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は
じ
め
に

一
九
四
五
年
一
〇
月
二
四
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
発
し
た
覚
書
「
信
教

の
自
由
侵
害
の
件
」
は
、
戦
時
中
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
お
け
る

信
教
の
自
由
の
侵
害
お
よ
び
蛮
行
を
糾
弾
し
、

①
立
教
学
院
職
員
一
一
名
の
追
放
。

②�

一
一
名
の
再
任
用
の
禁
止
と
政
府
機
関
等
へ
の
再
就
職
の
禁

止
。

③
立
教
学
院
の
再
建
。

④�

他
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
で
の
戦
時
中
の
信
教
の
自
由
の
侵
害

と
蛮
行
の
報
告
。

と
い
う
四
項
目
を
指
令
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
立
教
学
院
関
係

者
一
一
名
が
教
職
を
追
放
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。

彼
ら
に
か
け
ら
れ
た
「
容
疑
」
は
次
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

①�

一
九
四
三
年
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
授
業
、
儀
式
の
廃
止
。

②�

チ
ャ
ペ
ル
の
閉
鎖
と
蛮
的
行
為
（1）

。

こ
の
事
件
は
、
戦
後
の
立
教
学
院
の
出
発
で
あ
る
と
と
も
に
、

占
領
史
に
お
い
て
も
一
般
の
教
職
追
放
に
先
駆
け
た
事
例
と
し

て
、
と
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
比
較
的
メ
ジ
ャ
ー
な
ト
ピ
ッ

ク
で
あ
る
。

占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
に
つ
い
て
検
討
し
た
山
本
礼
子

は
、
立
教
関
係
者
の
追
放
と
再
審
査
、
解
除
の
過
程
を
具
体
的
に

検
討
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
に
お
け
る
教
職
追
放
を
め
ぐ
る
主
導
権
の

移
行
過
程
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
事
件
を
捉
え
た
（2）

。
山
本
も
含

め
て
論
者
の
多
く
は
、
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
に

関
心
が
集
中
し
て
お
り
、
立
教
の
こ
と
に
直
接
関
心
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。

立
教
大
学
に
お
け
る
自
校
史
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
編
纂
さ
れ
た

『
立
教
大
学
の
歴
史
』
で
は
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
戦
時
中
の

立
教
関
係
者
一
一
名
の
追
放
と
そ
の
後

鈴
木
勇
一
郎
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「
苦
渋
に
満
ち
た
立
教
の
決
断
の
あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
」、

「
学
院
首
脳
部
」
が
立
教
を
去
っ
た
と
し
て
、
追
放
に
至
る
ま
で

の
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
（3）

。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
戦
時

中
の
弾
圧
と
抵
抗
や
妥
協
と
い
っ
た
視
点
の
延
長
線
上
に
位
置
づ

け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
問
題
は
、
彼
ら
が
立
教
か
ら
追
放
さ
れ
て
終
わ

り
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
彼
ら
の
う
ち
の
半

分
近
く
が
、
数
年
を
経
ず
し
て
追
放
を
解
除
さ
れ
る
と
い
う
事
態

と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
公
職
追
放
解
除
と
そ
れ
に
追
随
し
て
行
わ

れ
た
教
職
追
放
解
除
が
本
格
化
し
た
の
は
、
一
九
五
一
年
以
降
の

こ
と
で
あ
り
（4）

、
一
九
四
六
年
か
ら
四
八
年
と
い
う
早
い
段
階
で

行
わ
れ
た
こ
と
自
体
、
異
例
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
一
名
の
追
放

自
体
も
教
職
追
放
に
関
す
る
一
連
の
指
令
が
出
さ
れ
る
前
に
実
行

さ
れ
た
と
い
う
点
で
異
例
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
も
異
例
づ

く
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
追

放
の
過
程
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
解
除
さ
れ
て
い
く
経
緯
も
一
連

の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

追
放
に
つ
い
て
は
、
追
放
さ
れ
た
教
員
の
一
人
で
あ
る
縣
康
が

回
想
を
残
し
て
い
る
が
（5）

、
こ
の
他
の
関
係
者
は
ほ
と
ん
ど
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
い
。『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
』

で
も
、
縣
関
係
の
資
料
を
中
心
に
収
録
し
て
い
る
（6）

。
追
放
と
そ

の
解
除
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
縣
の
語
る
物
語
に
ほ
ぼ
独
占
さ
れ

る
状
況
と
な
っ
て
き
た
。
特
に
追
放
さ
れ
た
他
の
十
名
が
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
一
一
名
の
人
々
の
追
放
と
そ
の
後
の
経
緯
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の

立
教
内
部
の
構
造
と
そ
の
置
か
れ
て
い
た
位
置
を
再
検
討
し
て
み

た
い
。１

、
一
一
名
の
人
々

ま
ず
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
四
日
に
追
放
さ
れ
た
人
物
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
指
名
し
た
一
一
名
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

（
１
）
三
辺
金
蔵
（
総
長
）

（
２
）
帆
足
秀
三
郎
（
学
監
・
中
学
校
長
）

（
３
）
辻
荘
一
（
予
科
長
）

（
４
）
金
子
尚
一
（
学
生
主
事
）

（
５
）
宮
崎
伊
佐
夫
（
学
生
主
事
）

（
６
）
小
沢
淳
男
（
学
生
主
事
）

（
７
）
柴
田
亮
（
学
生
主
事
）

（
８
）
縣
康
（
教
員
・
前
学
生
主
事
）

（
９
）
和
田
〔
正
俊
〕
大
尉
（
理
学
部
長
事
務
取
扱
）

（
10
）
武
藤
安
雄
（
図
書
館
司
書
）

（
11
）
阿
部
三
郎
太
郎
（
教
員
・
前
学
生
主
事
）（7）
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こ
こ
に
掲
げ
た
氏
名
や
肩
書
は
英
文
を
そ
の
ま
ま
訳
し
た
も
の

だ
。
フ
ル
ネ
ー
ム
で
な
い
場
合
や
肩
書
が
正
確
で
は
な
い
と
い
う

レ
ベ
ル
で
あ
り
、
正
式
な
指
令
と
し
て
は
か
な
り
雑
な
印
象
を
受

け
る
。『
立
教
大
学
の
歴
史
』
で
は
、
こ
の
一
一
名
を
一
括
し
て

「
首
脳
陣
」
と
か
「
立
教
学
院
幹
部
」
と
呼
ん
で
い
る
が
（8）

、
総
長

で
あ
る
三
辺
金
蔵
、
学
監
帆
足
秀
三
郎
の
二
名
を
除
け
ば
、
す
べ

て
予
科
に
所
属
す
る
教
員
だ
っ
た
。
役
職
に
就
い
て
い
る
場
合
も

予
科
長
や
図
書
館
長
、
学
生
主
事
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
理
事

長
は
お
ろ
か
学
部
長
も
一
人
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
追
放

さ
れ
た
教
員
の
ほ
と
ん
ど
は
予
科
の
教
員
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が

学
生
部
関
係
者
だ
っ
た
。「
立
教
学
院
幹
部
」
と
い
う
に
は
「
小

者
」
揃
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
縣
康
に
よ
れ
ば
、
戦
時
中
の

学
生
部
は
「
超
国
家
主
義
者
の
拠
点
（9）

」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
追
放
さ
れ
た
一
一
名
の
う
ち
、
一
九
四
八
年
ま
で
に

五
名
が
追
放
解
除
と
な
っ
て
い
る
。
実
に
半
分
近
く
が
短
期
間
の

う
ち
に
解
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
立
教
に
復
職

し
た
場
合
、
し
な
か
っ
た
場
合
も
存
在
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
身

の
処
し
方
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

①
追
放
解
除
、
立
教
大
学
に
復
職
。

 

・
縣
康
（
一
九
四
六
年
五
月
八
日
）

 

・
辻
荘
一
（
一
九
四
七
年
六
月
二
七
日
）

 

・
武
藤
安
雄
（
一
九
四
七
年
三
月
四
日
）

②
追
放
解
除
、
立
教
大
学
に
復
職
せ
ず
。

 

・
阿
部
三
郎
太
郎
（
一
九
四
八
年
一
月
一
四
日
）

 

・
宮
崎
伊
佐
夫
（
一
九
四
八
年
三
月
二
五
日
）

③
一
九
五
二
年
に
追
放
解
除
。

 

・
三
辺
金
蔵

 

・
帆
足
秀
三
郎

 

・
金
子
尚
一

 

・
小
沢
淳
男

 

・
柴
田
亮

 

・
和
田
正
俊

第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
帆
足
秀
三
郎
、
金
子
尚
一
の
よ
う

に
そ
の
後
立
教
に
復
職
し
た
人
物
も
い
る
。
さ
ら
に
（
1
）
解
除

申
請
し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、（
2
）
解
除
申
請
し
な
か
っ

た
、
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
う
し
て
処
遇
に
こ
の
よ
う
な
差
が
出
て
き
た
の
か
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
ら

