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新
聞
の
枠
組
設
定
機
能
に
関
す
る

　
　
　
ー
戦
後
転
換
期
と
朝
日
新
聞
社
説
1

一
考
察

鶴

木

眞

e
　
問
題
の
所
在

新聞の枠組設定機能に関する一考察

　
太
平
洋
戦
争
終
了
後
、
G
E
Q
の
指
導
の
下
で
日
本
の
新
聞
は
、
「
軍
国
主
義
の
徹
底
的
絶
滅
、
封
建
的
国
家
性
の
超
克
に
よ
る
民
主

主
義
的
革
新
」
（
朝
日
、
社
説
2
0
・
1
1
・
7
）
を
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
五
年
に
は
七
社
宣
言
に
み
ら
れ
る
反
政
府
運
動
と
反
体
制
運

動
の
峻
別
、
お
よ
び
後
者
へ
の
非
容
認
を
明
確
化
し
た
。
ま
た
昭
和
六
一
年
に
は
、
敗
戦
に
よ
る
昭
和
史
の
断
絶
を
否
定
す
る
天
皇
在
位

六
〇
年
へ
の
礼
讃
を
表
明
す
る
に
い
た
っ
た
。

　
新
聞
論
調
の
こ
の
変
換
を
現
実
の
新
聞
記
事
を
引
用
し
て
振
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

　
在
京
七
社
の
新
聞
は
昭
和
三
五
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
訂
に
関
す
る
社
会
的
混
乱
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
七
社
宣
言
「
暴
力
を
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
、
議
会
主
義
を
守
れ
」
を
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
六
月
十
五
日
夜
の
国
会
内
外
に
お
け
る
流
血
事
件
は
、
そ
の
事
の
依
っ
て
き
九
る
所
以
を
別
之
し
て
、
議
会
主
義
を
危
機
に
陥
れ
る
痛
恨
事
で
あ
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っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
将
来
に
対
し
て
、
今
日
ほ
ど
、
深
い
憂
慮
を
も
つ
こ
と
は
な
㌧

　
　
民
主
主
義
は
言
論
を
も
っ
て
争
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
ま
た
い
か
な
る
政
治
的
難
局
に
立
と
う
と
、
暴
力
を

　
用
い
て
事
を
運
ば
ん
と
す
る
こ
と
は
、
断
じ
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
た
び
暴
力
を
是
認
す
る
が
如
き
社
会
的
風
潮
が
一
般
化
す
れ
ば
、
民
主

　
主
義
は
死
滅
し
、
目
本
の
国
家
的
存
立
を
危
う
く
す
る
重
大
事
態
に
な
る
も
の
と
信
ず
る
。
…
…
」
（
3
5
・
6
・
1
7
）
。

　
天
皇
に
つ
い
て
い
え
ば
、
昭
和
二
一
年
一
月
十
五
日
「
民
主
戦
線
と
天
皇
制
間
題
」
と
い
う
社
説
で
、
共
産
党
の
天
皇
制
問
題
に
つ
い

て
の
声
明
を
と
り
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
発
表
さ
れ
た
声
明
に
よ
れ
ば
『
天
皇
制
の
廃
止
と
は
、
こ
れ
を
国
家
の
制
度
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
』
で
あ
り
、
そ
の
上
で
皇
室
の
存
続
が
い
か

　
に
な
る
か
は
『
将
来
日
本
の
民
主
主
義
が
達
成
さ
れ
る
時
、
日
本
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
』
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
声
明
が
、

　
天
皇
の
政
治
上
の
大
権
を
一
切
否
認
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
政
治
と
切
り
離
さ
れ
た
皇
室
に
つ
い
て
は
、
国
民
感
情
を
生
か
し
て
行
く
余
地
を

　
の
こ
し
て
い
る
。

　
　
天
皇
制
が
、
信
仰
の
問
題
と
し
て
で
な
く
、
あ
く
ま
で
国
家
制
度
の
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
政
党
間
の
天
皇
制
に
関
す
る
意
見

　
の
相
違
は
、
漸
次
、
質
の
差
異
か
ら
程
度
の
差
異
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
場
合
に
は
、
天
皇
制
問
題
が
、
必
ず
し
も
民
主
共
同
戦
線
の
障
害
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
る
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
る
．
共
産
党
の
声
明
が
．
他
の
政
党
に
与
え
る
反
響
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
．
」

　
天
皇
制
の
問
題
に
つ
き
、
共
産
党
の
声
明
を
積
極
評
価
し
た
同
じ
新
聞
が
、
昭
和
六
一
年
の
天
皇
在
位
六
〇
年
政
府
主
催
記
念
式
典
に

際
し
次
の
要
旨
の
社
説
を
掲
げ
て
い
る
。

　
社
説
は
ま
ず
式
典
が
無
事
終
了
し
た
こ
と
に
安
堵
を
示
し
た
後
、

　
　
「
天
皇
の
ご
長
寿
は
、
国
民
の
大
多
数
が
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
、
こ
ん
ど
の
式
典
に
最
初
か
ら
つ
き
ま
と
っ
た
一
種
の
政
治
色

　
に
、
不
安
の
気
持
を
い
だ
く
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
社
会
、
共
産
両
党
が
党
と
し
て
式
典
の
開
催
そ
の
も
の
に
反
対
し
、
参
加
を
拒
ん
だ
の
は
、
そ

　
う
し
た
こ
と
の
反
映
と
思
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
六
十
年
を
振
り
か
え
る
と
き
、
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
に
そ
れ
ぞ
れ
の
感
慨
が
あ
る
。
特
に
前
半
の
二
十
年
問
は
、
昭
和
と
い
う
元
号
に
込
め
ら

　
れ
た
平
和
の
願
い
も
む
な
し
く
、
わ
が
国
は
内
外
の
多
く
の
人
び
と
に
多
大
の
苦
し
み
を
与
え
た
。
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天
皇
は
こ
ん
ど
の
式
典
で
『
昭
和
六
十
年
の
歳
月
を
顧
み
．
先
の
戦
争
に
よ
る
国
民
の
犠
牲
を
思
う
と
き
．
な
お
胸
が
痛
み
、
改
め
て
平
和
の
尊
さ

を
痛
感
し
ま
す
』
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
十
年
前
の
在
位
五
十
年
式
典
の
際
の
お
言
葉
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
こ
う
し
た
反
省
と
平
和
へ
の
熱
望
は
、
国
民
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、

今
後
も
十
年
た
と
う
が
二
十
年
た
と
う
が
、
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
」
（
社
説
6
1
・
4
・
30
）

と
主
張
し
て
い
る
。

新
聞
論
調
の
変
換
を
松
浦
総
三
は
戦
後
言
論
史
の
中
で
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
「
二
一
年
の
天
皇
制
批
判
ブ
ー
ム
と
、
三
三
年
の
ミ
ッ
チ
ー
ブ
ー
ム
は
、
果
し
て
い
ず
れ
が
正
気
で
い
ず
れ
が
．
狂
気
”
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に
し
て
も
．
こ
の
現
象
は
週
刊
誌
が
体
制
志
向
型
で
あ
り
、
総
合
雑
誌
が
反
体
制
的
体
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
…
…
新
聞
の
論
説

も
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
。
〈
朝
日
新
聞
を
例
に
と
る
と
〉
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
い
え
ば
『
や
こ
と
に
恥
多
き
戦
争
で
あ
っ
た
－
…
驕
慢
と
無

智
と
虚
栄
が
そ
れ
を
敢
え
て
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
東
条
軍
閥
で
あ
っ
た
の
だ
』
（
朝
目
2
0
・
9
・
17
）
．
ま
た
第
一
次
読
売
争
議
に
つ
い
て
は

　
『
社
長
側
が
い
ま
だ
に
戦
争
責
任
の
受
諾
を
肯
ん
ぜ
ず
、
従
業
員
最
高
委
員
会
を
告
訴
す
る
の
暴
挙
に
出
た
こ
と
は
．
国
民
の
名
に
お
い
て
指
弾
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
新
聞
民
主
化
の
運
動
は
、
新
聞
の
社
会
的
使
命
に
対
す
る
強
烈
な
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
新
聞
従
業
員
の
手

に
ょ
っ
て
真
に
新
聞
を
民
主
主
義
的
国
民
世
論
の
機
関
た
ら
し
め
ん
と
す
る
運
動
で
あ
る
．
そ
れ
は
民
主
主
義
革
命
を
遂
行
せ
ん
と
す
る
国
民
運
動
の

一
翼
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
朝
日
20

・
1
1
・
17
）
。
朝
日
新
聞
従
業
員
が
読
売
新
聞
従
業
員
の
争
議
を
応
援
し
て
こ
う
書
い
た
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
革
命
前
夜
で
あ
っ
た
。

　
労
働
運
動
に
つ
い
て
は
『
今
次
大
戦
そ
の
も
の
は
、
ソ
連
の
参
加
い
ら
い
、
真
に
世
界
的
な
規
模
で
の
民
主
主
義
戦
争
へ
と
転
化
し
た
。
世
界
労
連

