期
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
点
に
、
少
な
く
と
も
調
査

方
法
に
そ
の
要
因
を
求
め
得
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
時
期
を
同
じ
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
時
間
と
い
う
調
査
の
差
違
の
推

測
要
因
の
一
つ
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
お
り
、
標
本
数
、
回
収
率
、
質
問
の
用
語
、
調
査
員
等
々
の
他
の
条
件
に
つ
い
て
も
つ
ぱ
ら
考

察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
要
因
を
さ
ぐ
惹
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
時
事
通
信
社
の
調
査
を
一
つ
の
基
準

と
し
て
、
そ
れ
と
同
時
期
の
他
の
三
社
の
調
査
と
を
比
較
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
｝
O
O
三
）



第四表　各社別の差違瀕度

世
論
調
査
の
限
界
に
っ
い
て

読売
40．

60

％

2
　
　
3

　日

　　％

12．5

87．5

毎

1
　
　
7

日

　％
46．9

53．9

朝

6
　
　
ワ
」

が
明
ら
か
と
な
つ
た
。

の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
を
計
算
し
て
み
た
。

と
も
大
で
、
マ
イ
ナ
ス
で
は
毎
同
の
四
一
年
九
月
の
一
二
・
九
が
最
大
の
差
で
あ
つ
た
。

ス
で
七
・
三
、
マ
イ
ナ
ス
で
一
〇
・
九
が
最
大
で
あ
り
、

七
、
マ
イ
ナ
ス
が
六
・
七
が
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
と
も
大
き
な
ひ
ら
き
と
な
つ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
各
新
聞
社
に
よ
つ
て
、
か
な
り
異
な
つ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
乏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
日
と
読
売
の

場
合
は
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
ほ
ぼ
平
均
し
て
お
り
、
と
く
に
片
よ
つ
た
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
読
売
の
方
が
プ
ラ
ス
、
マ

イ
ナ
ス
と
も
に
そ
の
差
が
比
較
的
少
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
毎
日
の
場
合
に
は
、
八
回
の
う
ち
プ
ラ
ス
の
値
を
示
し
た
の

は
一
回
限
り
で
あ
り
、
残
り
の
七
回
が
マ
イ
ナ
ス
を
示
し
て
お
り
、
毎
目
の
調
査
結
果
は
時
事
通
信
社
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
明
ら
か
に
つ
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
一
・
○
〇
四
）

　
　
に
対
し
て
、
朝
日
の
そ
れ
は
、
全
国
調
査
で
標
本
数
は
三
、
○
○
○
に
一
定
し
て
お
り
、
層
化
二
段
抽
出
法
を
用
い
、

　
　
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
朝
日
、
毎
日
、
読
売
の
行
な
つ
た
二
六
の
支
持
率
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
時
事
通

　
　
信
社
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
第
四
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と

す
な
わ
ち
、
こ
れ
で
は
、
極
く
単
純
に
、
そ
の
月
の
時
事
通
信
社
の
得
た
内
閣
支
持
率
を
ゼ
ロ
と
し
、
他
の
三
社
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ス
で
は
朝
日
の
昭
和
三
五
年
八
月
の
七
・
三
が
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
こ
れ
を
新
聞
社
別
に
み
れ
ば
、
朝
日
が
プ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毎
日
で
は
プ
ラ
不
で
六
・
五
、
々
イ
ナ
ス
で
二
丁
九
が
、
読
売
で
は
プ
ラ
ス
が
○
・

o
　
　
な
お
、
時
事
通
信
社
の
支
持
率
調
査
は
、
全
国
調
査
で
あ
り
、
標
本
数
は
一
、
二
五
〇
に
一
定
し
て
お
り
、
層
化

αの
－
　
　
三
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
つ
て
抽
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
回
収
率
は
七
五
％
か
ら
八
○
％
て
い
ど
で
あ
る
。
こ
れ

5の
α
　
　
回
収
率
は
ほ
ぼ
八
五
％
で
あ
る
。
ま
た
、
読
売
の
そ
れ
は
、
同
じ
く
全
国
調
査
で
あ
る
が
、
標
本
数
は
こ
れ
ま
た

018
　
　
三
．
○
○
○
に
一
定
し
、
層
化
二
段
抽
出
法
に
よ
つ
て
お
り
、
回
収
率
は
ほ
ぼ
八
五
％
前
後
と
な
つ
て
い
る
．
毎
日

0
　
　
の
場
合
に
は
、
全
国
調
査
で
あ
る
が
、
標
本
数
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
三
、
六
〇
〇
か
ら
二
〇
、
○
○
○
ま
で
そ
の

αの
1
　
　
都
度
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
層
化
二
段
抽
出
法
に
よ
つ
て
い
る
が
回
収
率
は
七
六
％
か
ら
八
一
％
に
及
ん
で
い
る
。

13



低
い
支
持
率
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
世
論
調
査
の
結
果
に
は
、
統
計
学
的
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
数
値
は
つ
ね
に
一
定
の
誤
差
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
こ
の
よ
う
な
時
事
通
信
社
の
調
査
結
果
に
対
す
る
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
頻
度
の
み
を
以
つ
て
、
単
純
に
そ
の
傾

向
を
云
々
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
結
果
の
標
本
誤
差
を
計
算
す
る
と
と
庵
に
、

こ
れ
ら
の
相
互
の
間
に
果
た
し
て
有
為
差
が
あ
る
か
ゼ
う
か
を
統
計
学
的
に
判
定
す
る
た
め
に
カ
イ
ニ
乗
検
定
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
そ
れ
を
行
な
う
繁
を
避
け
る
た
め
に
、
各
社
の
支
持
率
調
査
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
集
中
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
、
次
の

よ
う
な
四
つ
の
時
期
に
つ
い
て
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
五
年
八
月
頃
、
三
八
年
一
〇
月
頃
、
四
一
年
三
月

か
ら
五
月
に
か
け
て
、
そ
れ
に
四
二
年
九
月
の
四
つ
の
時
期
で
あ
る
。
三
五
年
八
月
に
は
時
事
、
朝
日
が
、
そ
う
し
て
七
月
下
旬
に
は
毎
目
が
そ
れ