が
追
放
さ
れ
て
以
降
の
過
程
、
ま
た
そ
の
後
の
身
の
振
り
方
を
具

体
的
に
見
て
い
こ
う
。

２
、
学
院
幹
部

（
１
）
三
辺
金
蔵
（
総
長
）

一
八
八
一
年
に
神
奈
川
県
で
生
ま
れ
た
三
辺
金
蔵
は
、
苦
学
し

て
立
教
中
学
校
を
卒
業
後
、
慶
應
義
塾
大
学
理
財
科
を
一
九
〇
八
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年
に
卒
業
し
た
。
欧
米
留
学
か
ら
帰
国
後
、
一
九
一
五
年
に
同
大

学
理
財
科
教
授
に
就
任
し
、
そ
の
後
経
済
学
部
長
を
歴
任
し

た
（10）

。
そ
し
て
一
九
四
三
年
に
遠
山
郁
三
の
辞
職
後
、
立
教
大
学

総
長
（
就
任
時
は
学
長
）
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、

戦
時
中
に
立
教
大
学
総
長
の
職
を
受
け
た
こ
と
で
、
戦
後
教
職
追

放
に
遭
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

追
放
後
の
一
九
四
五
年
一
二
月
、
前
総
長
三
辺
金
蔵
は
、
立
教

学
院
に
対
し
弁
明
書
を
提
出
し
、
五
点
に
わ
た
っ
て
戦
時
中
に
お

け
る
自
ら
の
行
為
を
弁
明
し
た
。

①�

寄
附
行
為
か
ら
基
督
教
主
義
と
い
う
文
言
を
削
除
し
た
こ
と
。

 

（
弁
明
）�

前
学
長
時
代
に
決
定
し
た
こ
と
。
自
分
は
ま
だ
い

な
か
っ
た
の
で
責
任
な
し
。

②�

チ
ャ
ペ
ル
を
閉
鎖
し
基
督
教
教
育
を
廃
止
し
た
こ
と
。

 

（
弁
明
）�

実
施
し
た
の
は
自
分
だ
が
、
前
学
長
時
代
に
決
定

し
た
こ
と
。

③�

キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
解
職
し
た
こ
と
。

 

（
弁
明
）�

戦
時
中
に
解
職
し
た
の
は
、
文
学
部
の
閉
鎖
な
ど

に
よ
る
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
か
ら
と
い
っ

て
解
職
し
た
例
は
皆
無
で
あ
り
、
全
く
身
に
覚
え

が
な
い
。

④�

礼
拝
堂
な
ど
に
蛮
的
行
為
を
犯
し
た
こ
と
。

 

（
弁
明
）�

空
襲
へ
の
対
処
な
ど
か
ら
切
羽
詰
っ
て
や
っ
た
こ

と
で
、
当
時
と
し
て
は
仕
方
な
か
っ
た
。

⑤�

戦
後
も
信
仰
の
自
由
の
回
復
を
は
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

 

（
弁
明
）�

混
乱
に
か
ま
け
て
そ
こ
ま
で
手
が
回
ら
な
か
っ

た
（11）

。

弁
明
書
は
三
辺
だ
け
で
な
く
他
の
被
追
放
者
も
提
出
し
て
い
る

が
、
立
教
学
院
に
提
出
し
た
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
渡
さ
れ
た
の
か
ど
う

な
の
か
を
含
め
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
結
果
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
は
追

放
解
除
に
向
け
た
具
体
的
な
動
き
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

三
辺
の
弁
明
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
実

は
①
、
②
に
関
し
て
は
、
三
辺
の
指
摘
す
る
通
り
、
彼
が
総
長
に

就
任
す
る
以
前
に
実
行
、
な
い
し
は
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
決
定
に
あ
た
っ
て
の
直
接
の
当
事
者
で
あ
っ
た
松
崎
半
三
郎

や
遠
山
郁
三
が
何
ら
責
任
に
問
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

さ
す
が
に
三
辺
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
お
か
し
い
と
言
え
る
。

次
に
③
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
解
職
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
、
彼
の
在
職
中
に
多
く
の
教
職
員
が
解
職
さ
れ
た
こ
と
は
事

実
だ
。
だ
が
こ
れ
に
関
し
て
も
、
当
時
、
国
策
で
文
系
部
局
の
整

理
縮
小
を
迫
ら
れ
て
い
る
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
を
狙
い
撃
ち
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
弁
明
は
成
り
立

つ
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
総
長
の
職
に
あ
っ
た
時
の
話
で
あ
り
、
責

任
が
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
混
乱
期
の
数
か
月
に
無
作
為
で
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
積
極
的
な
行
為
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
。
つ
ま
り
客
観
的
に
見
て
①
、
②
、
③
、
⑤
は
責
任
が
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な
い
、
な
い
し
は
軽
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
④
に
つ
い
て
は
、

総
長
で
あ
る
三
辺
が
直
接
指
示
を
出
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ

り
、
責
任
を
免
れ
る
の
は
か
な
り
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
三
辺
の
場
合
は
、
主
に
④
項
、
つ
ま
り
一
九
四
四
年

の
チ
ャ
ペ
ル
に
対
す
る
責
任
が
実
質
的
に
問
わ
れ
た
と
い
う
可
能

性
が
高
い
。
結
局
、
三
辺
に
つ
い
て
は
、
占
領
が
終
了
し
た

一
九
五
二
年
ま
で
追
放
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
２
）
帆
足
秀
三
郎
（
大
学
学
監
兼
中
学
校
長
）

同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
立
教
中
学
校
長
お
よ
び
学
監
を

務
め
た
帆
足
秀
三
郎
が
い
る
。
北
辰
一
刀
流
の
開
祖
千
葉
周
作
の

曾
孫
千
葉
秀
三
郎
と
し
て
一
八
九
三
年
に
生
ま
れ
た
帆
足
は
、
立

教
中
学
校
を
経
て
一
九
一
七
年
に
立
教
大
学
文
科
を
卒
業
し
た
。

在
学
中
は
立
教
学
院
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
所
属
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

機
関
誌
『
築
地
の
園
』
の
編
集
に
力
を
注
ぐ
な
ど
、
学
内
で
の
キ

リ
ス
ト
教
伝
道
活
動
に
は
特
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
（12）

。

そ
の
間
、
帆
足
家
に
養
子
と
し
て
入
り
、
帆
足
秀
三
郎
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
後
、
聖
公
会
神
学
院
で
学
ん
だ
後
、
一
九
一
九
年
に

立
教
中
学
校
教
諭
に
就
任
し
、
一
九
三
六
年
か
ら
校
長
を
務
め
た
。

こ
の
よ
う
に
帆
足
の
立
教
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
は
長
ら
く
中
学

校
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
四
年
か
ら
は
立
教
大
学
学
監
と

な
り
、
大
学
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
監
と
い
う
役
職
の

位
置
づ
け
や
権
限
は
よ
く
分
っ
て
い
な
い
が
、
他
の
大
学
の
例
か
ら

考
え
て
総
長
の
職
務
を
補
佐
す
る
役
割
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
一
九
四
四
年
に
チ
ャ
ペ
ル
の
資
材
を
防
空
壕
の
資
材
に

転
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
予
科
長
辻
荘
一
は
三
辺
総
長
お
よ

び
帆
足
学
監
の
指
示
を
受
け
て
作
業
を
行
な
っ
た
よ
う
に
回
想
し

て
お
り
（13）

、
学
内
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ

う
だ
。
少
な
く
と
も
一
九
四
四
年
の
段
階
で
帆
足
は
、
意
思
決
定

に
関
与
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
。

そ
う
し
た
意
味
で
一
九
四
二
年
の
寄
附
行
為
の
変
更
は
と
も
か

く
、
一
九
四
四
年
の
チ
ャ
ペ
ル
に
対
す
る
件
で
は
、
責
任
が
な

か
っ
た
と
い
う
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

追
放
後
の
一
九
四
五
年
一
二
月
に
三
辺
や
辻
ら
、
追
放
さ
れ
た

旧
教
職
員
が
弁
明
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
帆
足
に
つ
い
て
は
弁

明
書
を
提
出
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

か
と
い
っ
て
、
追
放
解
除
に
向
け
た
動
き
を
全
く
し
な
か
っ
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
時
代
に
同
級
生
で
あ
っ
た
早
崎
八

洲
（
社
会
学
者
）
に
「
君
今
度
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
先
生
に
会
っ

た
ら
、
僕
が
自
分
の
考
え
で
ピ
ュ
ー
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
。
決
し
て
そ
ん
な
人
間
で
は
な
い
、
と
釈
明
し
て
く
れ
な
い

か
」
と
頼
ん
だ
と
も
い
う
。
早
崎
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
ラ
イ
フ
ス

ナ
イ
ダ
ー
に
会
っ
た
帆
足
は
「
配
属
将
校
の
命
令
に
従
わ
な
い
と

立
教
は
潰
さ
れ
ま
す
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ

ダ
ー
に
「
つ
ぶ
さ
れ
た
ら
私
た
ち
が
ま
た
帰
っ
て
来
て
再
興
し
ま

す
」
と
返
さ
れ
た
と
い
う
（14）

。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
帆
足
の
追
放
解
除
は
占
領
が
終
了
し
た