は
、
世
界
民
主
革
命
闘
争
の
要
求
か
ら
生
ま
れ
た
労
働
階
級
の
世
界
組
織
で
あ
り
…
…
』
国
民
が
真
の
平
和
を
守
る
た
め
に
は
、
『
日
本
が
一
目
も
早

く
世
界
労
連
へ
参
加
資
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
』
（
朝
日
・
2
1
・
1
2
・
5
）
。
こ
の
論
説
は
『
人
民
目
報
』
や
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
の
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
文
章
で
あ
ろ
う
．

　
戦
後
第
一
回
の
メ
ー
デ
ー
の
と
き
の
朝
目
の
社
説
は
、
良
い
意
味
で
傑
作
で
あ
っ
た
．
第
一
次
大
戦
中
の
米
騒
動
の
と
き
『
白
虹
日
を
貫
く
』
と
書

い
た
鳥
居
素
川
の
文
章
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
『
民
主
主
義
革
命
の
真
の
中
心
勢
力
は
勤
労
大
衆
で
あ
る
…
…
メ
ー
デ
ー
に
示
さ
れ
た
民

主
主
義
的
人
民
大
衆
の
意
志
が
、
五
月
の
薫
風
の
ご
と
く
、
日
本
の
農
漁
村
に
吹
き
渡
る
こ
と
を
期
待
す
る
．
…
－
農
民
と
労
働
者
と
の
固
い
団
結
の

99
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み
が
．
日
本
の
民
主
主
義
革
命
に
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
』
。

　
こ
れ
が
安
保
の
と
き
、
七
社
共
同
声
明
の
リ
ー
ダ
！
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

日
韓
条
約
批
准
を
支
持
し
た
商
業
新
聞
の
二
三
年
ま
え
の
論
説
で
あ
っ
た
．
」

　
以
上
、
概
観
し
た
朝
日
新
聞
の
社
説
論
調
の
変
化
は
、
日
本
の
商
業
新
聞
全
体
の
論
調
の
変
化
の
趨
勢
と
把
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
確
か
に
、
日
本
に
お
け
る
商
業
新
聞
の
編
集
は
、
紙
面
全
体
に
必
ず
し
も
明
確
な
一
貫
性
の
あ
る
方
向
性
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
多

い
し
、
ま
た
一
般
読
者
へ
の
影
響
力
と
い
う
点
に
お
い
て
社
説
の
比
重
は
相
対
的
に
軽
い
と
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
、

日
常
生
活
の
中
で
生
起
す
る
諸
々
の
出
来
事
を
断
片
的
な
記
述
と
し
て
で
は
な
く
、
少
く
と
も
組
織
化
さ
れ
た
記
述
と
し
て
、
我
々
の
前

に
提
示
す
る
に
は
、
選
好
、
認
知
、
解
釈
、
評
価
の
諸
側
面
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
の
側
で
永
続
す
る
準
拠
枠
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

能
で
あ
る
．
こ
う
し
た
準
拠
枠
を
、
高
橋
直
之
は
T
・
ギ
ッ
ト
リ
ン
に
従
い
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
呼
び
、
G
・
タ
ッ
チ
マ
ソ
と
同
様

に
、
A
・
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
引
照
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
社
会
体

制
の
正
統
性
を
脅
か
す
政
治
勢
力
に
あ
る
程
度
ま
で
政
治
的
寛
容
を
示
し
な
が
ら
も
、
究
極
的
に
は
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
許
容
可
能

な
政
治
的
境
界
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
論
議
に
一
定
の
枠
を
は
め
込
み
、
政
治
選
択
の
副
を
狭
め
る
の
だ
．
こ
う
し
て
メ
デ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ア
・
フ
レ
ー
ム
は
す
ぐ
れ
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ヅ
ク
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
．
」

　
こ
れ
に
対
し
筆
者
（
鶴
木
）
は
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
に
存
在
す
る
報
道
の
特
定
の
姿
勢
が
継
時
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
支
配
層

を
ふ
く
め
た
国
民
に
政
治
的
論
議
に
一
定
の
枠
を
は
め
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
歴
史
的
、
伝
統
的
に

も
た
れ
て
い
る
「
判
官
び
い
き
」
が
、
今
日
の
国
際
報
道
の
領
域
に
お
い
て
も
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
争
点
設
定
機
能
を
考
察
す
る
際
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
争
点
選
択
傾
向
を
合
わ
せ
て
考
察
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
た
F
・
W
・
サ
イ
ー
ド
は
、
筆
者
と
類
似
の
視
点
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
報
道
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
は
「
情
報
機
関
と
政
策
立
案
機
関
か
ら
入
手
し
た
も
の
を
、
い
と
も
簡
単
に
凝
縮
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
上
げ
る
。
風
刺
漫
画
．
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恐
る
べ
き
暴
徒
、
『
イ
ス
ラ
ム
流
』
刑
罰
へ
の
関
心
の
集
中
な
ど
で
あ
る
．
こ
の
す
べ
て
は
強
大
な
組
織
、
つ
ま
り
石
油
会
社
、
マ
ソ
モ

ス
会
社
、
多
国
籍
企
業
、
国
防
・
情
報
部
門
、
政
府
行
政
部
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
る
」
、
し
か
も
、
西
洋
（
ア
メ
リ
ヵ
）
社
会
で
は
「
三

つ
の
錯
覚
が
経
済
的
に
支
え
あ
い
、
再
生
し
あ
っ
て
、
西
洋
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
高
揚
と
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
ト
支
配
力
の
強
化
に
役
立
っ

て
い
る
。
三
つ
の
錯
覚
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
観
、
近
代
化
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
般
的
価
値
が
西
洋
に
と
っ
て
好
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
い
と
の
考
え
方
で
あ
る
」
と
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
拠
っ
て
立
つ
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
を
前
後
す
る
未
曾
有
の
価
値
体
系
混
乱
の
時
期
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う

な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
に
依
拠
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
G
H
Q
の
占
領
政
策
の
短
期
日
の
う
ち
の
転
換
が
、
日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
瞬
時
の
再
転
換
を
混
乱
な
く
も
た
ら
し
た
理
由
は
何
か
を
考
察
し
た
い
。

⇔

新聞の枠組設定機能に関する一考察

　
昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日
を
は
さ
む
日
々
は
、
日
本
現
代
史
の
中
で
最
も
激
し
い
変
動
を
と
げ
た
時
期
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
新
聞
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
に
依
拠
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
聞
が
一
般
国
民
よ
り
早
く
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
知
ら
さ
れ
、

八
月
十
五
日
付
紙
面
に
は
、
「
戦
争
終
結
の
大
詔
漢
発
さ
る
」
（
朝
目
）
な
ど
の
大
見
出
し
の
下
、
天
皇
の
詔
書
を
す
で
に
印
刷
し
て
い
た
。

こ
の
状
況
に
つ
い
て
内
川
芳
美
は
「
つ
い
前
日
ま
で
、
最
後
の
勝
利
を
目
指
し
て
頑
張
れ
と
国
民
を
戦
争
に
駆
り
た
て
続
け
て
き
た
日
本

の
新
聞
あ
る
い
は
新
聞
記
者
に
と
っ
て
、
恐
ら
く
こ
の
日
の
新
聞
作
り
ほ
ど
苦
痛
に
み
ち
た
新
聞
作
り
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
苦
痛
の
う
ち
に
作
ら
れ
た
紙
面
に
、
天
皇
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
の
表
明
は
あ
っ
て
も
、
国
民
、
読
者
に
対
す
る
報
道
機

関
や
新
聞
人
と
し
て
の
客
観
的
責
任
へ
の
言
及
が
、
（
東
京
三
紙
…
－
朝
日
、
毎
日
、
読
売
）
…
…
見
当
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
職
業
意
識
が
、
い
か
に
天
皇
制
国
家
思
想
の
も
と
で
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
、
い
び
つ
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

（
8
）る

し
と
記
し
て
い
る
．
確
か
に
、
先
に
あ
げ
た
三
紙
の
こ
の
日
の
紙
面
を
見
る
限
り
、
敗
戦
は
メ
デ
ィ
ア
．
フ
レ
ー
ム
に
瞬
時
的
に
何
の
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

変
化
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
天
皇
の
詔
書
に
は
「
朕
ハ
時
運
ノ
趨
ク
所
堪
へ
難
キ
ヲ
堪
へ
忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ
以
テ
万
世
ノ
為
二
太
平
ヲ

開
カ
ム
ト
欲
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
た
（
傍
点
筆
者
）
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
表
現
が
昭
和
十
六
年
十
二
月
九
日
付
の
紙
面
に
載
っ
た
太
平
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

戦
争
開
戦
に
と
も
な
う
対
米
通
牒
手
交
に
関
す
る
記
事
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
帝
国
政
府
は
堪
へ
が
た
き
に
堪
へ
忍
び
難
き
を

忍
か
呑
最
後
ま
で
尽
す
べ
き
を
尽
し
ひ
た
す
ら
会
談
を
有
意
義
た
ら
し
め
ん
と
し
た
が
、
対
日
包
囲
陣
の
眼
に
あ
ま
る
傍
若
無
人
の
挑
戦