ぞ
れ
調
査
を
行
な
つ
て
お
り
、
三
八
年
一
〇
月
に
は
時
事
と
読
売
が
、
九
月
下
旬
に
は
毎
日
が
行
な
い
、
四
一
年
三
月
に
は
時
事
と
読
売
が
、
四

月
に
は
時
事
と
朝
日
が
、
四
月
に
は
時
事
と
毎
日
が
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
．
ま
た
、
四
二
年
九
月
に
は
時
事
、
朝
日
、
毎
日
の
三
社

が
行
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
に
つ
い
て
行
な
つ
た
標
本
誤
差
の
計
算
の
結
果
は
、
次
の
第
五
表
に
み
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
カ
イ
ニ
乗
検
定
を

行
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
有
為
差
を
認
め
得
な
い
の
は
、
わ
ず
か
に
昭
和
三
八
年
一
〇
月
の
読
売
と
九
月
の
毎
目
の
調
査
、
お
よ
び

昭
和
四
一
年
四
月
の
朝
日
と
五
月
の
毎
月
の
調
査
の
場
合
の
み
で
あ
つ
て
、
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
は
、
時
事
通
信
社
と
各
新
聞
社
の
謁

査
の
間
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
各
新
聞
社
の
調
査
相
互
の
間
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
有
為
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
ほ
ぽ
同
じ
時
期
に
行
な
わ
れ
た
内
閣
支
持
率
a
調
査
の
結
果
も
、
明
ら
か
に
差
違
が
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
差

違
の
要
因
が
「
時
」
以
外
の
な
に
か
で
あ
る
と
い
5
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
た
わ
け
で
あ
る
．
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
、
各
社
の
調
査

に
み
ら
れ
る
傾
向
が
一
応
統
計
学
的
に
も
証
明
さ
れ
た
と
い
う
べ
く
．
、
い
ず
れ
の
機
関
の
調
査
が
も
つ
と
も
正
確
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
と
も

　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
（
一
〇
〇
五
）



差第五表標本誤

世
論
調
査
分
限
界
に
つ
い
て

修正支．持率

％

40．9～46．5

49．8～52．8

38．5～42．1

36．0～41．4

30．3～33。7

31．4～34．6

33．7～38．3

39．2～42．8

38．1～43，7

28．3～31．7

33．4～39．9

27．3～30．3

39．1～44．7

36．3～39．7

32．1～34，5

誤　差

　　　％
土2．8

土1．82

土1．8

土2．74

土1。7

土1．6

土2．34

土1．78

土2、78

土1．66

土2．72

土1．5

土2．78

土1．7

土1。2

内閣支持率

　　　　％
　　43．7

　　51．0

　　40．3

　　38．7

　　32．0

　　33．0

36。Q

41．0

40．9

30．0

37．2

28．8

41．9

38．0

33．3

サンプル数

　　1，250

　　3，000

　　3，000

　　1，250

　　3，000

　　3，600

　　1，250

　　3，000

　　1，250

　　3，000

　　1，250

　　3，600

　　1，250

　　3，000

　　6，000

調　査　者

時・事通信

朝　　日
毎　　日

時事通信
読　　売
毎　　日

時事通信
読　　売
時1事通信
朝　　日
時事通信
毎　　日

信
日
日

通事
時
朝
毎

調査時期

35。　8

　　　〃

35．　7

38．10

38。　9

41．　3

　　〃

41．　4

41．　5

　　〃

42．　9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
一
〇
〇
六
）

か
く
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
世
論
調
査
に
バ
イ
ア
ス
の
か

か
る
可
能
性
を
十
分
に
立
証
し
、
世
論
調
査
の
限
界
を
示
し

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
な
ら
ば
、
間
題
は
、
「
何

故
に
、
同
じ
時
期
に
行
な
わ
れ
た
内
閣
支
持
率
の
調
査
の
結

果
に
、
明
ら
か
な
差
違
が
出
て
来
る
の
か
」
、
そ
う
し
て
、

よ
り
具
体
的
に
は
、
「
何
故
に
、
毎
日
新
聞
の
調
査
は
、
時

事
通
信
社
の
そ
れ
よ
り
も
、
つ
ね
に
低
い
支
持
率
を
示
す
の

か
」
と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
答
え

る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
お
よ
そ
そ
の
要

因
の
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
標
本
数
の
間
題
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
三
社
と
も
に
全
国
を
対
象
と
す
る
層
化
無
作
為

抽
出
法
に
よ
る
標
本
に
対
し
て
面
接
法
に
よ
つ
て
調
査
を
行

な
つ
て
い
る
点
で
は
変
り
な
い
が
、
た
だ
、
標
本
数
に
お
い

て
朝
日
と
読
売
は
三
、
○
○
○
に
固
定
し
て
い
る
の
に
対
し



て
、
毎
日
の
場
合
は
、
読
書
調
査
と
併
行
し
て
内
閣
支
持
率
調
査
を
行
な
う
た
め
か
、
そ
の
数
が
一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
時
事
通

信
社
の
調
査
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
標
本
数
は
つ
ね
に
一
、
二
五
〇
で
一
定
し
て
い
る
が
、
他
の
三
社
の
標
本
数
に
比
較
す
れ
ば
、
非
常
に
少

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
統
計
学
的
な
意
味
は
と
も
か
く
と
レ
て
も
、
一
応
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
い
い
得
る
こ
と

は
、
こ
れ
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ち
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朝
日
と
読
売
の
調
査
で
は
、
そ
の
回
収
率
が
ほ
ぼ
八
五
％
て
い
ど
で
一
定

し
て
い
る
の
に
反
し
、
時
事
通
信
社
の
場
合
で
は
七
五
％
か
ら
八
○
％
、
毎
日
の
場
合
に
は
七
六
％
か
ら
八
一
％
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ま
た
一

貫
し
て
や
や
低
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
標
本
に
関
連
す
る
差
違
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
前
記
の
支
持
率
の
違
い
を
説
明
し
得
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
も

一
半
の
要
因
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
な
お
考
慮
に
容
れ
る
べ
き
要
因
は
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
わ
れ
わ
れ

は
、
質
問
の
用
語
な
ら
び
に
回
答
の
選
択
肢
の
点
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
実
際
の
調
査
の
実
施
に
か
か
わ
る
調
査
員
そ
の
他
の
要
因
を
解
明
す