一
九
五
二
年
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
の
後
、
帆
足
は
立
教

に
復
帰
し
、
立
教
中
学
校
講
師
や
学
校
法
人
立
教
学
院
評
議
員
や

理
事
を
歴
任
し
て
い
る
（15）

。

３
、
追
放
解
除
・
復
職
組

三
辺
や
帆
足
の
よ
う
な
、
実
際
に
学
院
や
大
学
の
幹
部
だ
っ
た

人
物
が
、
戦
時
中
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
部
分
で
責
任
を
問
わ
れ

る
の
は
、
あ
る
意
味
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
他
の
人
々
は
学
院
や
大
学
の

「
首
脳
陣
」
や
「
幹
部
」
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
必
ず
し
も
当
を

得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
次
は
、
そ
う
し
た
人
々
に
下
さ
れ
た

教
職
追
放
と
い
う
処
分
に
対
し
て
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
て
い
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

（
１
）
縣
康
（
学
生
主
事
）

最
初
に
追
放
解
除
に
向
け
た
具
体
的
な
動
き
を
始
め
た
の
が
、

予
科
教
授
で
あ
っ
た
縣
康
で
あ
る
。

縣
は
、
三
辺
ら
と
同
様
に
一
九
四
五
年
一
二
月
二
日
に
立
教
学
院

に
対
し
「
弁
明
書
」
を
提
出
し
て
い
る
が
（16）

、
実
は
そ
れ
以
前
か

ら
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
総
主
事
斎
藤
惣
一
を
通
じ
て
民
間
諜
報
局（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）

の
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
（
元
立
教
大
学
教
授
）
に
陳
情
し
て
い
た

（17）

。
さ
ら
に
そ
の
勧
め
に
応
じ
て
一
一
月
二
〇
日
に
は
、
す
で
に

英
文
の
請
願
書
を
提
出
し
、
追
放
の
解
除
を
要
求
し
て
い
た
（18）

。

縣
の
主
張
は
、
自
分
は
立
教
に
就
任
以
来
、
一
貫
し
て
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
し
て
誠
実
に
身
を
処
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
戦
時
中
に

は
軍
国
主
義
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
圧
迫
を
受
け
て
き
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
軍
国
主
義
者
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
の
は

誤
解
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
お
い
て
教
職
追
放
を
直
接
所
管
し
た
の
は
民
間
情
報

教
育
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）
だ
っ
た
が
、
日
本
国
内
に
お
け
る
情
報
収
集

は
参
謀
２
部
（
Ｇ
２
）
傘
下
の
民
間
諜
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
の
所
管

で
あ
り
、
そ
の
指
揮
下
で
直
接
調
査
に
当
っ
た
の
が
対
敵
諜
報
隊

（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
と
呼
ば
れ
る
部
隊
だ
っ
た
（19）

。
Ｃ
Ｉ
Ｃ
四
四
一
支
隊
は

一
九
四
五
年
一
一
月
二
三
日
に
縣
の
調
査
の
依
頼
を
受
け
て
い
た

が
（20）

、
一
二
月
三
日
、
そ
の
首
都
第
八
〇
班
に
、
縣
に
つ
い
て
の

再
調
査
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
一
九
四
六
年
二
月
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ

特
殊
諜
報
員
八
五
六
六
が
縣
に
つ
い
て
調
査
を
始
め
た
（21）

。

特
殊
諜
報
員
八
五
六
六
は
、
二
月
一
四
日
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
総
主
事
斎

藤
惣
一
、二
月
一
五
日
総
長
事
務
取
扱
須
藤
吉
之
祐
お
よ
び
学
院

チ
ャ
プ
レ
ン
竹
田
鉄
三
（22）

、
三
月
四
日
に
は
日
本
基
督
教
団
牧
師

白
戸
八
郎
と
、
次
々
に
関
係
者
か
ら
事
情
聴
取
を
行
っ
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
戦
時
中
に
お
い
て
も
縣
が
敬
虔
な
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
り
、
軍
国
主
義
に
加
担
し
た
こ
と
な
ど
な
く
、
ま
た

学
校
の
意
思
決
定
に
参
加
で
き
る
責
任
あ
る
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
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で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
証
言
し
た
。
ま
た
、
高
松
孝
治
（
元
大
学

チ
ャ
プ
レ
ン
）、
佐
々
木
鎮
次
（
日
本
聖
公
会
主
教
）、
白
戸
八
郎

（
日
本
基
督
教
団
牧
師
）
が
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
に
送
っ
た
書
簡

で
も
そ
れ
ぞ
れ
、
縣
の
身
の
潔
白
を
主
張
し
て
い
た
。
な
お
特
殊

諜
報
員
八
五
六
六
は
、
二
月
一
六
日
に
は
縣
本
人
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
も
実
施
し
て
い
る
（23）

。

さ
ら
に
白
戸
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
同
じ
三
月
四
日
に
は
、
警

視
庁
の
資
料
も
調
査
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
縣
が
一
九
四
五
年

二
月
以
降
、
縣
は
反
戦
思
想
の
持
主
と
し
て
警
察
の
監
視
下
に
置

か
れ
、
五
月
に
は
学
生
主
事
も
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
判
明
し
た
（24）

。

こ
れ
ら
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
ダ
イ
ク
准
将
は
、

縣
は
反
軍
国
主
義
者
で
あ
り
、
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た

と
し
て
、
立
教
大
学
に
復
職
さ
せ
る
の
が
適
当
と
結
論
づ
け
、

一
九
四
六
年
五
月
七
日
、
正
式
に
縣
の
追
放
解
除
と
大
学
へ
の
復

職
を
指
令
し
た
（25）

。

（
２
）
辻
荘
一
（
予
科
長
）

縣
に
続
い
て
解
除
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
が
、
辻
荘
一
で

あ
っ
た
。
辻
は
一
八
九
五
年
生
ま
れ
。
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
心

理
学
科
を
卒
業
後
、
一
九
二
二
年
立
教
大
学
講
師
と
な
り
、

一
九
二
七
年
予
科
教
授
と
な
っ
た
（26）

。
一
九
四
三
年
に
予
科
副

長
、
そ
の
後
予
科
長
と
な
っ
て
い
る
。
予
科
長
は
大
学
生
の
前
期

教
育
を
行
う
課
程
で
あ
る
予
科
の
ト
ッ
プ
だ
が
、
辻
に
よ
れ
ば
立

教
大
学
の
予
科
長
は
、
人
事
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
含
め
、
ほ
と
ん

ど
実
質
的
な
権
限
は
な
か
っ
た
と
い
う
（27）

。

辻
は
三
辺
ら
と
同
様
に
一
九
四
五
年
一
二
月
に
弁
明
書
を
提
出

し
て
い
る
。
文
章
は
詳
細
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

学
校
の
基
本
的
な
方
針
を
決
定
す
る
の
は
学
院
の
理
事
会
で
あ

り
、
当
時
予
科
副
長
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
自
分
は
、
キ
リ
ス
ト

教
主
義
の
放
棄
を
含
む
学
校
の
方
針
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
礼
拝
堂
の
内
装
を
防
空
壕
の
資
材
に
転
用
し
た
こ
と
も
、
三

辺
学
長
と
帆
足
学
監
の
指
示
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
り
、
あ
の
時
は

や
む
を
得
な
か
っ
た
（28）

。

縣
と
は
異
な
り
、
辻
に
対
し
て
は
こ
の
時
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
に

具
体
的
な
動
き
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

辻
は
そ
の
後
、
一
九
四
六
年
一
二
月
に
再
審
査
を
要
求
し
た
（29）

。

な
お
こ
れ
に
は
、
帆
足
秀
三
郎
（
元
大
学
学
監
）、
三
辺
金
蔵

（
元
大
学
総
長
）、
縣
康
（
元
予
科
教
授
）、
須
貝
止
（
日
本
聖
公

会
主
教
）、
阪
井
徳
太
郎
（
同
志
会
会
長
）
に
よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ

辻
の
主
張
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
添
え
て
い
る
。

一
九
四
六
年
一
二
月
二
七
日
、
辻
自
身
が
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
に
書
簡

を
送
り
、
追
放
解
除
と
大
学
へ
の
復
職
を
要
求
し
た
。
こ
こ
で
も

礼
拝
堂
の
内
装
を
防
空
壕
の
資
材
に
使
っ
た
の
は
、
学
長
な
ど
大

学
幹
部
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
、
自
ら
は
そ
れ
に
従
っ
た
だ
け
で
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あ
り
、
戦
時
中
は
学
院
や
大
学
の
意
思
決
定
に
関
与
で
き
る
立
場

に
は
な
か
っ
た
と
、
弁
明
書
で
訴
え
た
内
容
を
繰
り
返
し
主
張
し

て
い
る
（30）

。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
に
調
査
を
依
頼
し
、
辻
の
主
張
が

お
お
む
ね
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
（31）

。

だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
異
を
唱
え
た
の
が
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
ポ
ー
ル
・

ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
戦
時
中
の
辻
は
命
令
に
反
対
せ

ず
に
唯
々
諾
々
と
蛮
行
に
加
担
し
た
上
に
、
立
教
の
松
崎
半
三
郎

理
事
長
と
佐
々
木
順
三
総
長
が
、
解
職
さ
れ
た
教
員
は
復
職
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
、
辻
の
追
放
解
除
と