的
行
動
は
遂
に
自
重
の
絆
を
断
ち
き
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
（
朝
日
1
6
．
1
2
．
9
．
傍
点
筆
者
）
。

　
前
者
は
今
後
の
心
が
ま
え
、
後
者
は
経
過
の
説
明
に
「
堪
え
難
き
に
堪
え
、
忍
び
難
き
を
忍
ぶ
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
フ
レ

ー
ム
は
昭
和
五
〇
年
代
の
最
後
に
N
E
K
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
お
し
ん
」
の
中
で
露
骨
に
庶
民
が
見
習
う
べ
ぎ
価
値
と
し
て
強
調
さ
れ
た
。

一
方
、
内
閣
告
諭
は
総
理
大
臣
鈴
木
貫
太
郎
の
名
に
お
い
て
国
民
に
対
し
、
「
国
体
の
護
持
」
と
「
同
胞
相
猜
し
、
内
争
以
て
他
の
乗
ず

る
所
と
な
り
或
は
情
に
激
し
て
軽
挙
妄
動
し
」
な
い
よ
う
に
訴
え
て
い
る
．
こ
の
フ
レ
ー
ム
は
G
H
Q
に
よ
る
占
領
行
政
が
確
立
す
る
ま

で
の
間
、
瀕
繁
に
新
聞
の
社
説
の
中
で
く
り
返
さ
れ
て
い
る
．
八
月
十
五
日
の
社
説
コ
億
相
巽
の
秋
」
は
、
　
「
挙
国
一
家
、
国
体
の
護

持
を
計
り
、
神
州
の
不
滅
を
信
ず
る
と
共
に
、
内
に
潜
熱
を
蔵
し
つ
つ
冷
静
以
て
事
に
当
る
な
ら
ば
、
苦
難
の
彼
方
に
洋
々
た
る
前
途
が

開
け
行
く
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
見
事
に
”
国
家
の
下
に
〈
国
体
の
護
持
〉
、
全
国
民
一
丸
と
な
っ
て
〈
一
億
一
心
、
官
民
協
力
〉
、
難
局

を
乗
り
切
る
た
め
臥
薪
嘗
胆
す
べ
し
〈
堪
え
難
き
を
堪
え
、
忍
び
難
き
を
忍
ぶ
〉
“
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
．
フ
レ
ー
ム
〈
支
配
層
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
〉
を
表
明
し
て
い
る
。

　
昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日
を
前
後
す
る
七
月
一
日
か
ら
幣
原
内
閣
が
成
立
す
る
十
月
八
日
ま
で
の
期
間
の
朝
日
新
聞
の
社
説
に
①
国
体

護
持
、
②
全
国
民
一
丸
、
③
臥
薪
嘗
胆
の
三
つ
の
フ
レ
ー
ム
の
出
現
瀕
度
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
．
こ
の
期
間
の
社
説
総
数
は
一
〇
二

本
（
内
訳
七
月
三
二
本
、
八
旦
三
本
、
九
月
二
九
本
、
十
月
一
〇
本
）
で
あ
る
。
九
月
に
お
け
る
社
説
本
数
の
相
対
的
少
な
さ
は
、
九
月
十
九

日
と
二
〇
日
の
新
聞
が
G
E
Q
に
よ
り
発
禁
処
分
を
う
け
た
た
め
で
あ
る
。
九
月
一
二
日
付
の
紙
面
に
は
次
の
よ
う
に
社
告
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
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「
朝
日
新
聞
東
京
本
社
は
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
最
高
司
令
官
の
命
令
に
よ
り
本
月
十
五
、
十
六
．
十
七
日
付
掲
載
記
事
中
マ
ッ
ク
ア
1
サ
ー
司
令
部
指
示

　
の
新
聞
記
事
取
締
方
針
第
一
項
『
真
実
に
反
し
又
は
公
安
を
害
す
べ
き
事
項
を
掲
載
せ
ざ
る
こ
と
』
に
違
反
し
た
も
の
あ
り
と
の
理
由
に
よ
っ
て
十
八

　
日
午
後
四
時
よ
り
廿
日
午
後
四
時
ま
で
新
聞
発
行
の
停
止
を
受
け
た
．
よ
っ
て
十
九
日
付
お
よ
び
二
十
日
付
本
紙
は
休
刊
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
－
．
。

　
G
R
Q
が
問
題
と
し
た
記
事
は
鳩
山
一
郎
の
「
新
党
結
成
の
構
想
」
と
「
G
E
Q
が
、
日
本
軍
の
残
虐
行
為
と
題
し
て
発
表
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
．
朝
日
新
聞
が
掲
載
す
る
と
き
に
、
そ
の
記
事
の
前
書
き
に
『
日
本
人
と
し
て
は
信
頼
で
き
ぬ
こ
と
だ
が
…
…
』
と
書
き
そ
え
た
点
」

に
あ
っ
た
と
い
う
。

　
八
月
十
五
日
日
の
終
戦
か
ら
九
月
十
二
日
の
G
E
Q
に
よ
る
報
道
取
締
ま
り
に
関
す
る
方
針
が
初
め
て
日
本
政
府
に
示
さ
れ
る
ま
で
、

日
本
の
支
配
層
は
、
先
に
示
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
！
ム
を
国
民
に
提
示
す
る
こ
と
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
し
た
。
表
1
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
特
に
八
月
二
十
八
日
の
横
浜
に
お
け
る
G
H
Q
の
設
置
ま
で
は
．
と
く
に
こ
れ
を
精
力
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
日
本

の
支
配
層
は
明
ら
か
に
八
月
十
五
日
以
前
と
同
一
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
表
現
、
記
述
形
態
、
表
題
を
変
え
て
一
般
国
民
の
前
に
提

示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
八
月
十
五
日
に
内
閣
情
報
局
が
示
し
た
新
聞
作
成
方
針
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
即
ち
、
八
月
十
四
日
内
閣
情
報
局
は
「
大
東
亜
戦
争
終
結
に
伴
う
輿
論
指
導
方
針
」
を
新
聞
各
社
に
通
達
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
政
府
は
今
回
の
交
渉
に
立
ち
至
っ
た
経
過
お
よ
び
内
容
に
立
ち
入
ら
ず
全
国
民
の
結
束
と
憤
起
を
要
望
し
を
れ
り

　
国
内
の
輿
論
は
全
国
民
の
結
束
を
保
持
し
国
体
を
護
持
し
て
未
曾
有
の
困
難
に
処
す
べ
ぎ
を
強
調
す
る
こ
と

　
　
イ
現
下
最
大
の
問
題
は
大
御
心
を
奉
戴
し
て
あ
く
ま
で
国
体
を
護
持
し
て
君
臣
親
和
一
体
．
全
国
民
一
致
結
束
し
て
臥
薪
嘗
胆
、
も
っ
て
未
曾
有
の

　
困
難
に
当
る
べ
き
を
強
調

　
　
ロ
こ
の
未
曾
有
の
困
難
を
招
来
し
た
に
つ
い
て
は
国
民
の
こ
と
ご
と
く
が
責
任
を
わ
か
ち
上
　
陛
下
に
対
し
奉
り
深
く
謝
し
奉
り
匪
躬
の
誠
を
表
し

　
奉
る
と
と
も
に
皇
国
伝
統
の
精
神
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
一
切
の
事
態
に
対
処
す
べ
き
を
強
調

　
　
ハ
今
後
こ
の
難
局
を
打
開
す
る
の
は
戦
争
以
上
の
銀
難
困
苦
に
し
て
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
克
服
し
て
、
も
っ
て
一
路
国
隆
に
適
進
す
べ
き
を
強
調
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表1（a冒）