る
意
味
に
お
い
て
、
質
問
の
用
語
、
選
択
肢
の
比
較
検
討
を
試
み
る
と
と
も
に
、
調
査
員
の
状
況
そ
の
他
を
知
る
た
め
に
、
三
社
の
世
論
調
査
担

当
者
に
面
接
し
て
、
そ
の
間
の
事
情
を
聴
取
す
る
と
い
う
手
法
を
と
つ
た
。

　
ま
ず
、
質
問
の
用
語
で
あ
る
が
、
時
事
通
信
と
毎
巨
と
億
、
い
ず
れ
も
「
あ
な
た
は
○
○
内
閣
を
支
持
し
ま
す
か
」
と
肯
定
的
な
用
語
だ
け
で

質
問
し
て
い
る
の
に
対
し
、
朝
日
と
読
売
と
は
、
い
ず
れ
も
「
あ
な
た
は
○
○
内
閣
を
支
持
し
ま
す
か
、
し
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
肯
定
、
否
定
の

両
方
を
用
い
て
質
問
を
行
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
．
こ
う
し
た
質
問
の
用
語
が
、
回
答
者
に
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
竜
、
な
に
が
し
か
の
影
響
を
与
え
た
と
み
る
亡
と
は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
回

答
の
選
択
肢
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
は
、
時
事
通
信
社
と
読
売
と
が
、
「
支
持
す
る
」
「
支
持
し
な
い
」
「
わ
か
ら
な
い
」
の
三
つ
を
与
え
て
い
る

の
に
対
し
て
、
朝
日
は
、
「
支
持
す
る
」
「
支
持
し
な
い
」
「
そ
の
他
の
答
え
」
「
答
え
な
い
」
の
四
つ
を
与
え
、
毎
日
の
場
合
に
は
、
「
支
持
す
る
」

「
支
持
し
蹴
い
」
「
関
心
が
な
い
」
「
わ
か
ら
な
い
」
ユ
無
回
答
」
の
五
つ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
た
だ
ち
に
云
々
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
か
も
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知
れ
な
い
が
、
選
択
肢
が
多
い
ほ
ど
回
答
が
分
散
す
る
可
能
性
の
強
い
こ
と
は
道
理
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
毎
日
の
場
合
に
つ
ね
に
支
持
率
が
低
い

傾
向
が
生
れ
て
来
る
要
因
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
各
社
と
も
調
査
に
際
し
て
は
、
単
に
支
持
す
る
か
し
な
い
か

を
質
問
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
に
つ
い
て
も
質
問
を
行
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
毎
日
の
場
合
、
質
問
項
目
の
比
較
的
は

じ
め
の
方
に
「
支
持
率
」
に
ウ
い
て
の
設
問
を
行
な
つ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
も
附
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
調
査
員
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
朝
旧
の
場
合
に
は
学
生
ア
ル
バ
イ
杢
を
用
い
て
い
る
が
、
た
だ
調
査
の
経
験
者
を
避
け
る
方
針
を

と
つ
て
お
り
、
読
売
で
は
も
つ
ぱ
ら
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
、
毎
日
に
お
い
て
は
「
社
会
調
査
研
究
会
」
の
セ
ミ
・
プ
胃

の
婦
人
を
使
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
調
査
員
の
相
違
に

も
、
微
妙
な
差
違
の
要
因
が
あ
る
と
し
て
も
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。
何
故
か
と
い
え
ば
．
集
計
さ
れ
た
世
論
調
査
の
結
果
も
．
所
詮
は
フ
ィ
ー
ル

ド
に
お
け
る
調
査
員
が
個
々
に
記
録
し
た
も
の
の
そ
れ
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
つ
て
、
調
査
員
の
質
や
行
動
が
結
果
に
対
し
て
か
な
り
重
大

な
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
．
，
な
お
、
そ
の
他
の
点
で
の
各
社
の
世
論
調
査
担
当
者
と
の
面
接
の
結
某
で
は
、

さ
し
て
言
及
す
べ
ぎ
点
も
な
い
が
、
敢
て
い
う
な
ら
ば
、
毎
日
お
よ
び
読
売
の
担
当
者
が
、
こ
う
し
た
調
査
結
果
の
差
違
に
つ
い
て
、
選
択
肢
の

違
い
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
朝
日
の
担
当
者
が
調
査
方
法
に
関
し
て
か
な
り
厳
格
な
考
え
方
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
の
目
的
咲
こ
れ
ら
各
社
の
世
論
調
査
を
比
較
し
て
優
劣
を
つ
け
、
い
ず
れ
の
結
果
が
よ
り
正
し
い
か
を
判
定
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
た
だ
、
い
い
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
比
較
的
明
瞭
で
あ
り
か
つ
単
純
で
あ
る
内
閣
支
持
率
の
調
査
に
お
い
て
す
ら
、
一
こ
の
よ
う

に
調
査
結
果
に
か
な
り
の
差
違
が
み
ら
れ
、
そ
の
方
法
の
上
で
考
え
ら
れ
る
要
因
も
い
ろ
い
ろ
と
複
雑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、

よ
り
複
雑
か
つ
微
妙
な
問
題
に
関
す
る
世
論
調
査
と
も
な
れ
ば
、
よ
り
以
上
に
論
議
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
引
。
し
か
し
な

が
ら
、
－
い
ま
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
世
論
調
査
と
い
う
世
論
推
測
の
方
法
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
．



た
だ
、
そ
れ
が
方
法
論
上
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
問
題
を
残
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
、
明
ら
か
に
限
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
よ

う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
敢
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
に
、
一
方
に
お
い
て
、
世
論
調
査
の
実
施
あ
ξ
い
は
そ
の
結
果
の
発
表
に
当
つ
て

は
よ
り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
誤
つ
た
方
法
に
よ
る
世
論
調
査
の
も
つ
危
険
性
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お

い
て
．
世
論
調
査
の
結
果
を
全
く
信
用
す
る
な
と
い
ゲ
れ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
評
価
す
る
に
際
し
て
は
、
十
分
に
世
論
調
査
の
も
つ
限
界
を