復
職
に
は
反
対
し
た
（32）

。

立
教
側
が
復
職
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も

ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
主
張
で
あ
り
、
辻
の
ケ
ー
ス
に
限
っ

て
み
る
と
、
松
崎
や
佐
々
木
が
こ
う
し
た
主
張
を
し
た
こ
と
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
史
料
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
後
で
見
る
よ

う
に
、
立
教
学
院
・
大
学
の
幹
部
が
追
放
さ
れ
た
旧
教
員
の
復
職

に
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
だ
っ
た
。

一
方
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
教
育
課
長
補
佐
ジ
ョ
セ
フ
・
ト
レ
ー
ナ
ー
は
、

重
要
な
の
は
辻
が
破
壊
行
為
や
蛮
行
に
関
与
し
た
か
ど
う
か
で
あ

り
、
関
与
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
以
上
、
速
や

か
に
復
職
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
口
出
し
を

し
て
く
る
の
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
対
す
る
越
権
行
為
だ

と
反
論
し
た
（33）

。

実
は
、戦
時
中
に
予
科
講
師
だ
っ
た
細
入
藤
太
郎
は
、「
一
九
三
七

年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴
史
の
回
顧
」（
以
下

「
細
入
メ
モ
」
と
略
称
）
と
題
し
て
、
戦
時
中
に
お
け
る
立
教
大

学
内
の
対
立
構
造
に
つ
い
て
、
詳
細
な
証
言
を
し
て
い
る
（34）

。
具

体
的
に
は
、
後
で
触
れ
る
武
藤
安
雄
の
再
審
査
の
際
に
提
出
さ
れ

た
も
の
の
よ
う
だ
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
判
断
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
確
か
だ
。

こ
の
メ
モ
の
中
で
、
戦
時
中
の
辻
は
経
済
学
部
長
河
西
太
一
郎

や
予
科
教
授
阿
部
三
郎
太
郎
と
親
し
く
、
予
科
教
授
武
藤
安
雄
ら

の
グ
ル
ー
プ
と
激
し
く
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
学
内
対
立
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

戦
後
の
学
院
首
脳
部
が
辻
の
復
職
に
逡
巡
し
た
大
き
な
要
因
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
結
局
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
一
九
四
七
年
六
月
一
七
日
に
、
辻
荘
一

の
追
放
解
除
と
立
教
大
学
へ
の
復
職
を
指
令
し
た
。
辻
の
追
放
解

除
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
山
本
礼
子
は
、
こ
の
過
程
で
Ｇ
２
に

よ
る
追
放
審
査
に
対
す
る
干
渉
を
排
除
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
よ
る
主
導

権
を
確
立
し
た
と
し
て
い
る
（35）

。
辻
の
場
合
で
は
、
立
教
側
の
事

情
へ
の
配
慮
を
要
求
す
る
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
ら
Ｇ
２
系
の
部
局

の
主
張
を
退
け
た
こ
と
は
確
か
だ
。
だ
が
、
後
で
見
る
よ
う
に
、

そ
の
後
も
「
学
内
事
情
」
が
審
査
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う

な
事
例
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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４
、
追
放
非
解
除
組

縣
や
辻
の
よ
う
に
、
早
い
段
階
で
追
放
の
解
除
と
大
学
へ
の
復

職
を
果
た
し
た
教
員
が
出
る
一
方
で
、
占
領
終
了
ま
で
追
放
が
解

除
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
も
い
る
。

（
１
）
金
子
尚
一
（
学
生
主
事
）

一
九
〇
〇
年
生
ま
れ
の
金
子
尚
一
は
、
立
教
大
学
文
学
部
英
文

学
科
在
学
中
か
ら
「
秀
才
の
誉
れ
」
が
高
く
、
一
九
二
五
年
卒
業

後
た
だ
ち
に
文
学
部
助
教
授
と
な
り
（36）

、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て

ケ
ニ
オ
ン
大
学
で
学
位
を
取
っ
た
（37）

。
さ
ら
に
一
九
二
九
年
に
は

予
科
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。
一
九
四
四
年
四
月
立
教
大
学
学
生

部
副
部
長
、
さ
ら
に
一
九
四
五
年
四
月
か
ら
は
立
教
大
学
学
生
部

長
を
務
め
て
い
た
。
金
子
は
他
の
人
々
と
同
じ
く
一
九
四
五
年

一
〇
月
教
職
追
放
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
月
の

一
九
四
五
年
一
一
月
に
は
「
連
合
軍
総
司
令
部
顧
問
」
に
就
任
し

て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
具
体
的
に
何
を
し
て
い
た
の
か
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
が
、
一
九
四
九
年
一
一
月
か
ら
は
「
連
合

軍
総
司
令
部
外
交
局
」
に
も
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（38）

。
追
放

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
金
子
を
重
用
し
て
い
た
よ
う

に
見
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
金
子
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

司
令
部
が
ぼ
く
を
パ
ー
ジ
し
て
お
い
て
、
今
度
は
ぼ
く
を

雇
っ
て
い
る
。
あ
れ
は
係
が
違
う
か
ら
構
わ
な
い
と
言
う
ん

で
す
（
笑
）。
ぼ
く
は
司
令
部
の
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
の
と

こ
ろ
へ
行
っ
た
の
。
そ
う
し
た
ら
、
お
ま
え
は
み
ん
な
か
ら

い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
い
つ
け
ら
れ
た
。
一
説
に
依
る
と
高
松

先
生
と
か
菅
先
生
等
が
司
令
部
に
働
き
か
け
て
パ
ー
ジ
を
実

現
さ
せ
た
と
の
こ
と
で
す
（39）

。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
も
出
入
り
で
き
る
と
い
う
経
歴
が
も
の
を
言
っ
た
の

か
、
金
子
に
つ
い
て
は
縣
康
と
ほ
ぼ
同
じ
一
九
四
五
年
一
一
月
か

ら
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
四
四
一
支
隊
首
都
八
〇
班
が
金
子
の
再
審
査
を
行

な
っ
て
い
た
。
だ
が
縣
と
は
異
な
り
、
一
九
四
六
年
五
月
一
〇
日

に
以
前
の
教
職
の
地
位
に
戻
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
報
告
し

た
（40）

。
そ
の
具
体
的
な
理
由
は
よ
く
分
ら
な
い
。
た
だ
、
縣
の
回

想
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

私
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
指
令
取
消
を
申
請
し
た
あ
る
人
に
つ
い

て
、
ラ
ッ
シ
ュ
氏
は
「
彼
は
立
教
を
卒
業
し
、
聖
公
会
の
援

助
の
も
と
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
信

仰
の
危
機
に
臨
ん
で
、
何
ら
立
教
の
た
め
に
積
極
的
擁
護
を

し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
彼
の
解
除
の
申
請
は
受
け
付
け
ら
れ

な
い
」
と
私
に
漏
ら
し
た
（41）

縣
は
金
子
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
だ
が
再
審
査
の
時
期
や
ア

メ
リ
カ
へ
の
留
学
経
験
な
ど
、
前
後
の
状
況
か
ら
そ
の
可
能
性
は

低
く
は
な
い
。

と
は
い
え
、
戦
時
中
の
具
体
的
な
行
動
に
つ
い
て
は
、
人
に
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よ
っ
て
見
解
が
食
い
違
う
こ
と
も
多
く
、
そ
の
評
価
は
容
易
で
は

な
い
。
ま
た
後
で
見
る
よ
う
に
、
他
の
関
係
者
の
再
審
査
に
あ

た
っ
て
は
、
教
育
や
宗
教
を
取
り
扱
う
Ｃ
Ｉ
Ｅ
、
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ

シ
ュ
の
所
属
し
て
い
た
Ｃ
Ｉ
Ｃ
と
い
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
各
セ
ク

シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
は
立
教
大
学
の
思
惑
が
複
雑
に
関
わ
っ
て
お

り
、
単
純
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
金
子
の
追
放
解
除
は
一
九
五
二
年
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
に
な
っ
た
。
追
放
解
除
後
の
金
子
は
、
一
九
五
三
年

四
月
立
教
大
学
文
学
部
講
師
と
し
て
立
教
に
復
帰
す
る
と
と
も

に
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
に
は
立
教
大
学
文
学
部
教
授
と
な
り
、

一
九
六
六
年
三
月
に
定
年
で
退
職
し
て
い
る
（42）

。

（
２
）
小
沢
淳
男
（
学
生
主
事
）

小
沢
淳
男
は
一
九
〇
二
年
生
ま
れ
、
一
九
二
七
年
立
教
大
学
文

学
部
哲
学
科
を
卒
業
後
、
文
学
部
助
手
を
経
て
一
九
三
二
年
に
予

科
教
授
、
一
九
三
八
年
か
ら
は
文
学
部
教
授
を
兼
ね
る
よ
う
に
な

り
、
論
理
学
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
（43）

。
さ
ら
に
一
九
四
四
年

に
は
立
教
大
学
学
生
部
主
事
、
報
国
団
主
事
と
な
り
、
学
生
の
生

活
指
導
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
時
中
の
彼
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
卒
業
生
と
結
託
し
て
学
校