月月七

社
説
（
見
出
し
）

学
童
を
護
れ
・
…
…
・

宋
子
文
の
モ
ス
ク
ワ
訪
間
…
：
…

義
勇
隊
は
進
む
…
・

国
民
貯
蓄
目
標
の
科
学
性
：
…

勝
つ
た
め
の
食
糧
難
超
克
：
…

労
力
の
配
置
は
適
期
に
…
…
・
…

東
亜
保
全
の
大
道
へ
・
…
…
…
…

道
義
は
官
公
の
自
粛
か
ら
…
…

戦
争
保
険
を
再
検
討
せ
よ
・
…
…

全
土
空
襲
に
備
ふ
る
途
…
…
・
…

決
戦
陸
運
の
強
化
・
…
…
…
…
…

食
糧
難
を
克
服
す
る
も
の
：
…
…

技
術
機
動
隊
設
置
の
意
義
…
…
：

生
産
陣
営
の
特
攻
精
神
…
…
…

三
頭
会
議
と
東
亜
…
…
・
…
…
・

戦
場
生
活
の
本
格
化
…
…
：
…
・

戦
争
保
険
制
改
革
の
方
向
…
・
…
・

内
閣
の
中
枢
神
経
…
…
・
・

民
先
す
進
む
…
：

大
陸
接
岸
作
戦
の
前
提
条
件
…
：

職
任
へ
の
自
覚
を
深
め
よ
・
…

イ
ン
フ
レ
防
止
に
勇
断
を
望
む
：

勤
労
対
策
に
望
む
…
：
・
・

更
に
一
段
の
英
断
を
望
む
・
…
・
…

戦
意
振
作
の
秋
…
…
・
…
…
…
…
・

日
政
の
新
動
向
…
…
…
…
…
：

決
戦
報
道
の
課
題
…

束
亜
問
題
の
重
大
化
…
…
・
…

不
徹
底
な
る
資
材
融
通
案
…
…
：

条
件
附
自
由
価
格
制
…

大
号
令
出
で
よ
…
…
…
…
…
…
●
●

受
動
の
心
理
を
粉
砕
せ
よ
：
…

日
付

　
　
一

　
二

　
三

　
四

　
・
五

　
六

…
・
七

…
八

　
九

　
十

　
十
一

　
十
二

　
十
三

　
十
四

　
十
五

　
十
六

：
・
十
七

　
十
八

　
十
九

　
・
二
十

　
二
十
一

　
・
二
十
二

　
　
二
十
三

…
二
十
四

…
二
十
五

　
・
二
十
六

　
・
二
十
六

　
・
二
十
七

　
・
二
十
八

　
・
二
十
九

　
9
三
十

　
・
三
十
一

フ
レ
ー
ム
コ
ー
ド

　　　22　2　　22　　2

3　3　　　　3

1

2

3

1

2　　　　　　22

　　　　　33　　3

八　　　月 月

議首統世 進戦一吏　自　イ　政国経勇大ロ意一 敵綜挙重戦経空飽愉政増農学英
会相計界 駐後綜道らン界民済断命　　億 の合国臣力済襲く延治産事徒政
の宮局的 を建乱刷罪フの思復し東玉相 非配沈論強相とま内的にに取変
新殿強日 前設れ新すレ動想興突久音栗 道給着i化剋農で戦取及妙扱の
生下化本 にとるのる対向のの破遍をの を制なiとの村追の引す計の意 社

ののの　i新勿要の策i転第せ宮拝秋 撃をれi生素の随限の賞な合味 説

談急建　i予れi弁ii換一よ殿すiっ急ii産因戦す度前罰し理と （
話務設i算i 歩i下i げi　i増i意る　i哨のi化影見

へ・i編i　　　　　3：：にi 強i昂か　i戦限i　i響 出

成i　　　　　　”降i 揚i　　度i し

＝：：る　i ）
●　　　　　　o

0　　　　　　9

●　　　　●　　　　D　　　　O o　　　　　　■

一三三二二
十十十十
一　　九入

二二二二二二ニニ十十十十十
十十十十十十十十九入七六五
七六五四三二一

十十十十十九入七六五四三二一
四三二一

日
付

1　　1　　　　　　　　1　1　1
層　－　一　一

フ
レ

卿　一　一　一

　　2
2　　　　2　2　　2　2　　　　　　2　　2　　2　　2　　2 2　　2　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　喝　一　一帽　一　一　一　一　響　一　卿　購　一　一

書
ム
コ

3　　　　　　　3　　3　　3　　3　　3　　3　　3　　　　3　　3 3　　3　　　　　　　3　3
1
ド
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表1（b）

九　　　月

機言軍対安民更糊覆戦重 産東教物選平被協議聯新失首平地調我新
構論需支易主に塗轍争臣 業条育価挙価害同会合産業相和方印国農
簡制会態を化勇的にの責 の軍の政法の調組各国業対宮国総後外村
素限社度思の断の鑑責任 転閥基策改切査合派へ建策殿家監の交建
化のののふ要を経み任論 換の調の正下もをにの設の下三府関の設 社

か撒補究勿請望済る果i 罪は再iげ科以問財と一のi制心再と 説

複去償明れとむ策所しi 過民建i　i学てふ界賠構大i度事出土 （
雑iにi：国iをあてi 意i　　　的せiの償想抱iのi発地 見

化i慎ii民i排れ如i ●●暢i　　　なよi要問i負i存i　i問 出

かi重i　　　　すi何i
　　なi　　　．．
　　れi
；　：

　　　　　　　　●　　　　　●

…i達i。●れi　i望題i　　　廃i…題
．　．　。　　　：　3
　　　　　　　　　・g　　　i　i：：i

●’”　●ii……iiiii
　　　　　　　　　　　　：・　　　…　　　　．　。　．　　　　　　　　　　．　．　　　　　3　：　●

し・

）
一三三二二二二二二二二二

十十十十十十十十十十十
　　九八七六五四三二一

十十十十十十十十十九八七六五四三二一
入七六五四三二一

日
付

1 1　1 フ　、

2　　　　　　　　2　　　　2

r　一　一　一一　r　甲　一q一　曽　一一r　r　－　－　一　瞬　一　一　一　〇　－　層　曹　齢葡一　麟q　r一　，　一　一　一一　一　一　一一　一　一　一　幅ロ　ー　一　一薗一　噌　一　一　噂一　噌　一　一　一　一　一　一　一　一　P一　一　一　一一　層一　噛　喝卿一一　冒一　一一　臼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2

レ　　・

1
ム

】

3　　　　　　　3

甲　一　r一一　一　一　－一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　〇　鱒　噂“一　喝餉　一　一　一顧一　一　一　一　一　一　一　『一　需　一　鱒一麟　臼“　』　一　楠　一　儒　一　噂　一　一　一　一　一　一　一　『　一　需　一　『　一繭　麟　目　一一　－　－　一一　軸　一卿　一爾一　一　一　一一

　　　　　　　　　　　　　　3　　3　3　　3　　　　　3　　3　　　　　3

コ
1
ド
　 、

十　　月 月

新新大政問良議真食国
内鮮命変題き員相糧民
閣な幣には国のの問政

1

の革原省更語辞究題治
発新男るにの職明のi 社

足味にi深普iを現i 説

を降i刻及i望実i
望るi　iをiむを：

（
見

むi　　計i；直i 出

　　　　れii視i
　　　●’　　　　せi
　…　　6…iiよi
…　　　ii　　　　．：
　：＝：：…i…：

し｝

）
『
〕

　　　：　●　：　：　：　　　　＝　．　．。　9　3　：　じ　　　　　．　．

｝九入七六五四四三二一 日　F

付

1　　　　　　　　　　　　1
フ
レ
　
　
、

『

1 1

2　　　　　　　　　　　　　2 ム 1

周　冒　一　一　一　冒　一　一　－　臼　一　一　一　噛　一　一　輔　喝　q　一　一　一　一　一　一　一　一 コ
i
ド

1

　
二
時
局
に
痛
憤
の
あ
ま
り
同
胞
互
い
に
傷
つ
け
合
い
、
ま
た
は
経
済
、
社

会
、
道
徳
的
混
乱
を
惹
起
す
る
に
お
い
て
は
皇
国
滅
亡
す
べ
き
こ
と
を
強
調

〔
取
締
事
項
〕

　
イ
共
産
人
義
、
社
会
主
義
的
言
論
は
厳
重
に
取
締
る

　
ロ
こ
と
こ
こ
に
至
り
た
る
に
対
す
る
一
般
の
痛
憤
悲
哀
ま
た
は
批
判
は
こ

れ
を
認
め
る
も
廟
議
決
定
方
針
に
反
す
る
戦
争
継
続
論
ま
た
は
国
内
結
束
を

乱
す
が
如
き
論
議
は
厳
重
に
取
締
る

　
ハ
軍
お
よ
び
政
府
の
指
導
層
（
戦
争
指
導
責
任
者
）
に
対
す
る
批
判
は
一

切
不
可

　
二
直
接
行
動
を
示
唆
し
、
ま
た
は
自
暴
的
言
論
は
厳
に
取
締
り
の
対
象
と

な
る

〔
注
意
〕
臥
薪
嘗
胆
の
意
味
は
将
来
わ
が
国
の
版
図
を
拡
大
す
る
た
め
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

味
で
な
く
世
界
平
和
建
設
の
た
め
に
す
る
と
の
意
味
を
持
た
す
こ
と
」
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尚
、
八
月
十
六
日
も
再
び
輿
論
指
導
方
針
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
る
が
、
基
本
は
こ
の
十
五
日
の
指
導
方
針
を
く
り
返
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

　
新
聞
は
、
内
閣
情
報
局
の
こ
の
指
導
方
針
を
逸
脱
せ
ず
に
紙
面
の
作
成
に
あ
た
っ
た
（
表
－
参
照
）
。
そ
れ
は
、
個
々
の
従
業
員
の
意
思

が
ど
う
で
あ
れ
、
天
皇
制
国
家
を
こ
れ
ま
で
支
え
て
き
た
一
組
織
と
し
て
、
む
し
ろ
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
。
新
聞
と
い
う
組
織
も
、
こ

れ
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
根
本
的
転
換
を
回
避
す
る
こ
と
に
こ
そ
組
織
存
続
を
期
待
し
得
た
の
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
、
本
節