認
識
す
る
と
と
も
に
、
他
の
資
料
と
の
関
連
に
お
い
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
し
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
論
の
動
態
は
必
ず
し
も
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
世
論
調
査
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
意
見
の
分
布
は
決

し
て
世
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
世
論
調
査
は
、
あ
ぐ
ま
で
も
世
論
過
程
を
あ
る
時
点
に
お
い
て
静
態
的
に
と
ら
え
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

以
上
は
、
世
論
の
動
向
を
適
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
す
ぐ
れ
た
洞
察
力
を
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、
多
様
な
方
法
に
よ
つ
て
こ
れ
を
認
識
す

る
積
極
的
な
姿
勢
と
努
力
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
「
沖
縄
の
世
論
調
査
」
に
つ
い
て

　
最
後
に
、
同
様
に
世
論
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
に
お
い
て
、
い
ま
一
つ
の
ケ
ー
ス
・

ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
最
近
い
ろ
い
ろ
と
実
施
さ
れ
、
…
論
争
を
呼
ん
で
い
る
「
沖
縄
の
世
論
調
査
」
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
沖

縄
住
民
に
対
し
て
は
本
格
的
な
世
論
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
に
至
つ
て
、
住
民
の
祖
国
復
帰
問
題

に
つ
い
て
の
意
見
を
中
心
ど
し
て
、
琉
球
大
学
の
「
復
帰
間
題
に
対
す
る
那
覇
市
民
の
態
度
」
の
調
査
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
）
、
東
京
大
学
沖
縄
社

会
調
査
団
の
「
沖
縄
住
民
の
意
識
構
造
」
に
つ
い
て
の
調
査
（
昭
和
四
一
年
一
二
月
）
、
琉
球
新
報
社
の
「
第
一
回
全
琉
球
世
論
調
査
、
沖
縄
の
世

論
」
（
昭
和
匹
二
年
六
月
）
お
よ
び
朝
日
新
聞
社
0
「
沖
縄
の
世
論
」
調
査
（
昭
和
四
二
年
九
且
）
の
四
つ
の
講
査
が
相
前
後
し
て
行
な
わ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ピ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
に
お
い
て
、
と
く
に
東
大
調
査
と
琉
新
調
査
の
そ
れ
と
に
お
い
で
、
沖
縄
住
民
の
祖
国
復
帰
に
対
す
る
意
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見
が
か
な
り
食
い
違
つ
た
も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
た
た
め
に
」
こ
れ
ら
の
調
査
を
実
施
し
、
あ
る
い
は
発
表
し
た
新
聞
の
対
立
関
係
、
さ
ら
に
は

日
米
関
係
や
復
帰
運
動
に
つ
い
て
の
政
治
的
、
イ
デ
オ
牌
ギ
ー
的
対
立
や
感
傷
な
ど
が
関
連
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
大
き
な
話
題
と
な
り
、

い
ろ
い
ろ
と
論
争
を
ま
ぎ
起
す
に
至
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
琉
球
新
報
の
島
袋
記
者
が
「
エ
コ
ノ
、
・
・
ス
ト
」
に
お
い
て
「
沖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

縄
の
政
治
と
復
帰
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
「
琉
球
新
報
調
査
で
は
、
即
時
全
面
返
還
が
、
段
階
返
還
を
一
〇
・
○
％
以
上
も
上
ま

わ
つ
て
い
る
（
四
三
・
八
％
）
の
に
た
い
し
、
東
大
調
査
は
、
段
階
論
が
即
時
全
面
を
約
六
％
上
ま
わ
る
四
七
・
一
％
で
あ
る
」
な
ど
五
項
目
の
相

違
を
挙
げ
、
東
大
調
査
を
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
．
東
大
の
辻
村
明
助
教
授
が
「
潮
」
紙
上
に
お
い
て
「
沖
縄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

世
論
」
を
発
表
し
て
反
ば
く
す
る
な
ど
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
な
お
い
ろ
い
ろ
と
論
議
さ
れ
て
い
る
．

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
、
東
大
調
査
が
そ
れ
に
関
係
し
た
「
朝
日
」
と
そ
れ
と
結
ん
で
い
る
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
と
に
、
琉
新
調
査

は
、
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
と
競
争
関
係
に
あ
る
当
の
「
琉
球
新
報
」
お
よ
び
「
朝
日
」
と
競
合
す
る
町
毎
日
」
「
読
売
」
の
二
紙
に
そ
れ
ぞ
れ
発
表

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
元
来
未
発
表
の
琉
大
調
査
の
結
果
は
、
共
同
通
信
祉
が
取
材
し
、
「
神
戸
新
聞
」
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
こ
の
よ
う
な
新
聞
社
相
互
の
競
合
対
立
が
反
映
し
て
か
、
発
表
の
見
出
し
に
も
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
沖
縄
住
民
の
世
論
の
動
向
を

冷
静
に
把
握
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
調
査
結
果
の
食
い
違
い
を
い
た
ず
ら
に
強
調
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
た
。
か
て
て
加
え
て
、
こ
の
周
題
に

つ
い
て
は
、
各
政
党
、
各
種
の
運
動
団
体
に
よ
つ
て
か
な
り
意
見
の
対
立
が
み
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
が
か
ら
み
合
つ
て
、
よ
り
以
上
に
大
き

な
間
題
と
し
て
論
争
を
呼
ぶ
結
果
と
な
つ
た
こ
と
は
否
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
、
マ
そ
の
よ
う
な
感
情
的
な
対
立
や
政
治
的
な
論
争
に
加
わ
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
つ
て
、
た
だ
、
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
論
調
査
の
問
題
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
限
界
を
示
す
上
に
お
い
て
、
こ
め
「
沖
縄
の
世
論
調
査
」
が
非
常
に
適
当
な
ケ
ー

ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
意
昧
で
、
少
し
く
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の

調
査
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
そ
の
方
法
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
世
論
調
査
そ
れ
自
体
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で