か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
追
放
を
主
張
し
た
な
ど
と
し
て
、
辻
荘
一

は
名
指
し
で
非
難
し
て
い
る
（44）

。
ま
た
縣
康
も
同
様
の
証
言
を
し

て
い
る
が
（45）

、
実
際
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、
一
九
四
二
年
九
月
に
は
、
阿
部
三
郎
太
郎
の
強
い
影
響

下
に
あ
っ
た
ボ
ク
シ
ン
グ
部
の
学
生
か
ら
襲
撃
さ
れ
た
「
学
生
暴

行
事
件
」
の
当
事
者
と
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
学
内
に
お
け
る
対

立
構
造
の
渦
中
に
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。「
細
入
メ
モ
」

に
よ
れ
ば
、
小
沢
は
宮
崎
伊
佐
夫
と
と
も
に
、
辻
荘
一
ら
と
激
し

く
対
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（46）

。
小
沢
と
対
立
し
て
い
た
辻

の
証
言
は
、
必
ず
し
も
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、

一
九
五
二
年
ま
で
小
沢
の
追
放
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

小
沢
は
そ
の
後
も
立
教
に
復
職
す
る
こ
と
は
な
く
、
秋
田
短
期

大
学
の
創
立
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
授
と
な
っ
た
。
秋

田
短
期
大
学
は
そ
の
後
秋
田
経
済
大
学
に
改
組
さ
れ
た
が
、

一
九
八
二
年
に
退
職
す
る
ま
で
そ
こ
で
教
鞭
を
と
っ
た
（47）

。

（
３
）
柴
田
亮
（
学
生
主
事
）

一
九
〇
二
年
生
ま
れ
の
柴
田
亮
は
（48）

、
立
教
大
学
文
学
部
史
学

科
在
学
中
か
ら
「
秀
才
の
誉
」
が
高
く
、
一
九
二
八
年
に
卒
業
後

は
、
予
科
長
で
あ
っ
た
小
林
秀
雄
の
推
薦
で
た
だ
ち
に
予
科
教
授

に
就
任
し
た
（49）

。
卒
業
論
文
の
題
目
が
「
尾
張
美
濃
に
お
け
る
ヤ

ソ
教
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
キ
リ

シ
タ
ン
を
研
究
対
象
と
し
て
い
た
。

戦
時
中
は
小
沢
ら
と
と
も
に
、
学
生
主
事
を
務
め
て
い
た
。

「
細
入
メ
モ
」
に
よ
れ
ば
、
柴
田
も
小
沢
淳
男
や
宮
崎
伊
佐
夫
と

と
も
に
、
辻
荘
一
ら
と
対
立
す
る
な
ど
（50）

、
学
内
で
の
対
立
構
造
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の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
彼
の
場
合
も
一
九
五
二
年
に

な
る
ま
で
追
放
は
解
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
も
立
教
に
復

職
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
戦
後
も
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
論
文

を
発
表
す
る
な
ど
、
研
究
は
続
け
て
い
た
よ
う
だ
（51）

。

（
４
）
和
田
正
俊
（
教
務
課
長
）

立
教
大
学
出
身
で
あ
っ
た
小
沢
や
柴
田
と
異
な
り
、
和
田
正
俊

は
一
九
二
八
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
哲
学
科
を
卒
業
し

た
人
物
で
あ
っ
た
。
卒
業
後
は
立
教
大
学
予
科
教
授
と
な
り
、
漢

文
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
（52）

。
ま
た
教
務
課
長
を
務
め
る
な

ど
、
学
生
部
関
係
者
が
多
く
を
占
め
て
い
た
他
の
人
々
と
は
、
多

少
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
一
〇
月
の
追

放
指
令
に
名
前
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、「
細
入
メ
モ
」
に
も
名
前

が
登
場
し
な
い
な
ど
、
戦
時
中
に
お
け
る
具
体
的
な
行
動
や
人
間

関
係
は
よ
く
分
ら
な
い
。
和
田
の
場
合
も
一
九
五
二
年
ま
で
追
放

は
解
除
さ
れ
ず
、
立
教
に
も
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
和

田
の
具
体
的
な
経
歴
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、
一
九
七
〇
年
代
で
も

文
筆
活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
（53）

。

５
、
追
放
解
除
と
復
職
を
め
ぐ
っ
て

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
三
名
が
、
な
ぜ
追
放
が
解
除
さ
れ
な
か
っ

た
の
か
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
そ
の
可

否
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
追
究
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

だ
が
、
追
放
解
除
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

噴
出
し
、
数
多
く
の
調
査
が
行
わ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
が
こ

れ
か
ら
見
る
武
藤
安
雄
と
阿
部
三
郎
太
郎
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

（
１
）
武
藤
安
雄
（
図
書
館
長
）

・
武
藤
安
雄
の
人
物
像

ま
ず
武
藤
安
雄
か
ら
見
て
い
こ
う
。

一
八
八
九
年
に
福
島
県
に
生
ま
れ
た
武
藤
は
、
福
島
県
立
会
津

中
学
校
を
経
て
立
教
中
学
校
に
転
校
し
、
一
九
〇
七
年
に
卒
業
し

て
い
る
（54）

。
後
に
立
教
中
学
校
長
や
立
教
大
学
文
学
部
長
を
務
め

た
小
島
茂
雄
と
は
、
立
教
中
学
校
時
代
に
同
級
生
で
あ
っ
た
（55）

。

武
藤
は
そ
の
後
早
稲
田
大
学
英
文
科
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
英
文

科
選
科
で
学
ん
だ
後
、
立
教
中
学
校
、
立
教
大
学
で
教
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
立
教
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
「
小
島
茂
雄

先
生
と
大
の
仲
良
し
」
で
、
一
緒
に
新
宿
の
小
劇
場
に
浪
花
節
を

聴
き
に
行
っ
た
り
、
家
で
将
棋
を
指
し
て
過
ご
す
よ
う
な
間
柄

だ
っ
た
と
い
う
（56）

。
小
島
は
、
一
九
三
六
年
の
い
わ
ゆ
る
「
学
歴

詐
称
」
事
件
で
立
教
を
追
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
事
実
上
小
島
の

勢
力
を
受
け
継
い
だ
の
が
武
藤
で
あ
っ
た
（57）

。

武
藤
は
中
学
校
で
は
寄
宿
舎
の
舎
監
、
大
学
で
は
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
部
の
部
長
を
長
く
務
め
る
な
ど
、
学
生
生
徒
の
生
活
に
も

深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
一
応
専
門
は
英
語
で
あ
っ
た
が
、
研
究
者
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と
い
う
よ
り
は
教
育
者
と
し
て
の
性
格
が
強
い
人
物
で
あ
っ
た
。

武
藤
は
一
九
六
四
年
に
死
去
す
る
が
、
そ
の
一
周
忌
に
際
し
て

教
え
子
や
同
僚
が
中
心
に
な
っ
て
追
悼
文
集
を
編
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
も
、
人
望
を
集
め
る
人
物
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

「
学
生
か
ら
親
し
ま
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
親
し
ま
れ
過

ぎ
、
余
り
に
「
う
ち
の
お
や
じ
」
扱
い
さ
れ
過
ぎ
（58）

」（
松
下
正

寿
）
と
い
う
評
が
あ
る
ほ
ど
、
立
教
で
の
生
活
に
入
れ
込
ん
で
い

た
人
物
で
あ
っ
た
。

戦
時
中
に
は
、
学
徒
出
陣
す
る
学
生
を
「
何
た
る
名
誉
ぞ
や
、

何
た
る
光
栄
ぞ
や
、
さ
ら
ば
往
け
、
学
徒
諸
君
、
往
け
」
と
い
っ

た
言
葉
で
送
り
（59）

、
日
の
丸
に
「
武
運
長
久
」「
祈
必
勝
」
の
文

字
を
積
極
的
に
書
き
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
（60）

。
こ
う
し
た
行
な

い
は
後
世
か
ら
み
る
と
、
戦
地
に
赴
く
「
学
生
の
深
刻
な
悩
み
」

を
察
す
る
こ
と
の
な
い
無
神
経
な
姿
勢
（61）

、
と
非
難
さ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
。

だ
が
一
方
で
は
、「
熱
心
な
信
仰
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
だ
け

に
、
太
平
洋
戦
争
中
の
御
苦
労
は
言
語
に
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た

と
聞
い
て
居
る
」
と
か
、「
立
大
が
使
命
と
し
て
い
る
も
の
と
、

国
が
押
し
付
け
た
も
の
を
終
戦
時
ま
で
苦
労
し
て
調
和
の
状
態
に

持
ち
続
け
た
（62）

」、
さ
ら
に
は
「
戦
時
中
学
院
チ
ャ
ペ
ル
が
破
壊

さ
れ
た
時
、
そ
の
形
骸
を
見
て
思
わ
ず
歎
声
を
も
ら
さ
れ
た
（63）

」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
戦
中
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
を
守
る
こ
と

に
は
腐
心
し
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
武
藤
が
戦
時
中
に
ど
の
よ

う
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
た
の
か
は
、
今
一
つ
わ
か
ら
な
い
こ
と