の
冒
頭
に
引
用
し
た
内
川
芳
美
の
記
述
は
、
新
聞
に
同
情
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
八
月
二
三
日
の
社
説
「
自
ら
を
罪

す
る
の
弁
」
は
、
天
皇
制
国
家
思
想
の
言
い
換
え
を
自
ら
す
す
ん
で
行
な
っ
て
い
る
．
換
言
す
れ
ば
「
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
職
業

意
識
が
、
天
皇
制
国
家
思
想
の
も
と
で
ね
じ
曲
げ
ら
れ
て
い
た
」
た
め
で
は
な
く
、
天
皇
制
国
家
思
想
が
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
新
聞
は
敗
戦
を
束
縛
か
ら
の
解
放
と
し
て
直
ち
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
蝿
・
・

　
　
「
過
ぐ
る
十
五
日
の
正
午
、
一
億
国
民
の
耳
朶
を
激
し
く
打
ち
、
国
民
の
胸
奥
を
強
く
揺
す
ぶ
っ
た
玉
音
は
何
人
も
終
生
忘
れ
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
凶
　
、
　
、

　
必
ず
や
子
々
孫
々
言
い
伝
へ
、
語
り
継
い
で
永
遠
の
戒
め
と
す
る
に
相
違
な
い
。
…
…
思
ふ
に
事
志
と
違
っ
て
邦
家
が
今
日
の
非
運
に
立
到
っ
た
に
つ

　
い
て
は
、
天
の
時
、
地
の
利
と
も
に
因
を
な
し
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
人
の
和
に
つ
い
て
な
ほ
遺
憾
な
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
然
ら
ば
こ
の
点

　
　
　
　
②
・
・
・
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
、
・
・
・
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
、
・
・
・
・
…

　
に
対
す
る
責
任
は
、
決
し
て
特
定
の
人
々
に
帰
す
ぺ
き
で
は
な
く
、
一
億
国
民
の
共
に
借
に
負
う
べ
き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
．
さ
り
と
て
…
…
特

　
に
国
民
の
帰
趨
、
輿
論
、
民
意
な
ど
の
取
扱
に
対
し
て
最
も
密
接
な
関
係
を
も
つ
言
論
機
関
の
責
任
は
極
め
て
重
い
も
の
が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
る
ま

　
　
　
　
③
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
い
。
…
…
や
が
て
聯
合
国
か
ら
来
る
べ
き
苛
烈
な
制
約
の
下
に
．
我
が
同
胞
の
意
志
を
如
何
に
伸
暢
せ
し
め
、
そ
の
利
益
を
如
何
に
代
表
す
べ
き
か
、

　
こ
れ
こ
そ
今
後
の
我
国
言
論
界
に
課
せ
ら
れ
た
新
た
な
る
重
大
任
務
で
あ
る
」
（
20

・
8
・
2
3
）
．

　
文
中
、
傍
点
①
の
部
分
は
八
月
十
五
日
の
天
皇
詔
書
に
み
ら
れ
る
「
朕
ハ
蚊
二
国
体
ヲ
護
持
シ
得
テ
忠
良
ナ
ル
爾
臣
民
ノ
赤
誠
二
信
椅

シ
…
…
」
お
よ
び
「
宜
シ
ク
挙
国
一
家
子
孫
相
伝
へ
確
ク
神
州
ノ
不
滅
ヲ
信
シ
…
…
」
の
記
述
か
ら
し
て
も
、
従
来
か
ら
の
メ
デ
ィ
ア
・

フ
レ
ー
ム
「
国
体
の
護
持
」
と
「
一
億
一
心
」
を
新
た
な
表
現
形
態
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
傍
点
②
の
部
分
は
メ
デ
ィ
ア
・
フ

レ
ー
ム
「
一
億
一
心
」
を
、
ま
た
傍
点
③
の
部
分
は
メ
デ
ィ
ア
・
フ
ン
ー
ム
「
臥
薪
嘗
胆
」
を
新
た
な
表
現
形
態
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

106



㊧

　
そ
れ
で
は
何
故
、
先
に
示
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
軍
事
的
全
面
敗
北
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
延
び
る
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
時

間
的
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
川
芳
美
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

新聞の枠組設定機能に関する一考察

　
「
同
じ
敗
戦
国
ド
イ
ッ
の
場
合
は
、
ま
ず
一
九
四
四
年
（
昭
1
9
）
十
一
月
二
十
四
日
に
、
連
合
国
派
遣
軍
総
司
令
部
（
S
H
A
E
F
）
が
、
ド
イ
ツ

の
す
べ
て
の
新
聞
及
び
そ
の
他
の
情
報
機
関
の
活
動
を
禁
止
す
る
と
い
う
戦
後
処
理
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
．
…
－
い
ま
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
新

聞
に
つ
い
て
み
る
と
、
在
来
紙
は
完
全
に
一
掃
さ
れ
、
新
た
な
新
聞
発
行
は
米
軍
政
府
（
O
M
G
U
S
）
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の

許
可
は
、
ナ
チ
党
員
及
び
そ
の
他
の
国
家
社
会
主
義
団
体
の
メ
ソ
バ
ー
で
あ
っ
た
も
の
、
党
員
で
な
く
て
も
第
三
帝
国
の
新
聞
に
積
極
的
に
協
力
し
た

発
行
者
や
記
者
に
は
与
え
な
か
っ
た
．
こ
の
新
聞
発
行
許
可
を
決
め
る
政
治
的
資
格
審
査
は
極
め
て
厳
重
で
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
を
含
め
非
ナ
チ
法
に
該

当
し
な
い
人
で
も
反
動
的
保
守
主
義
者
と
見
な
さ
れ
た
者
は
不
許
可
と
さ
れ
た
．
・

　
し
か
し
、
一
九
四
五
年
（
昭
2
0
）
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
首
脳
会
談
で
ア
メ
リ
カ
の
直
接
軍
政
計
画
は
、
目
本
政
府
を
残
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
間
接
的
に

管
理
す
る
方
式
に
変
更
さ
れ
た
．
恐
ら
く
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
在
来
メ
デ
ィ
ア
一
掃
計
画
も
変
更
さ
れ
、
総
司
令
部
は
…
…
検
閲
と
民
主
化
指

導
、
お
よ
び
戦
時
中
の
幹
部
追
放
の
実
施
と
の
見
合
い
で
、
原
則
的
に
在
来
メ
デ
ィ
ア
を
存
続
さ
せ
占
領
遂
行
に
利
用
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

よ
っ
て
在
来
か
ら
の
新
聞
は
す
べ
て
戦
後
も
発
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
」

　
戦
後
も
発
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
継
続
の

こ
こ
ろ
み
は
初
期
の
占
領
政
策
と
当
然
の
こ
と
な
が
ら
抵
触
し
た
。
G
H
Q
に
よ
り
発
禁
処
分
を
う
け
た
の
は
、
先
述
の
朝
日
新
聞
の
み

で
は
な
く
、
英
字
紙
「
ニ
ッ
ポ
ソ
タ
イ
ム
ス
」
も
同
様
の
処
分
を
う
け
た
（
九
月
十
九
日
）
。
こ
の
ほ
か
、
日
本
の
内
閣
情
報
局
に
よ
る
朝

日
、
毎
日
、
読
売
に
た
い
す
る
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
写
真
の
掲
載
を
理
由
と
し
た
発
禁
処
分
、
山
崎
巌
内
務
大
臣
に
よ
る
治
安
維

持
法
健
在
発
言
に
接
す
る
た
び
に
、
G
H
Q
は
言
論
・
報
道
に
対
す
る
管
理
・
監
視
政
策
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
即
ち
、
G
H
Q
は
九
月

十
日
「
言
論
お
よ
び
新
聞
の
自
由
に
関
す
る
覚
書
」
を
日
本
政
府
に
手
交
し
、
そ
の
後
プ
レ
ス
コ
ー
ド
「
目
本
に
与
う
る
新
聞
遵
則
」

107



法学研究61巻1号（’88：1）

（
九
月
十
九
日
）
、
ラ
ジ
オ
コ
ー
ド
（
九
月
一
三
日
）
、
「
新
聞
・
言
論
の
自
由
に
関
す
る
追
加
措
置
」
（
九
月
二
七
日
）
、
「
新
聞
・
映
画
・
通
言
に

対
す
る
一
切
の
制
限
法
令
を
撤
廃
の
件
」
（
＋
月
四
目
）
…
－
な
ど
の
指
令
を
出
し
た
。
ま
た
十
月
四
日
に
は
政
治
的
・
民
事
的
・
宗
教
的

自
由
制
限
の
撤
廃
の
「
公
民
権
指
令
」
覚
書
き
（
天
皇
に
関
す
る
自
由
討
議
、
政
治
犯
釈
放
、
思
想
警
察
全
廃
、
内
相
・
特
高
警
察
全
員
の
罷
免
、

統
制
法
廃
止
な
ど
）
を
発
し
た
。
こ
れ
に
対
し
翌
五
日
、
東
久
通
内
閣
は
同
覚
書
き
は
実
行
不
可
能
と
し
て
総
辞
職
し
、
九
日
に
幣
原
喜
重