第六表　沖縄世論調査の方法

調査
方法

回　収　率

面接 不　　明

面接

本　島
　870（73％）
石垣島
　209（87％）

面接 1，063（708％）

面接
　　　　　～
1，617（81％）

紬出法

不明

段
法
　
　
段
法
　
為
法

二
　
　
　
二
　
　
作
出

為
出
　
　
為
出
　
無
抽

作
　
　
　
作
　
　
化
段

無
抽
　
　
無
抽
　
層
二

標本数

　　5GO

本　島
　　1，200
石垣島

　　　240

　　1，500

　　2，000

調査対象

那覇市民成
年男女

沖縄本島お
よび石塩島
成年男女

全琉球の成
年男女

全琉球の成
年男女

調査期日

40．7．12

41．12

6
　
　
　
　
　
Q
ゾ

2
　
　
　
2

4
　
　
　
　
4

調査機関

琉球大学

東大沖縄社
会調査団

琉球新報社

朝目新聞社

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て

あ
る
。

　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
調
査
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
み
る
に
、
そ
の
概
要
は
、
上
の
第
六

表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
琉
球
大
学
の
調
査
は
未
発
表
で
あ
る
た
め
に
そ
の
詳

細
を
知
り
得
な
い
し
、
那
覇
市
の
み
を
対
象
と
し
た
小
規
模
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
三
調
査

は
ほ
ぽ
琉
球
全
体
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
現
在
の
段
階
で
は
科
学
的
に
も
つ

と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
調
査
方
法
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
東
大
調
査
の
み
が
対
象

を
沖
縄
本
島
と
石
垣
島
と
に
限
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
琉
新
調
査
お
よ
び
朝
日
調
査
は
全
琉

球
を
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
標
本
数
の
点
で
は
、
東
大
調
査
が
本
島
で
一
、
二
〇
〇
、
石

垣
島
で
二
四
〇
、
計
一
、
四
四
〇
で
あ
り
」
琉
新
調
査
は
一
、
五
〇
〇
、
朝
日
調
査
が
二
、
○

○
○
で
、
琉
大
調
査
の
五
〇
〇
を
除
い
て
は
、
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
い
ず
れ
も
か
な
り
の
標

本
を
取
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
大
調
査
と
琉
新
調
査
は
い
ず
れ
も
無
作
為
二
段
抽
出
法
を
用

い
て
い
る
の
に
対
し
、
朝
日
調
査
は
層
化
無
作
為
二
段
抽
出
法
を
用
い
て
い
る
点
で
異
な
つ
て

い
る
。
回
収
率
に
つ
い
て
は
、
東
大
調
査
が
本
島
で
七
三
％
、
石
垣
島
で
八
七
％
、
琉
新
調
査
が

七
〇
・
八
％
、
朝
日
調
査
が
八
一
％
で
、
こ
れ
ま
た
多
少
の
相
違
は
あ
る
し
、
そ
れ
が
結
果
に

何
が
し
か
の
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
こ
の
種
の
調
査
に
お
い
て
一
般
に
得
ら
れ

る
程
度
の
回
収
率
は
十
分
得
て
い
る
と
い
ヶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
こ
の
よ
う
に
、
琉
大
調
査
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
残
り
の
三
調
査
の
方
法
に
は
、
微
妙
な

差
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
へ
だ
た
り
を
示
し
て
い
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
（
一
〇
一
一
）



　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
（
一
〇
二
一
）

け
で
は
な
い
創
今
回
の
論
争
に
お
い
て
は
、
東
大
調
査
で
は
調
査
地
域
が
沖
縄
本
島
と
石
垣
島
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
標
本
数
が
琉
新
調

査
に
比
較
し
て
多
少
少
な
い
こ
と
、
調
査
地
点
が
東
大
の
本
島
三
〇
、
石
垣
鳥
六
、
合
計
三
六
で
、
琉
新
調
査
の
七
五
に
比
較
し
て
少
な
い
こ
と
な

ど
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
方
法
の
上
で
の
論
点
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
は
や
は
り
「
サ
ン
プ
ル
の
数
が
多
い
こ
と
だ
け
が
能
な
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
。
サ
ソ
プ
ル
の
精
度
の
高
い
こ
と
、
つ
ま
り
母
集
団
に
対
す
を
代
表
性
の
高
い
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
、
東
大
調
査
の
方
が
精
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
、
抽
出
法
で
朝
旧
調
査
の
み
が
層
化
法
を
と

つ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
回
収
率
に
一
〇
％
程
度
の
ひ
ら
き
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
一
応
は
問
題
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な

お
、
琉
大
調
査
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
詳
細
が
不
明
で
あ
る
が
、
標
本
数
は
五
〇
〇
で
、
東
大
調
査
の
那
覇
市
に
お
け
る
回
収
実
数
五
二
二
に

近
く
、
そ
れ
ほ
ど
大
ぎ
な
相
違
は
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
点
で
若
干
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
調
査
の
結
果
に
大
な
り
小
な
り
影
響
を
及
ぽ
す
可
能
性

を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
そ
れ
が
世
論
調
査
そ
れ
自
体
の
も
つ
制
約
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
回
の
こ
れ
ら
の
調
査
に
関
す
る
限
り
は
、
い
ず
れ
も
現
在
の
段
階
で
も
つ
と
も
科
学
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本

質
的
な
大
き
な
差
違
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
結
果
に
大
き
な
食
い
違
い
が
生
じ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
サ
ン
プ

リ
ン
グ
に
関
す
る
問
題
点
か
ら
生
じ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
の
理
由
に
帰
せ
し
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
．

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
ま
ず
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
調
査
時
期
の
相
違
で

あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昭
和
四
〇
年
七
月
の
琉
大
調
査
と
四
二
年
九
月
の
朝
日
調
査
で
は
二
年
以
上
の
時
間
の
経

過
が
あ
り
、
問
題
の
東
大
調
査
と
琉
新
調
査
で
も
半
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
．
あ
る
い
は
世
論
の
動
向
が
半
年
や
一
年
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
化

し
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
論
は
つ
ね
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
世

論
調
査
の
結
果
は
そ
の
過
程
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
意
見
の
分
布
を
固
定
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
調



査
が
実
施
さ
れ
た
約
二
年
の
間
に
は
、
沖
縄
返
還
問
題
が
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
、
，
人
び
と
の
意
見
や
態
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
よ
う
な
事
態
の
展
開
が
あ
つ
た
こ
と
を
考
慮
に
容
れ
る
な
ら
ば
、
「
時
」
の
要
素
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
か
ろ
，
う
。
今
回
の
そ
れ