も
あ
る
が
、
戦
争
遂
行
に
積
極
的
に
協
力
し
た
こ
と
と
、
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
を
守
っ
た
こ
と
は
、
実
態
と
し
て
は
十
分
両
立
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

・
武
藤
の
再
審
査

も
ち
ろ
ん
武
藤
は
、
追
放
は
不
当
で
あ
り
「
早
く
濡
衣
を
脱
い

で
、
も
う
一
度
立
教
の
教
壇
に
立
ち
度
い
（64）

」
と
考
え
て
い
た
よ

う
だ
が
、
追
放
直
後
に
は
そ
の
望
み
が
か
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

事
態
が
動
き
始
め
た
の
は
一
九
四
六
年
四
月
六
日
に
聖
公
会
の

神
父
桜
井
健
が
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
に
書
簡
を
送
っ
て
か
ら
で

あ
っ
た
。
栃
木
県
の
小
山
修
道
院
に
い
た
桜
井
は
、
以
前
か
ら
武

藤
と
親
し
か
っ
た
よ
う
だ
（65）

。

桜
井
は
、
戦
時
中
に
お
け
る
チ
ャ
ペ
ル
へ
の
冒
涜
行
為
に
つ
い

て
、
興
味
深
い
噂
を
耳
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
配
属
将
校
飯

島
信
之
大
佐
が
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
を
主
導
し
て
お
り
、
彼
の
命

令
に
よ
っ
て
チ
ャ
ペ
ル
を
破
壊
し
た
も
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。だ

が
、
そ
れ
は
事
実
で
は
な
い
と
桜
井
は
指
摘
す
る
。

飯
島
大
佐
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
軍

国
主
義
者
と
同
じ
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
反
対
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
正
義
の
人
で
あ
り
、
不
義
を
憎
ん
だ
。

彼
の
直
情
径
行
な
性
格
は
、
多
く
の
大
学
関
係
者
か
ら
嫌
わ

れ
た
。
だ
が
立
教
は
、
彼
が
極
端
な
国
家
主
義
者
か
ら
の
攻
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撃
に
対
し
て
戦
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
チ
ャ
ペ
ル
に
一
歩
も
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
そ
こ
が
神
社
や
寺
と
同
じ
よ
う
に
神
聖
な
場
所
で
あ

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
（66）

。

後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
飯
島
は
多
く
の
立
教
関
係
者
が
口
を
極

め
て
罵
る
評
判
の
悪
い
配
属
将
校
で
あ
り
、
こ
う
し
た
評
価
を

知
っ
て
い
る
と
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
内
容
だ
。
戦
時
中
桜

井
は
、
栃
木
県
小
山
町
の
修
道
院
で
生
活
し
て
い
た
の
で
、
こ
う

し
た
当
時
の
立
教
内
部
の
状
況
に
つ
い
て
の
観
察
や
主
張
は
、
武

藤
自
身
に
よ
る
も
の
だ
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
六
月
七
日
に
は
武
藤
安
雄
自
身
も
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
に
書
簡

を
送
っ
て
い
る
。
武
藤
は
こ
こ
で
書
簡
を
送
る
の
は
ポ
ー
ル
・

ラ
ッ
シ
ュ
の
示
唆
に
よ
る
も
の
だ
と
し
た
上
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
追
放

の
解
除
と
大
学
へ
の
復
職
を
直
接
要
求
し
た
。
彼
は
、
自
分
が
戦

時
中
に
大
学
図
書
館
長
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
欧
米

の
大
学
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
当
時
の
立
教
で
は
大
学
の

行
政
に
直
接
責
任
を
持
つ
立
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る

と
と
も
に
、
戦
時
中
の
自
ら
の
処
し
方
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は

詳
し
く
触
れ
ず
小
山
修
道
院
の
桜
井
神
父
が
証
言
し
て
く
れ
る
は

ず
だ
と
述
べ
て
い
る
（67）

。

こ
う
し
た
一
連
の
要
求
を
受
け
て
一
九
四
六
年
六
月
一
四
日
、

Ｃ
Ｉ
Ｓ
は
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
依
頼
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
第
四
四
一
支
隊
に

武
藤
の
再
調
査
を
実
施
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
際
、「
信
頼

で
き
る
」
参
考
資
料
と
し
て
、「
細
入
メ
モ
」
が
渡
さ
れ
て
い

る
（68）

。
そ
こ
に
は
戦
時
中
の
立
教
に
お
け
る
派
閥
対
立
が
具
体
的

に
描
か
れ
て
い
た
（69）

。

「
細
入
メ
モ
」
に
よ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
戦
時
中
の
立
教
内
部
の
対

立
構
造
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
た
こ
と
は
、
武
藤
と
そ
の
他
の
関

係
者
の
再
審
査
を
進
め
る
上
で
、
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
東
京
を
担
当
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｃ
第
二
五
地

区
本
部
（70）

が
武
藤
に
つ
い
て
の
調
査
を
進
め
始
め
た
の
は
、

一
九
四
六
年
九
月
ご
ろ
で
あ
っ
た
。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
が
最
初
に
接
触
し
た
の
が
、

学
院
チ
ャ
プ
レ
ン
竹
田
鉄
三
だ
っ
た
（71）

。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
九
月

九
日
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
竹
田
は
、
武
藤
は
戦
争
が
始
ま
る

と
す
ぐ
に
、
完
全
に
態
度
を
変
え
た
。
宗
教
的
な
態
度
を
順
守
し

な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
時
中
、
反
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
転

じ
た
な
ど
と
主
張
し
た
（72）

。

竹
田
は
戦
時
中
の
武
藤
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
は
、
か
な
り

厳
し
い
見
方
を
し
て
い
た
。
だ
が
竹
田
は
そ
の
一
方
で
次
の
よ
う

に
も
続
け
る
。

武
藤
が
飯
島
と
突
然
仲
良
く
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
表
面

的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
武
藤
は
、
私
に
深
い
宗

教
的
信
条
を
誓
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
武
藤
が
宗
教
的
な
抑
圧
や

チ
ャ
ペ
ル
へ
の
冒
涜
に
関
わ
っ
て
い
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
全
体

と
し
て
見
れ
ば
、
武
藤
は
誠
実
か
つ
公
正
で
、
良
心
的
な
人
物
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だ
。
た
だ
悔
い
改
め
の
た
め
に
も
、
も
う
少
し
学
校
か
ら
離
れ
て

い
る
時
間
を
延
長
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
付
け
加
え
た
。

竹
田
は
、
戦
時
中
に
お
け
る
武
藤
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
、

決
し
て
ほ
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は

追
放
の
容
疑
に
つ
い
て
は
否
定
し
た
。

翌
一
〇
日
に
も
、
佐
々
木
順
三
、
沢
田
文
雄
、
田
中
シ
ン
キ
チ

と
い
う
三
人
の
人
物
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
佐
々
木
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
当
時
の
総
長
だ
が
、
彼
は
武
藤
に
つ
い
て
は
、
佐
々

木
が
立
教
に
来
て
か
ら
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
と
し
て
、
コ
メ
ン

ト
を
避
け
た
。

一
方
事
務
職
員
で
あ
る
沢
田
と
田
中
は
、
学
生
時
代
か
ら
武
藤

に
親
し
く
接
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
武
藤
は
忠
実
な
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
で
あ
り
、
宗
教
に
対
す
る
犯
罪
に
関
わ
っ
た
と
は
信
じ
が
た

い
。
武
藤
は
戦
時
中
に
配
属
将
校
を
務
め
た
飯
島
大
佐
と
親
密
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
学
内
に
お
け
る
評
判
を
悪
く
す
る

影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
武
藤
は
た
だ
大
学
に
対
す
る

飯
島
の
極
端
な
行
動
を
和
ら
げ
た
か
っ
た
だ
け
だ
、
な
ど
と
武
藤

を
強
く
弁
護
し
た
。

そ
の
上
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
た
と
い
う
。

武
藤
は
、
前
学
生
主
事
阿
部
三
郎
太
郎
と
個
人
的
な
確
執
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
僚
た
ち
か
ら
好
か
れ
て
い
た
。
そ

し
て
武
藤
が
軍
国
主
義
や
国
家
主
義
、
反
キ
リ
ス
ト
教
主
義
的
な

発
言
を
し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

こ
う
し
た
沢
田
や
田
中
の
証
言
か
ら
は
、
武
藤
の
卒
業
生
に
対

す
る
影
響
力
の
強
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
武
藤
が
阿
部

三
郎
太
郎
と
深
刻
な
対
立
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。

立
教
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
は
連
日
続
い
た
。
特
殊
諜
報
員

四
八
四
八
は
、
翌
一
一
日
に
は
柴
田
亮
の
自
宅
を
訪
れ
、
そ
の
話

を
聞
い
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
柴
田
は
戦
時
中
予
科

教
員
を
務
め
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
追
放
さ
れ
た
一
一
名
の
一

人
で
あ
る
。

柴
田
は
、
戦
時
中
武
藤
と
同
僚
だ
っ
た
が
、「
学
校
の
方
針
が

変
更
に
な
っ
た
時
」、
つ
ま
り
寄
附
行
為
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
主
義