郎
内
閣
が
成
立
し
た
。
同
日
付
の
朝
日
新
聞
は
「
新
内
閣
の
発
足
」
と
題
す
る
社
説
を
掲
げ
、
前
内
閣
の
辞
職
理
由
を
解
説
し
た
後
、
新

内
閣
へ
の
要
望
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
　
「
吾
人
は
い
か
な
る
事
態
の
下
に
あ
っ
て
も
、
我
が
国
情
の
安
泰
と
我
が
国
民
の
誠
忠
と
を
確
信
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
そ
れ
に
し
て
も
新
内
閣
と

　
し
て
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
十
分
対
処
す
る
だ
け
の
研
究
を
予
め
重
ね
て
お
く
べ
ぎ
必
要
が
あ
ろ
う
．
」

　
つ
い
で
昭
和
二
〇
年
十
月
二
四
日
、
朝
日
新
聞
社
説
は
、
自
ら
の
戦
争
責
任
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
、
「
自
発
的
に
社
長
、
会
長
は
社

主
の
地
位
に
退
き
、
全
重
役
、
編
集
総
長
、
東
京
、
大
阪
、
西
部
三
編
輯
局
長
、
論
説
二
主
幹
は
辞
職
し
…
…
社
内
の
民
主
主
義
化
を
実

現
す
る
た
め
、
そ
の
機
構
運
営
等
に
つ
い
て
従
業
員
の
総
意
を
反
映
せ
し
め
る
体
制
を
整
へ
る
こ
と
に
決
定
し
た
」
と
言
明
し
た
。
ま
た

十
一
月
七
日
の
社
説
で
そ
の
使
命
に
つ
い
て
「
あ
く
ま
で
国
民
の
機
関
た
る
に
あ
る
こ
と
を
、
中
外
に
宣
言
す
る
に
至
っ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
国
民
」
と
は
、
「
一
言
に
し
て
い
へ
ば
、
工
場
に
、
職
場
に
、
農
山
村
に
働
く
国
民
の
い
ひ
で
あ
る
．
新
生
日
本
を
再
建
す
る

者
は
、
実
に
こ
れ
ら
の
人
達
、
そ
の
額
に
汗
す
る
貴
重
な
る
労
働
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
定
義
し
、
新
聞
従
業
員
も
こ
の
「
国

民
」
の
一
翼
を
な
し
て
い
る
た
め
「
働
く
国
民
と
新
聞
の
間
に
共
通
の
思
想
、
共
通
の
理
想
の
発
見
が
あ
り
得
る
」
と
主
張
し
、
「
新
聞

が
か
か
る
国
民
的
民
主
主
義
戦
線
の
機
関
た
る
と
こ
ろ
に
」
今
後
の
新
聞
従
業
員
の
使
命
と
役
割
が
あ
る
」
と
し
た
。
G
H
Q
に
よ
る
日

本
の
マ
ス
コ
ミ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
民
主
化
、
非
軍
国
主
義
化
の
方
針
に
従
順
に
し
た
が
っ
た
．
の
で
あ
る
。
支
配
者
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と

し
て
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
、
ま
さ
に
こ
の
G
且
Q
の
方
針
で
あ
っ
た
．
新
井
直
之
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
「
た
と
え
ば
敗
戦
直
後
に
新
聞
労
働
者
を
中
心
と
し
て
起
き
た
民
主
化
運
動
や
第
一
次
読
売
争
議
（
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
二
三
日
）
は
、
G
H
Q
の
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暗
黙
の
支
持
が
な
け
れ
ば
あ
れ
ほ
ど
見
事
に
成
功
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
第
一
次
読
売
争
議
以
後
、
従
組
委
員
長
鈴
木
東
民
が
編
集
局
長
に

　
就
任
し
て
、
後
に
は
『
読
売
』
自
ら
が
『
”
赤
新
聞
π
あ
る
い
は
”
共
産
党
準
機
関
紙
“
』
と
書
く
よ
う
な
紙
面
に
対
し
て
も
、
C
I
E
新
聞
課
長
．
ハ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
コ
フ
ら
は
『
読
売
は
す
ぐ
れ
た
新
聞
で
あ
り
、
各
社
は
こ
れ
に
見
習
う
べ
き
だ
』
と
支
持
、
激
励
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
G
H
Q
の
政
策
は
、
短
期
日
の
う
ち
に
終
了
し
た
。
そ
の
理
由
は
日
本
を
と
り
ま
く
国
際
環
境
の
変
化
、
す
な

わ
ち
米
・
ソ
の
冷
戦
の
開
始
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
支
配
者
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
、
日
本
の
敗
戦
以
後

七
な
い
し
八
ヵ
月
を
も
っ
て
大
き
く
転
換
し
た
。
一
九
四
六
年
五
月
に
は
G
H
Q
内
部
の
大
幅
な
人
事
移
動
が
行
わ
れ
、
C
I
E
で
も
局

長
で
あ
っ
た
ダ
イ
ク
准
将
以
下
、
各
課
長
が
交
代
し
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
ら
が
総
退
場
し
た
．
こ
れ
以
後
G
H
Q
は
日
本
の

マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
も
大
量
の
レ
ヅ
ド
パ
ー
ジ
を
行
い
、
占
領
当
初
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
払
拭
に
似
た
手
直
し
を
行
な
っ
た
。

　
G
H
Q
の
占
領
政
策
の
転
換
は
、
G
H
Q
の
権
力
を
利
用
す
る
陣
営
を
労
組
・
左
翼
の
側
か
ら
、
経
営
者
・
保
守
の
側
に
変
え
た
。
し

か
も
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
強
圧
的
再
変
換
に
対
し
．
マ
ス
コ
ミ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
側
か
ら
何
ら
の
見
る
べ
き
抵
抗
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
G
H
Q
の
検
閲
方
法
の
変
化
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
五
日
か
ら
昭
和
二
三
年
七
月
ま

で
、
日
本
の
全
出
版
物
は
占
領
軍
に
よ
っ
て
事
前
検
閲
を
受
け
た
．
そ
し
て
昭
和
二
三
年
七
月
以
降
は
、
左
翼
的
色
彩
の
強
い
総
合
雑
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
ほ
か
に
、
事
後
検
閲
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
二
四
年
末
に
は
、
総
合
雑
誌
も
事
後
検
閲
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

㊨

　
第
一
次
読
売
争
議
と
第
二
次
読
売
済
議
へ
の
対
応
の
変
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
G
R
Q
の
占
領
政
策
は
大
き
く
転
換
し
た
。
こ
の
転

換
以
後
、
G
H
Q
の
権
力
を
利
用
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
経
営
者
・
保
守
陣
営
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
戦
前
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー

ム
の
露
骨
な
復
活
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
八
月
十
五
日
以
後
、
G
H
Q
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
集
中
的
に
戦
前
、
戦
中
と

同
一
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
言
い
換
え
に
専
心
し
た
こ
と
（
表
－
参
照
）
は
極
め
て
大
ぎ
な
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
第
一
に
経
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営
者
・
保
守
陣
営
は
、
G
H
Q
の
方
針
が
変
化
し
た
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
G
H
Q
が
受
け
入
れ
可
能
な
表
現
で
旧
い
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム

を
復
活
し
え
た
こ
と
。
第
二
に
多
く
の
一
般
国
民
に
と
っ
て
も
価
値
観
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
展
回
を
要
求
さ
れ
ず
に
、
そ
の
新
し
い
表
現

の
仕
方
を
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
す
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
．

　
G
H
Q
と
い
う
日
本
社
会
に
本
来
的
に
根
を
は
っ
た
も
の
で
は
な
い
権
力
に
依
拠
し
、
そ
の
指
導
の
下
で
脅
え
つ
つ
も
G
H
Q
を
利
用

し
て
形
成
し
た
、
民
主
化
、
非
軍
国
主
義
化
、
旧
支
配
層
の
責
任
追
求
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
が
確
立
さ
れ
る
に
は
、
比
較
的
長
期
の

時
問
的
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
こ
の
G
H
Q
に
指
導
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
に
依
拠
し
、
観
念
と
し
て
の
民
主
化
、
非
軍
国
主

義
化
を
具
体
的
な
言
説
に
す
る
に
は
、
欧
米
の
表
象
技
術
の
少
く
と
も
一
部
を
借
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
．
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
表
象
は
、

制
度
、
伝
統
、
慣
習
な
ど
欧
米
社
会
で
歴
史
的
に
育
ま
れ
た
環
境
へ
の
理
解
に
依
拠
し
て
の
み
説
得
力
を
も
つ
。
日
本
で
は
風
俗
の
領
域

に
お
い
て
、
と
く
に
男
女
の
交
際
の
仕
方
に
つ
い
て
占
領
軍
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
し
か
し
、
G
H
Q
内
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ラ
ー
達

が
占
領
初
期
に
日
本
に
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
政
治
的
価
値
感
は
、
彼
ら
の
期
待
ど
お
り
に
は
一
般
国
民
に
う
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