ぞ
れ
の
調
査
結
果
に
、
時
の
経
過
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
に
わ
か
に
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
真
に
世
論

の
動
向
を
把
握
し
、
そ
の
展
開
の
過
程
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
時
問
の
経
過
を
十
分
に
考
慮
に
容
れ
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
か
ら

一
つ
の
ト
レ
ン
ド
を
導
き
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
質
闇
の
用
語
や
回
答
の
選
択
肢
の
与
え
方
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
結
果
に
か
な
り
の
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
を
も
つ
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
め
点
に
つ
い
て
、
問
題
の
東
大
調
査
と
琉
新
調
査
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
東
大
調
査
で
は
、

　
「
と
こ
ろ
で
、
本
土
復
帰
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
に
は
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
（
と
い
つ
て
、
リ
ス
ト
A
を
見
せ
る
）
、
ほ
ぼ
五
つ
の
意
見

が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
第
1
は
、
沖
縄
は
す
ぐ
に
も
日
本
本
土
に
全
面
的
に
復
帰
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見

　
第
2
は
、
本
土
に
徐
々
に
復
帰
し
て
い
く
の
が
よ
い
と
い
う
意
見

　
第
3
は
、
沖
縄
は
ア
メ
リ
カ
の
一
州
に
な
る
の
が
よ
い
と
い
う
意
見

　
第
4
は
、
国
際
連
合
の
信
託
統
治
地
域
に
な
る
の
が
よ
い
と
い
う
意
見

　
そ
し
て
第
5
は
、
沖
縄
は
独
立
国
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
で
す
．
あ
な
た
は
、
こ
の
な
か
の
ど
の
意
見
に
賛
成
で
す
か
。
」

と
い
う
設
間
を
行
な
い
、
そ
の
他
、
不
明
を
合
わ
せ
て
七
つ
の
選
択
肢
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
．

　
こ
れ
に
対
し
て
、
琉
新
調
査
で
は
、

　
「
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
希
望
す
る
の
は
つ
ぎ
の
ど
れ
で
す
か
（
一
つ
だ
け
え
ら
ん
で
下
さ
い
）
」

　
　
　
世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
九
．
　
（
一
．
〇
二
5



　
　
　
世
論
調
査
の
限
”
界
に
つ
い
て

と
設
問
し
、
次
の
よ
う
な
一
〇
の
選
択
肢
を
設
け
て
い
る
。

10987654321

す
な
わ
ち
、

　
こ
の
よ
う
に
、

意
見
を
客
観
的
に
提
示
し
、

形
と
な
つ
て
い
る
。

東
大
調
査
で
は
、

ッ
プ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ど
、

て
は
、

提
と
し
て
回
答
す
る
と
い
う
よ
う
な
質
的
に
異
な
つ
た
回
答
が
区
別
さ
れ
な
い
で
含
ま
れ
勝
ち
で
あ
る
．

一
δ
　
（
一
．
Q
西
）

す
ぐ
日
本
本
土
入
全
面
復
帰
し
た
い
。

段
階
的
に
日
本
本
土
に
復
帰
し
た
い
。

現
状
の
ま
ま
が
よ
い
。

ア
メ
リ
カ
の
一
州
に
な
る
の
が
よ
い
。

中
共
に
つ
く
の
が
よ
い
。

台
湾
に
つ
く
の
が
よ
い
。

国
連
信
託
統
治
に
な
る
の
が
よ
い
。

独
立
国
に
な
る
の
が
よ
い
。

わ
か
ら
な
い
，

そ
の
他

　
　
　
　
両
調
査
で
は
、
設
問
の
形
式
、
個
々
の
用
語
に
お
い
て
か
な
り
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
大
調
査
で
は
，
五
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
れ
に
賛
成
す
る
か
を
質
問
す
る
形
式
を
と
つ
て
お
り
、
琉
新
調
査
で
は
．
よ
り
直
接
的
に
主
観
的
な
希
望
を
聞
く

　
　
　
　
　
ま
た
、
用
語
の
点
で
も
、
「
本
土
に
徐
々
に
復
帰
し
て
い
く
…
…
」
「
段
階
的
に
日
本
本
土
に
復
帰
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、

　
　
　
　
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
時
間
的
経
過
を
意
味
す
る
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
、
琉
新
調
査
で
は
、
む
し
ろ
復
帰
へ
の
条
件
、
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
か
な
り
微
妙
な
差
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
質
問
に
対
し

人
に
よ
つ
て
客
観
的
可
能
性
を
答
え
、
ま
た
人
に
よ
つ
て
主
観
的
希
望
を
答
え
る
場
合
が
あ
り
、
現
実
を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
理
想
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
形
式
や
用
語



が
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
は
い
い
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
な
く
士
も
、
設
問
の
形
式
や
用
語
が
、
世
論
調
査
の
一
つ
の
大
き
な
間
題
点
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
関
す
る
限
り
は
、
一
つ
の
大
き
な
相
違
は
選
択
肢
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
琉
新
調
査
で
は
「
現
状
の
ま
ま
が

よ
い
」
「
中
共
に
つ
く
の
が
よ
い
」
「
台
湾
に
つ
く
の
が
よ
い
」
と
い
う
．
東
大
調
査
に
は
な
い
三
つ
の
選
択
肢
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
選
択
肢
が

多
け
れ
ば
意
見
が
そ
れ
だ
け
分
散
す
る
傾
向
を
も
隻
選
択
肢
の
与
え
方
が
結
果
に
か
な
り
影
響
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
現
状
の
ま
ま
が
よ
い
」
と
い
う
中
立
的
な
立
場
の
意
見
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の

調
査
結
果
に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
琉
新
調
査
に
お
い
て
、
幽
人
も
希
望
し
な
か
つ
た
、
中
共
に
つ
く
の
が
よ
い
」

お
よ
び
「
台
湾
に
つ
く
の
が
よ
い
」
と
い
う
選
択
肢
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
九
一
名
、
八
・
六
％
の
人
び
と
が
希
望
を
示
し
た
「
現
状
の
ま
ま

が
よ
い
」
と
い
う
選
択
肢
が
、
「
即
時
全
面
復
帰
」
か
「
段
階
的
復
帰
」
か
に
つ
い
て
の
意
見
の
分
布
を
比
較
す
る
場
合
に
、
非
常
に
大
き
な
意