を
削
除
し
た
時
に
は
、
自
分
も
武
藤
も
こ
う
し
た
決
定
に
関
与
し

得
る
よ
う
な
責
任
あ
る
地
位
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
責
任
が
あ

る
と
す
れ
ば
財
団
法
人
の
理
事
長
で
あ
っ
た
松
崎
半
三
郎
こ
そ
、

そ
の
当
事
者
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
そ
の
上
で
、
戦
時
中
に

武
藤
が
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
動
を
す
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な

い
と
も
付
け
加
え
た
。

特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
の
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
は
さ
ら
に
続

き
、
九
月
一
二
日
に
は
藤
原
守
胤
（
ア
メ
リ
カ
研
究
所
所
長
）
と

根
岸
由
太
郎
（
文
学
部
教
授
）
か
ら
話
を
聞
い
て
い
る
。
藤
原
は

武
藤
が
研
究
所
の
図
書
を
利
用
す
る
た
め
に
頻
繁
に
訪
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
接
触
が
あ
り
、
根
岸
は
、
築
地
時
代
の
立
教
か
ら
四
〇

年
来
の
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
。
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こ
の
二
人
も
、
武
藤
が
大
学
の
意
思
決
定
に
関
与
で
き
る
よ
う

な
存
在
で
は
な
く
、
大
学
の
一
般
の
教
員
以
上
の
存
在
で
は
な

か
っ
た
と
述
べ
た
。
ま
た
、
武
藤
が
青
山
三
一
教
会
の
熱
心
な
教

会
員
で
あ
り
、
常
々
反
軍
国
主
義
的
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
と
断

言
し
た
。
た
だ
、
武
藤
は
配
属
将
校
で
あ
っ
た
飯
島
大
佐
と
親
し

か
っ
た
の
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な

関
係
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
付
け
加
え
た
。

特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
は
、
さ
ら
に
続
け
て
同
じ
日
に
財
団
法

人
立
教
学
院
理
事
長
松
崎
半
三
郎
に
も
会
っ
て
い
る
。
松
崎
は
、

古
く
か
ら
武
藤
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
公
式
上

の
関
係
に
止
ま
る
も
の
だ
っ
た
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。武

藤
は
、
ず
っ
と
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
し
、
宗
教
的
な
儀
式
に
も
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
い
た
。
そ
う
し

た
宗
教
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
彼
を
宗
教
的
な
弾
圧
や
大
学

チ
ャ
ペ
ル
の
閉
鎖
に
関
わ
っ
た
と
い
う
理
由
で
辞
職
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
過
去
の
記
録
は
、
武
藤
が
こ
れ
以

上
大
学
に
い
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
だ
か
ら
武
藤
を
大
学
か
ら
追
放
し
た
こ
と
は
適
切
だ
っ
た
。

そ
れ
は
チ
ャ
ペ
ル
へ
の
蛮
行
に
参
加
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
大
学

の
評
価
を
下
げ
る
行
い
を
継
続
的
に
行
な
っ
た
か
ら
だ
。

松
崎
は
財
団
法
人
の
理
事
長
で
あ
り
、
経
営
に
関
す
る
最
高
責

任
者
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
松
崎
が
、
武
藤
が
戦
時
中
に
お
い

て
も
反
キ
リ
ス
ト
教
的
行
為
に
も
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
知
り
つ
つ
も
、
な
お
武
藤
が
立
教
に
戻
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
は
、
さ
ら
に
図
書
館
司
書
津
久
井
安
男

に
も
、
同
じ
日
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。

津
久
井
も
、
武
藤
が
戦
時
中
も
基
本
的
に
は
敬
虔
な
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
た
。
た
だ
同
時
に
チ
ャ
ペ
ル
が
閉

鎖
さ
れ
た
り
破
壊
さ
れ
た
時
に
、
な
ぜ
武
藤
が
反
対
し
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
津
久
井
は
、
飯
島
が
学

内
の
キ
リ
ス
ト
教
を
か
く
乱
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
た

の
に
、
武
藤
は
飯
島
と
仲
良
く
し
続
け
た
と
も
指
摘
し
た
。

特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
は
、
こ
う
し
て
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り

を
入
念
に
済
ま
せ
た
上
で
九
月
一
七
日
、
つ
い
に
武
藤
自
身
に
対

す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
踏
み
切
っ
た
。

武
藤
は
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
簡
単
に
振
り
返
っ
た
後
、

戦
時
中
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

一
九
四
四
年
図
書
館
長
に
就
任
す
る
と
、
飯
島
大
佐
と
知
り
合

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
歴
史
や
哲
学
、
宗
教
に
つ
い
て
の

本
を
読
む
た
め
に
図
書
館
を
頻
繁
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
飯
島

に
魅
了
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
武
藤
は
飯
島
と
親
密

な
関
係
と
な
り
、
時
に
は
一
緒
に
歩
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
飯

島
は
、
チ
ャ
ペ
ル
か
ら
持
ち
去
ら
れ
た
椅
子
を
取
り
戻
そ
う
と
し

た
り
す
る
な
ど
、
実
際
に
は
宗
教
に
は
気
を
使
っ
て
お
り
、
む
し
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ろ
そ
う
し
た
行
動
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
て
切
歯
扼
腕
し
て
い

た
、
と
い
う
。
武
藤
は
、
自
分
の
名
前
が
パ
ー
ジ
リ
ス
ト
に
入
っ

て
い
た
の
は
、
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い
と
主
張
し
た
。

武
藤
は
、
戦
時
中
に
飯
島
大
佐
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め

た
が
、
そ
の
姿
勢
は
特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
に
は
、
苦
し
い
言
い

訳
に
聞
え
た
よ
う
だ
。
彼
は
報
告
書
に
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を

付
け
、
武
藤
へ
の
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
う
ち
何
人
か
は
、
武
藤
へ
の
個

人
的
な
嫌
悪
感
を
示
し
、
武
藤
の
デ
ィ
フ
ェ
ン
シ
ブ
な
発
言

に
対
す
る
反
対
を
強
調
し
た
。
飯
島
に
関
す
る
武
藤
の
証
言

は
、
他
の
全
て
の
対
象
者
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
武
藤
の
証

言
の
信
憑
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
殊
諜
報
員
の
個
人
的
印
象
と
は
別
に
、
調
査
の
過

程
で
は
戦
時
中
の
武
藤
が
、
反
キ
リ
ス
ト
教
活
動
に
従
事
し
た
と

い
う
明
確
な
証
拠
が
出
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
。

こ
れ
を
受
け
て
、
九
月
二
六
日
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
管
理
官
ノ
ー
マ
ン
大

尉
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
。

調
査
は
、
武
藤
が
立
教
に
在
職
中
、
深
く
宗
教
的
で
教
会
の
柱

で
あ
る
と
い
う
評
判
を
得
て
い
た
が
、
同
時
に
機
会
主
義
者
で
あ

り
、
意
地
悪
な
性
格
の
持
主
だ
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
関
係
者
は
口
を
揃
え
て
、
武
藤
は
追
放
の

理
由
に
な
る
よ
う
な
「
信
教
の
自
由
の
侵
害
」
と
は
何
の
関
係
も

な
か
っ
た
と
証
言
し
た
。
武
藤
の
唯
一
の
過
失
は
、
配
属
将
校
飯

島
大
佐
と
親
し
く
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
学
校
の
方
針
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
学
校
の
方
針
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
責
任
あ
る
地
位
に

就
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
恐
ら
く
武
藤
が
追
放
さ
れ
た
の

は
、
手
の
ひ
ら
を
返
す
よ
う
な
、
嫌
ら
し
い
身
の
ふ
る
ま
い
方
の

結
果
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
元
の
責
任
の
な
い
地
位
に
復
職
さ
せ
る

べ
き
だ
。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
報
告
を
受
け
て
、教
職
追
放
を
直
接
所
管
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ

は
一
九
四
六
年
一
一
月
二
〇
日
、
武
藤
に
関
し
て
追
放
に
該
当
す

る
よ
う
な
証
拠
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
（73）

。
こ
う

し
て
一
九
四
七
年
一
月
二
七
日
に
武
藤
安
雄
は
追
放
を
解
除
さ

れ
、
立
教
大
学
に
復
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（74）

。

・
配
属
将
校
飯
島
信
之

武
藤
の
追
放
に
あ
た
っ
て
は
、
配
属
将
校
で
あ
っ
た
飯
島
信
之

大
佐
と
の
関
係
が
強
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
飯
島

は
、
多
く
の
立
教
関
係
者
が
「
鬼
の
配
属
将
校
（75）

」
と
か
「
狂
的

愛
国
主
義
者
（76）

」
と
評
す
る
よ
う
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
軍
国
主

義
者
で
あ
り
、
文
学
部
の
学
生
を
「
文
弱
部
」
と
呼
ん
で
目
の
敵

に
し
た
人
物
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（77）

。
こ
う
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た

飯
島
像
か
ら
す
る
と
、
お
よ
そ
学
術
や
文
化
に
理
解
が
あ
っ
た
と

は
思
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
武
藤
が
自
ら
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
飯
島
と
親
交