鶴
見
俊
輔
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
　
「
米
国
政
府
が
占
領
を
通
し
て
日
本
に
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
新
し
い
正
義
の
感
覚
は
、
こ
れ
に
従
う
の
が
当
時
の
敗
戦
国
民
と
し
て
は
必
要
だ
と

　
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
心
か
ら
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
と
も
か
く
占
領
軍
の
頭
か
ぶ
の
人
た
ち
が
繰
り

　
返
し
新
聞
や
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
公
言
し
た
よ
う
に
、
占
領
軍
の
指
し
示
す
新
し
い
価
値
基
準
が
世
界
人
類
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
、
た
だ
一

　
種
類
の
普
遍
的
価
値
基
準
で
あ
れ
と
い
う
説
は
、
そ
れ
を
日
本
人
が
公
然
と
批
判
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
疑
い
な
く
受
け
入
れ
た
と
い
う
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
．
普
通
の
日
本
人
が
征
服
者
を
見
る
目
は
、
征
服
者
が
自
分
た
ち
自
身
を
見
る
目
と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
戦
後
直
ち
に
復
刊
さ
れ
た
り
、
創
刊
さ
れ
た
り
し
た
総
合
雑
誌
が
二
様
に
戦
後
の
民
主
革
命
を
謳
歌
し
、
戦
前
の
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

皇
制
を
批
判
す
る
論
文
を
満
載
し
て
』
い
て
も
、
一
般
国
民
へ
の
影
響
力
は
限
定
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
講
和
条
約
締
結
後
ま
で
残
っ
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た
の
は
「
世
界
」
「
中
央
公
論
」
「
改
造
」
の
三
誌
だ
け
と
な
っ
た
の
は
、
あ
な
が
ち
G
R
Q
の
政
策
の
転
換
の
み
に
は
帰
せ
ら
れ
ず
、
一

般
読
者
層
に
侵
透
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
国
民
に
た
い
し
て
は
、
「
日
本
は
敗
れ
た
。
だ
が
こ
の
嵐

の
中
に
立
つ
と
ぎ
、
敗
れ
ざ
る
目
本
、
敗
れ
ざ
る
民
族
が
既
に
苦
難
の
未
来
に
向
っ
て
敢
然
と
立
ち
上
っ
て
ゐ
る
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
、
…
…
あ
す
も
あ
さ
っ
て
も
『
海
ゆ
か
ば
…
…
』
は
歌
ひ
つ
父
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
民
族
の
声
で
あ
る
、
大
御
心
を
奉
載
し
苦
難
の

生
活
に
突
進
せ
ん
と
す
る
民
草
の
声
で
あ
る
、
日
本
民
族
は
敗
れ
は
し
な
か
っ
た
（
一
記
者
謹
記
）
」
（
朝
日
20
．
8
．
1
6
）
の
よ
う
な
呼
び
か

け
に
心
を
ひ
か
れ
、
占
領
軍
を
む
か
え
（
或
は
む
か
え
る
に
当
た
り
）
「
脱
ぐ
な
心
の
防
空
服
」
と
の
戒
め
に
一
般
の
女
性
は
心
を
ひ
き
し
め

た
。　

G
H
Q
が
占
領
当
初
に
日
本
に
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
民
主
化
、
非
軍
国
主
義
化
、
旧
支
配
層
の
糾
弾
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム

を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
記
号
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
全
く
新
し
い
言
語
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
価
値
の
急
激
な
変
換
が
伴
う
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
殉
教
者
集
団
で
あ
り

義
挙
で
あ
る
十
字
軍
を
、
侵
略
を
う
け
た
ア
ラ
ブ
側
の
史
書
は
侵
略
者
、
不
信
心
者
、
蛮
族
、
人
食
い
人
種
と
し
て
記
述
し
て
い
る
と
い

（
1
6
）う

。
従
っ
て
、
戦
争
指
導
者
を
戦
争
犯
罪
人
と
言
い
換
え
、
終
戦
で
は
な
く
敗
戦
と
直
言
し
、
進
駐
の
代
り
に
占
領
と
明
瞭
に
表
現
で
き

る
機
会
の
ご
く
短
か
か
っ
た
新
聞
は
、
一
般
国
民
に
急
激
な
価
値
の
転
換
を
も
た
ら
す
程
、
時
間
的
余
裕
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈲

　
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
本
稿
で
は
、
政
治
的
支
配
者
層
に
よ
る
社
会
一
般
の
政
治
論
議
や
政
治
に
選
択
に
一
定
の
枠
を

は
め
込
む
た
め
に
メ
デ
ィ
ア
の
送
り
手
組
織
に
課
せ
ら
れ
る
選
好
、
認
知
、
解
釈
、
評
価
の
永
続
す
る
準
拠
枠
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
そ

し
て
、
日
本
の
支
配
者
層
は
昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
後
、
G
R
Q
に
よ
る
言
論
・
報
道
に
関
す
る
占
領
政
策
が
確
立
さ
れ
る
迄

の
問
、
表
1
で
示
し
た
よ
う
に
勢
力
的
に
終
戦
前
の
メ
デ
ィ
ァ
．
フ
レ
ー
ム
を
新
し
い
言
葉
で
言
い
換
え
て
国
民
の
前
に
提
示
し
た
。
と
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こ
ろ
が
、
こ
の
方
針
は
G
H
Q
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
！
ラ
ー
た
ち
が
立
案
し
、
実
施
し
た
占
領
当
初
の
日
本
の
民
主
化
、
非
軍
国
主
義
化
、
戦

争
指
導
者
の
責
任
追
求
政
策
と
抵
触
し
た
。
新
聞
は
G
H
Q
の
指
導
の
下
、
ま
た
G
H
Q
の
権
力
を
利
用
し
て
、
従
来
の
日
本
支
配
層
の

価
値
と
全
く
対
抗
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
G
H
Q
に
よ
る
こ
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
支
持
と
推

進
は
、
ご
く
短
期
日
の
う
ち
に
終
わ
り
を
つ
げ
た
。
米
・
ソ
両
陣
営
の
冷
戦
の
開
始
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
占
領
政
策
の
手
直
し

を
お
こ
な
っ
た
。
G
H
Q
は
そ
の
内
部
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
た
ち
を
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
に
か
け
、
次
に
日
本
社
会
で
言
論
界
を
ふ
く
め

大
量
の
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
一
部
を
の
ぞ
い
た
日
本
の
旧
支
配
層
の
復
活
を
認
め
た
．
G
H
Q
か
ら
弾
圧
さ
れ
る

立
場
か
ら
、
G
H
Q
の
権
力
を
利
用
し
得
る
立
場
に
か
わ
っ
た
支
配
層
・
保
守
勢
力
は
、
直
ち
に
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
変
換
さ
せ
た
。

こ
の
変
換
は
瞬
時
に
し
て
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
変
換
が
、
八
月
十
五
日
以
前
か
ら
継
続
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
ヘ
の
回
帰
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
般
国
民
へ
の
提
示
の
仕
方
は
．
既
に
な
さ
れ
て
い
た
”
戦
後
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
言
い
換
え
”
を
用
い
た
か

ら
で
あ
る
．
し
か
も
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
ヘ
の
回
帰
は
、
読
者
た
る
一
般
国
民
か
ら
も
、
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
占
領
当
初
の
G
H
Q
の
言
論
政
策
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
で
は
、
一
般
国
民
の
価
値
意
識
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転

換
を
要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
八
月
十
五
日
か
ら
五
〇
日
余
り
、
そ
の
中
で
も
横
浜
に
G
H
Q
が
設
置
さ
れ
る
二
週
間
ば
か
り
の
問
に
、

日
本
の
新
聞
が
払
っ
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
継
続
の
た
め
の
努
力
（
言
い
換
え
）
は
、
一
般
国
民
を
し
て
東
西
冷
戦
体
制
の
開
始
に
伴
う

再
度
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
転
換
に
際
し
瞬
時
に
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
く
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
条
件
を
整
え
て
い
た
の
で
あ

る
。　

要
約
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日
の
コ
億
相
巽
の
秋
」
と
、
八
月
二
三
目
の
「
自
ら
を
罪
す
る
の
弁
」
に
代
表
さ

れ
る
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
戦
後
状
況
に
則
し
た
形
に
言
い
換
え
る
努
力
が
ま
ず
な
さ
れ
、
次
に
十
一
月
七
日
の
「
民
主
政
治

革
命
の
真
意
義
」
や
十
一
月
十
七
日
の
「
読
売
争
議
の
社
会
間
題
化
」
に
代
表
さ
れ
る
G
R
Q
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ラ
！
の
指
導
に
よ
る
新
し

い
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
導
入
が
あ
り
、
さ
ら
に
昭
和
一
＝
年
五
月
か
ら
の
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
開
始
に
伴
う
昭
和
二
一
年
十
月
五
日
の
第
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二
次
読
売
争
議
に
関
す
る
「
争
議
解
決
の
為
の
三
眼
目
」
へ
と
、
社
説
の
フ
レ
ー
ム
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
以
上
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