味
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
世
論
調
査
の
方
法
に
関
す
る
一
つ
の
闘
題
点
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
調
査
員
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
つ
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
論
調
査
の
結
果
を
左
右
す
る
崩
つ
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
レ
」
の
点
に
つ
駆
て
は
、
詳
細
な
資
料

を
欠
く
た
あ
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
つ
い
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
．

　
さ
て
、
第
三
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
世
論
調
査
の
方
法
そ
れ
自
体
の
閥
題
と
は
い
え
な
い
が
、
調
査
結
果
の
解
釈
の

仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
、
調
査
の
方
法
が
い
か
に
科
学
的
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
結
果
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
極
め
て
重

要
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
い
か
ん
で
は
、
世
論
調
査
は
世
論
の
動
向
を
推
測
す
る
客
観
的
科
学
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
却
つ
て
危
険

な
世
論
操
作
、
．
大
衆
操
作
の
季
段
蓋
も
な
り
か
ね
蹴
い
ゐ
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
世
論
調
査
の
方
法
の
未
熟
さ
、
あ
る
い
は
不
完
全
さ
な
ど
よ
り
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も
、
は
る
か
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
点
で
は
、
今
回
の
沖
縄
調
査
に
つ
い
て
も
問
題
な
．
し
と
し
な
い
、
の
で
あ
り
、
と
く
に
琉
新
調
査
の
結
果
の
解
釈
に
つ
い
て
は
し
か
り
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
東
大
調
査
と
琉
新
調
査
の
比
較
に
お
い
て
、
即
時
全
面
復
帰
と
段
階
的
復
帰
の
意
見
の
分
布
、
民
主
党
と
社
大
党
の
支
持
率

の
点
で
の
大
き
な
食
い
違
い
、
．
さ
ら
に
は
段
階
的
復
帰
論
者
を
現
実
主
義
的
な
考
え
の
人
び
と
と
解
釈
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
で
、

解
釈
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
琉
球
新
報
の
島
袋
記
者
の
東
大
調
査
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
辻
村
助
教
授
の
反
論
が

加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
解
釈
上
の
問
題
点
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
即
時
全
面
復
帰
と
段
階
的
復
帰

と
の
い
ず
れ
の
割
合
が
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
、
両
調
査
の
結
果
が
逆
に
な
つ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
琉
新
調
査
に

お
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
現
状
の
ま
ま
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
が
八
・
六
％
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
全
体
に
大
き
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な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
を
「
現
状
維
持
に
お
ま
け
し
て
、
段
階
論
と
一
緒
に
す
る
の
が
適
当
で
」
あ
る
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
と
し
て
、
本
土
復
帰
に
賛
成
で
も
反
対
で
も
な
い
こ
の
中
立
的
な
立
場
の
意
見
の
割
合
を
ど
5
み
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
両
者
の
食
い
違

い
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
民
主
党
と
社
大
党
の
支
持
率
の
違
い
で
あ
る
が
、
東
大
調
査
で
は
第
一
が
社
大
党
の
二
六
％
、
第
二
が
民
主
党
の
一
六
・
七
％
で
あ
る

の
に
対
し
、
琉
新
調
査
で
は
第
一
・
が
民
主
党
の
二
三
・
二
％
、
第
二
が
社
大
党
の
二
〇
・
七
％
で
、
支
持
率
が
社
大
党
で
五
・
三
％
、
民
主
党
で

六
・
五
％
そ
れ
ぞ
れ
違
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
と
こ
ろ
が
、
「
支
持
政
党
な
し
」
「
い
え
な
い
」
が
東
大
調
査
で
三
〇
・
八
％
、
琉
新
調
査
で
四

二
・
四
％
の
高
率
を
占
め
て
お
り
、
前
記
の
五
・
三
％
、
六
・
五
％
の
差
は
お
ろ
か
、
い
ず
れ
の
政
党
の
支
持
率
よ
り
も
は
る
か
に
上
ま
わ
つ
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
解
釈
に
当
つ
て
は
、
こ
の
三
割
以
上
の
人
び
と
の
存
在
を
無
視
し
得
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
い
ず
れ
の
政
党
が
現
実
に
よ
り
大
き
な
支
持
を
得
て
い
る
か
を
に
わ
か
に
断
定
し
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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第
三
の
「
段
階
的
復
帰
論
者
」
を
「
現
実
主
義
的
な
考
え
方
の
ひ
と
び
と
と
一
括
」
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
当
否
で
あ
る
が
こ
の
点
に
関
す
る



限
り
は
、
「
段
階
的
復
帰
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
ま
た
早
計
に
断
定
し
得
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ

ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
東
大
調
査
で
は
「
本
土
に
徐
々
に
復
帰
」
と
い
う
用
語
が
、
琉
新
調
査
で
は
「
段
階
的
に
日
本
本
土
に
復
帰
」
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
多
少
ニ
ュ
ア
ソ
ス
の
違
つ
た
質
問
で
あ
ゐ
ど
同
時
に
、
・
い
ず
れ
も
か
な
り
漢
然
ど
し
た
意
味
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で

あ
つ
て
、
回
答
者
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
受
け
と
つ
て
回
答
し
た
か
が
か
な
り
聞
題
と
な
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
の
み
で
「
現
実
主
義
的
な

考
え
方
の
人
び
と
」
と
断
定
す
る
こ
と
も
、
そ
う
で
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
と
も
に
疑
問
が
残
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
い
い
得
る
こ
と
は
、
保
守

的
だ
か
ら
現
実
的
で
あ
る
、
革
新
的
だ
か
ら
現
実
的
で
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
論
理
に
は
組
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
現
実
的
で

あ
る
か
な
い
か
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
最
後
に
、
解
釈
の
問
題
と
関
連
し
て
、
調
査
結
果
分
新
聞
発
表
の
仕
方
、
と
く
に
そ
の
見
出
し
の
つ
け
方
に
つ
い
て
一
言
論
及
し
て
お

こ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
世
論
調
査
の
結
果
の
記
事
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
新
聞
記
事
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば

問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
発
表
記
事
に
お
い
て
も
、
か
な
リ
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
誤
解
を
与
え
か
ね
な
い
よ
う
な
も
の
が
見
受
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け
ら
れ
る
。
「
毎
日
」
の
見
出
し
は
「
『
即
時
』
4
3
パ
ー
セ
ソ
ト
『
段
階
』
32
パ
レ
セ
ン
ト
」
、
「
琉
球
新
報
」
の
見
出
し
は
「
強
ま
る
住
民
の
願
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い
、
即
時
4
3
％
」
と
な
つ
て
お
り
、
こ
れ
の
み
で
は
読
者
に
誤
解
を
与
え
か
ね
な
い
。
ま
た
、
「
神
戸
新
聞
」
の
見
出
し
は
「
祖
国
復
帰
で
食
い
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違
う
“
沖
縄
の
心
”
即
時
希
望
が
多
い
。
琉
大
、
東
大
『
段
階
的
』
が
上
回
る
」
と
な
つ
て
お
り
、
こ
れ
は
調
査
の
結
果
よ
り
も
、
両
調
査
の
違

い
に
重
点
を
お
い
た
発
表
を
し
て
い
る
．
こ
れ
ら
の
記
事
、
見
出
し
に
東
大
調
査
、
そ
の
背
後
に
あ
る
、
「
朝
日
」
に
対
す
る
対
立
感
情
が
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
幸
で
あ
る
が
、
多
少
と
も
そ
の
に
、
お
い
が
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
世
論
は
つ
ね
に
変
動
し
て
い

る
過
程
で
あ
り
、
ま
た
世
論
調
査
の
結
果
そ
れ
自
体
が
世
論
の
動
向
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
も
つ
て
い
る
以
上
は
、
間
違
つ
た
報
告
は
も
ち

ろ
ん
、
誤
解
を
招
き
易
い
よ
う
な
発
表
の
仕
方
は
厳
に
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
発
表
記
事
は
、
調
査
結
果
の
受
け
と
め
方
に
お
い
て
、
も
つ
と
慎
重
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
し
、
正
確
を
期
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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以
上
、
最
近
め
沖
縄
調
査
と
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
世
論
調
査
そ
れ
自
体
の
限
界

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
来
た
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
調
査
の
優
劣
を
比
較
し
、
い
ず
れ
が
よ
り
正
し
い
か

を
判
定
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
要
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
も
明
ら
か
な
よ
5
に
、
世
論
調
査
と
い
う
も
の
が
い
か
に
微
妙
な
問

題
を
含
ん
で
い
る
か
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
点
で
限
界
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
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四
四
ー
五
一
頁
。

辻
村
明
、
沖
縄
の
世
論
ー
そ
の
最
大
公
約
数
と
今
後
の
動
向
ー
、
潮
、
第
八
九
号
、
昭
和
四
二
年
一

同
書
、
一
六
一
、
二
頁
。

同
書
、
一
六
三
頁
。

島
袋
、
前
掲
書
、
四
六
、
五
一
頁
。

毎
日
新
聞
、
昭
和
四
二
年
七
月
二
三
日
、
朝
刊
、
第
一
面
。

琉
球
新
報
社
、
沖
縄
の
世
論
、
第
一
回
全
琉
球
世
論
調
査
ー
沖
縄
の
政
治
と
復
帰
に
つ
い
て
ー
、

「
強
い
全
面
返
還
の
要
求
i
核
付
き
支
持
は
一
割
強
ー
」
と
な
つ
て
い
る
。

神
戸
新
聞
、
昭
和
四
二
年
四
月
二
六
日
、
朝
刊
、
第
一
面
。

島
袋
浩
．
世
論
調
査
、
「
沖
縄
の
政
治
と
復
帰
に
つ
い
て
」
ー
即
時
返
還
と
ベ
ト
ナ
ム
休
戦
を
ー
、
江
コ

五
、
む

す

び

ノ
ミ
ス
ト

第
四
五
巻
、

第
三
二
号
、

一
月
、
一
五
八
ー
一
七
五
頁
。

昭
和
四
二
年
八

昭
和
四
二
年
八
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
ト
ッ
プ
の
見
出
し

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
今
同
、
世
論
の
動
向
を
推
測
す
る
も
つ
と
も
科
学
的
な
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
世
論
調
査
に
つ
い
て
．
い
ろ
い
ろ

な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
、
そ
れ
が
い
か
に
多
く
の
間
題
を
含
ん
で
い
る
か
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
限
界
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
「
朝
日
」
「
毎
日
」
「
読
売
」
の
三
新
聞
社
が
過
去
一
〇
年
間
に
行
な
つ
て
来

た
世
論
調
査
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
世
論
調
査
が
そ
の
主
題
は
も
ち
ろ
ん
、
方
法
の
点
で
も
い
か
に
多
様
で
あ
り
、
複
雑
な



も
の
で
あ
る
か
を
示
し
た
。
次
い
で
、
「
内
閣
支
持
率
調
査
」
お
よ
び
「
沖
縄
の
世
論
調
査
」
に
つ
い

て
の
事
例
研
究
を
行
な
い
、
本
格
的
な
世

論
調
査
の
手
法
に
よ
つ
て
実
施
さ
れ
た
し
の
よ
う
な
調
査
で
あ
つ
て
す
ら
、
い
か
に
問
題
が
多
い
か
、
し
た
が
つ
て
限
界
を
も
つ
も
の
で
あ
為
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
。

　
そ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
科
学
的
な
調
査
方
法
と
し
て
の
世
論
調
査
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
主
張

し
た
い
こ
と
は
、
世
論
調
査
が
こ
の
よ
う
に
多
く
の
問
題
点
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
一
方
に
お
い
七
、
調
査
方
法
の
よ
り
以
上
の
発
展

が
期
せ
ら
る
ぺ
き
で
あ
り
、
そ
の
実
施
や
集
計
、
解
釈
、
発
表
な
ど
の
点
で
さ
ら
に
慎
重
な
態
度
が
望
重
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、

調
査
の
結
果
を
受
け
と
め
、
現
実
の
世
論
の
動
向
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
よ
う
な
世
論
調
査
の
問
題
点
、
そ
の
限
界
を

十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
論
調
査
の
限
界
に
つ
い
で

二
五
　
　
（
嚇
Q
一
九
）