張
を
実
証
す
る
為
に
、
二
度
の
読
売
争
議
に
つ
い
て
の
朝
日
新
聞
社
説
の
要
旨
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
「
新
聞
の
戦
争
責
任
を
明
確
に
し
、
新
聞
企
業
を
民
主
化
し
よ
う
と
す
る
新
聞
従
業
員
の
自
主
的
な
運
動
は
、
一
つ
の
施
風
と
な
っ
て
日
本
新
聞
界
を

　
襲
っ
て
い
る
．
そ
の
中
心
に
立
つ
の
が
、
読
売
新
聞
従
業
員
の
展
開
し
つ
つ
あ
る
過
去
一
箇
月
に
至
ん
と
す
る
闘
争
で
あ
る
．
…
…
日
本
民
主
化
を
口

　
に
す
る
政
府
、
官
僚
、
一
部
政
党
党
派
が
、
単
に
選
挙
法
の
改
正
、
総
選
挙
の
執
行
、
憲
法
の
天
下
り
的
改
革
、
官
吏
制
度
の
技
術
的
改
正
な
ど
を
も

　
っ
て
、
民
主
政
治
革
命
の
要
請
を
糊
塗
せ
ん
と
し
て
い
る
折
柄
、
こ
の
新
聞
民
主
化
運
動
は
、
国
民
自
体
の
間
か
ら
自
主
的
に
盛
り
上
り
つ
つ
あ
る
民

　
主
革
命
の
先
駆
的
運
動
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
社
会
的
意
義
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
」
（
2
0
・
1
1
・
17
、
第
一
次
読
売
争
議
に
関
す
る

　
社
説
）
．

　
　
「
も
と
も
と
罷
業
を
決
行
す
る
こ
と
自
体
が
、
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
罷
業
態
勢
を
一
旦
解
い
て
休
戦
状
態
に
お
い
た
上
で
、
交
渉
を
開

　
始
す
る
こ
と
は
『
読
売
争
議
』
の
解
決
自
体
が
目
的
で
あ
る
以
上
は
．
当
然
試
み
ら
れ
る
べ
き
処
置
で
あ
る
と
思
ふ
．
そ
れ
は
、
労
働
組
合
の
罷
業
権

　
を
否
認
す
る
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
罷
業
権
の
行
使
は
、
出
来
る
限
り
、
か
つ
、
ギ
リ
く
決
着
の
と
こ
ろ
ま
で
、
慎
重
で
あ
れ

　
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
組
合
側
に
対
し
、
次
の
こ
と
を
勧
告
し
た
い
と
思
ふ
。
（
一
）
解
決
目
標
を
、
労
働
委
員
会
裁
定
の
線
に
求

　
め
る
こ
と
　
（
二
）
交
渉
は
団
体
交
渉
た
る
べ
き
こ
と
　
（
三
）
交
渉
開
始
の
た
め
に
、
罷
業
態
勢
を
解
く
こ
と
、
以
上
三
つ
で
あ
る
．
…
－
最
後
に
、
目

　
本
新
聞
通
信
放
送
労
働
組
合
の
幹
部
な
ら
び
に
最
高
闘
争
委
員
諸
君
に
対
し
て
、
次
の
こ
と
を
申
述
べ
て
お
き
た
い
。
諸
君
は
、
わ
れ
わ
れ
の
、
上
に

　
し
る
し
た
主
張
を
、
冷
静
に
、
虚
心
坦
懐
に
検
討
し
、
そ
れ
が
正
し
い
と
認
定
し
た
な
ら
ば
、
万
一
、
罷
業
決
行
後
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
方
略
を
改
め

　
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
」
（
2
1
・
1
0
・
5
、
読
売
第
二
次
争
議
に
関
す
る
社
説
）
。

（（21
））

（
3
）

七
社
の
社
名
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
産
経
、
東
京
、
東
京
タ
イ
ム
ス
、
日
本
経
済
、
毎
日
、
読
売
、
朝
日
。

　
辻
村
明
は
、
こ
の
社
説
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
辻
村
は
、
天
皇
問
題
に
つ
い
て
朝
目
新
聞
社
説
は
一
切
批
判
め
い
た

こ
と
を
、
戦
後
一
貫
し
て
述
べ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
　
「
朝
日
新
聞
は
…
…
終
始
反
政
府
的
な
態
度
を
と
っ
て
ぎ
た
が
、
皇
室
内
閣
、
ひ

い
て
は
天
皇
の
権
威
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
も
批
判
め
い
た
こ
と
は
」
い
っ
て
い
な
い
（
辻
村
明
「
新
聞
よ
驕
る
な
か
れ
」
高
木
書
房
、
昭
和
五

一
年
十
月
．
一
〇
三
頁
）
。

松
浦
総
三
「
増
補
・
決
定
版
　
占
領
下
の
言
論
弾
圧
』
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
、
一
九
七
四
年
一
月
。
三
九
～
四
〇
頁
。

113



法学研究61巻1号（’88：1）

（
4
）

（（65
））

（
7
）

ハハパハハハパパパハ17　16　15　14　13　12　11　10　9　　8
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

9
7
魯
暴
p
竪
一
含
閃
2
㊦
蓄
一
宰
。
①
牢
婁
し
。
鱒
。
，
も
b
」
山
轟
矯
亭
一
。
。
㌣
一
§
旦
Ω
ま
p
弓
犀
Φ
ミ
『
＆
乏
。
匿
ヲ
≦
誉
浮
磯
噂

O
巳
く
●
o
協
O
毘
跨
o
冨
宣
℃
3
器
｝
一
〇
c
o
ρ
も
マ
一
山
oo
．

　
中
野
収
・
早
川
善
治
郎
編
「
マ
ス
コ
ミ
が
事
件
を
つ
く
る
」
有
斐
閣
、
昭
和
五
六
年
十
一
月
。
三
九
頁
．

　
鶴
木
眞
、
　
、
勺
蚕
目
①
一
窮
零
巴
お
男
琶
9
凶
。
づ
亀
浮
。
竃
霧
切
竃
＆
す
霧
8
讐
冒
菩
Φ
魯
冨
壼
器
牢
霧
¢
．
日
囚
鉱
。
O
。
ヨ
ヨ
唇
ざ
彗
一
目

菊
①
＜
一
①
ぎ
Z
ρ
ω
●

　
エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
著
、
浅
井
信
雄
・
佐
藤
成
文
訳
「
イ
ス
ラ
ム
報
道
ー
ニ
ュ
ー
ス
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
る
か
」
み
す
ず
書
房
．

一
九
八
六
年
十
二
月
。
五
八
頁
．

　
内
川
芳
美
・
新
井
直
之
編
「
目
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
有
斐
閻
選
書
、
昭
和
五
八
年
一
月
、
九
二
～
九
三
頁
．

　
松
浦
総
三
、
前
掲
書
、
五
三
～
五
四
頁
。

　
高
桑
幸
吉
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
新
聞
検
閲
」
読
売
新
聞
社
、
昭
和
五
九
年
九
月
、
三
五
～
三
六
頁
。

　
内
川
芳
美
・
新
井
直
之
編
、
前
掲
書
、
九
五
～
九
六
頁
。

　
同
書
、
一
六
頁
。

　
松
浦
総
三
．
前
掲
書
、
五
九
頁
。

　
鶴
見
俊
輔
「
戦
後
日
本
の
大
衆
文
化
」
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
二
月
、
二
一
～
二
二
頁
。

　
松
浦
総
三
、
前
掲
書
、
三
七
頁
．

　
ア
ミ
ン
・
マ
カ
ル
ー
フ
著
、
牟
田
口
義
郎
・
新
川
雅
子
訳
「
ア
ラ
ブ
が
見
た
十
字
軍
」
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
六
年
四
月
。

　
第
二
次
読
売
争
議
の
発
端
は
、
昭
和
一
二
年
六
月
四
日
附
同
紙
の
一
記
事
が
プ
レ
ス
コ
ー
ド
に
違
反
し
取
締
当
局
か
ら
警
告
を
う
け
、
こ
の
責

任
に
つ
い
て
会
社
側
は
社
の
存
立
に
関
わ
る
と
し
て
鈴
木
東
民
編
輯
総
長
以
下
六
名
を
餓
首
し
た
こ
と
に
始
ま
る
、
こ
れ
に
対
し
新
聞
通
信
労
組

読
売
支
部
は
猷
首
が
経
営
協
議
会
に
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
編
輯
権
の
確
立
に
は
必
ず
し
も
甑
首
を
必
要
と
せ
ず
、
責
任
者
の
処
罰
、
異
動

で
も
足
り
る
と
し
同
獣
首
は
生
活
権
を
脅
か
す
不
当
な
も
の
と
し
て
争
議
に
入
っ
た
、
こ
の
間
一
部
社
員
は
再
建
協
議
会
（
現
読
売
組
合
の
前

身
）
を
組
織
し
た
た
め
同
社
員
は
爾
後
二
派
に
分
か
れ
て
抗
争
を
つ
づ
け
た
（
朝
日
、
昭
和
二
一
年
九
月
二
四
日
、
解
説
記
事
）
。
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