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
四
年
に
武
藤
が
図
書
館
長
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を
し
て
い
る
時
に
、
飯
島
が
歴
史
や
哲
学
、
宗
教
に
つ
い
て
の
本

を
読
む
た
め
に
図
書
館
を
頻
繁
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
る
飯
島
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
図
書
館
で
読

書
や
思
索
に
ふ
け
る
よ
う
な
行
動
の
間
に
は
大
き
な
落
差
が
あ
る

が
、
武
藤
は
追
放
を
逃
れ
る
た
め
に
苦
し
紛
れ
に
適
当
な
こ
と
を

吹
聴
し
て
い
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
当
時
の
立
教
関
係
者
に
も
、
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異

な
っ
た
飯
島
の
一
面
を
見
た
人
物
も
い
る
。

当
時
、
経
済
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
菅
井
勇
造
（
戦
後
、
桃
山

学
院
大
学
教
授
）
は
、「
欧
米
憎
悪
に
は
狂
信
的
な
も
の
が
あ
っ

た
」
と
か
、「
感
覚
は
時
代
離
れ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
、

大
方
の
飯
島
像
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る
一
方
で
、

次
の
よ
う
に
飯
島
の
自
宅
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
い

る
。

軍
服
を
脱
い
で
し
ま
え
ば
、
自
宅
で
の
飯
島
大
佐
は
礼
儀
正

し
い
人
で
あ
っ
た
。
謹
厳
な
頑
固
じ
い
さ
ん
と
い
う
感
じ
で

は
あ
っ
た
が
、
懲
罰
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
鄭
重

に
接
待
し
て
く
れ
た
。
書
斎
の
三
方
は
書
棚
で
囲
ま
れ
て
い

た
。
吉
田
松
陰
や
山
家（

鹿
）素
行
の
著
書
が
大
半
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
日
本
精
神
論
の
書
籍
が
多
数
あ
っ
た
。
こ
の
書
斎
の
雰

囲
気
か
ら
、
こ
の
人
は
日
本
精
神
の
研
究
を
し
て
い
る
学
者

か
も
し
れ
な
い
？
と
思
っ
た
（78）

。

菅
井
は
、
飯
島
に
「
頑
固
じ
い
さ
ん
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
非

常
な
読
書
家
と
し
て
の
一
面
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
予
科

生
で
あ
っ
た
緑
川
亨
（
戦
後
、
岩
波
書
店
社
長
）
も
、
飯
島
が

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
諳
ん
じ
て
い
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
（79）

。

飯
島
信
之
は
、
一
八
八
六
年
に
広
島
で
生
ま
れ
て
い
る
（80）

。
父

浦
太
郎
は
梅
坪
と
号
し
、
大
阪
師
範
学
校
で
学
ん
だ
後
、
長
年
岡

山
師
範
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
漢
学
者
で
あ
っ
た
（81）

。
信
之
自
身

も
漢
学
に
造
詣
が
深
く
、
趣
味
で
漢
詩
を
詠
む
よ
う
な
環
境
で

育
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
背
景
を
持
つ
飯
島
が
、「
漢
学
の
素
養
も
浅
か
ら
ず
（82）

」

と
さ
れ
た
武
藤
安
雄
と
、
大
学
図
書
館
で
互
い
に
親
交
を
深
め
た

と
し
て
も
、
必
ず
し
も
不
自
然
と
は
言
え
な
い
。
武
藤
が
飯
島
に

接
近
し
た
意
図
は
、
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
苦
し
紛
れ
の
出
ま
か
せ
だ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
よ
う
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
飯
島
は
、
配
属
将
校
と
し
て
戦
時
中
の
立
教
大

学
の
動
向
に
大
き
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ

も
戦
時
中
の
立
教
に
お
け
る
一
連
の
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
事
件
に

飯
島
に
責
任
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
立
教
関
係
者
を
追
放
す

る
よ
り
も
前
の
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
二
日
、
日
本
政
府
に
飯
島

の
逮
捕
と
大
森
収
容
所
へ
の
移
送
を
指
示
し
て
い
た
（83）

。
だ
が
飯

島
は
す
で
に
健
康
を
害
し
て
お
り
、
東
京
第
一
陸
軍
病
院
で
一
一
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月
一
三
日
に
死
去
し
た
（84）

。
結
局
、
戦
時
下
の
立
教
に
つ
い
て
は

一
言
も
語
る
こ
と
な
く
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
時
中
に
「
何

と
な
く
や
か
ま
し
（85）

」
か
っ
た
飯
島
が
、
多
く
の
立
教
関
係
者
か

ら
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
戦
後
は
「
死
人
に
口

な
し
」、
ど
れ
ほ
ど
責
任
を
押
し
付
け
て
も
実
害
の
な
い
便
利
な

存
在
に
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

（
２
）
阿
部
三
郎
太
郎
（
学
生
主
事
）

・
阿
部
の
人
物
像

次
に
阿
部
三
郎
太
郎
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
よ
う
。
一
八
九
三
年

生
ま
れ
の
阿
部
は
、
一
九
二
四
年
に
東
北
帝
国
大
学
理
学
部
物
理

学
科
を
卒
業
し
、
一
九
二
七
年
に
立
教
大
学
予
科
に
着
任
し
た
。

一
九
二
九
年
に
は
水
泳
部
長
に
も
就
任
し
て
い
る
。
一
九
三
三
年

に
は
自
ら
三
万
円
の
借
金
を
し
て
大
学
に
プ
ー
ル
を
建
設
し
、
多

く
の
部
員
を
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
さ
せ
る
こ
と
に
努

力
す
る
な
ど
、「
水
泳
立
教
の
恩
人
」
で
あ
り
「
熱
心
な
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
人
格
者
と
し
て
」
知
ら
れ
て
い
た
（86）

。
専
門
は
数
学
だ

が
、
や
は
り
武
藤
と
同
じ
よ
う
に
研
究
者
と
い
う
よ
り
、
教
育
者

と
し
て
の
性
格
が
強
い
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
れ
だ
け
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
激
し
く
な
っ
て
き
た
学
内
で

の
勢
力
争
い
に
も
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

「
細
入
メ
モ
」
で
は
、
経
済
学
部
長
だ
っ
た
河
西
太
一
郎
と
親
し

く
、
武
藤
安
雄
ら
と
は
激
し
く
対
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
に
な
っ
て
河
西
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
阿
部

を
擁
護
す
る
書
簡
を
提
出
し
て
い
る
。

阿
部
が
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
書
簡
を
送
り
、
自
ら
再
審
査
と
追
放
解
除
を

訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
七
年
五
月
一
六
日
の
こ
と

だ
っ
た
。
こ
の
中
で
阿
部
は
次
の
よ
う
に
自
ら
の
事
情
を
説
明
し

て
い
る
。

戦
時
中
、
決
定
に
関
与
で
き
る
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
総
長
で
あ
っ
た
遠
山
郁
三
、三
辺
金
蔵
や
学
監
帆
足
秀
三
郎

の
指
示
に
従
う
ほ
か
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
色
の
払
拭
に
努
め

た
ど
こ
ろ
か
、
軍
国
主
義
の
犠
牲
者
だ
っ
た
。
戦
時
中
も
敬
虔
な

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
須
貝
止
（
日
本
聖
公
会
主

教
）、
蒔
田
誠
（
日
本
聖
公
会
主
教
）、
遠
山
郁
三
（
元
学
長
）、

三
辺
金
蔵
（
元
総
長
）、
帆
足
秀
三
郎
（
元
学
監
）、
河
西
太
一
郎

（
元
経
済
学
部
長
）
ら
が
保
障
し
て
く
れ
て
い
る
。
一
九
四
四
年

の
チ
ャ
ペ
ル
破
壊
は
私
の
ま
っ
た
く
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ

で
起
こ
っ
た
事
件
だ
（87）

。

阿
部
は
こ
の
よ
う
に
戦
時
中
の
容
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
問
題

に
つ
い
て
反
論
し
、
身
の
潔
白
を
主
張
し
た
。
阿
部
自
身
に
よ
る

弁
明
だ
け
で
な
く
、
須
貝
、
蒔
田
、
帆
足
、
河
西
ら
、
聖
公
会
お

よ
び
立
教
大
学
の
主
要
人
物
が
阿
部
を
擁
護
す
る
書
簡
も
同
時
に

提
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
人
物
の
多
く

は
、
他
の
被
追
放
者
の
弁
護
の
際
に
も
書
簡
を
提
出
し
て
い
る

が
、
河
西
太
一
郎
は
阿
部
以
外
の
人
物
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
は
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確
認
で
き
な
い
。
河
西
と
阿
部
の
関
係
の
深
さ
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

・
阿
部
の
再
審
査

こ
れ
ら
の
状
況
を
受
け
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
阿
部
の
再
審
査
を
決
定

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
一
月
一
四
日
、
財
団
法
人
立
教
学
院
理
事

長
松
崎
半
三
郎
と
立
教
大
学
総
長
佐
々
木
順
三
と
い
う
、
立
教
の

両
首
脳
が
連
名
で
書
簡
を
送
っ
て
き
た
。
松
崎
と
佐
々
木
は
主
に

次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
阿
部
の
復
職
に
否
定
的
な
見
解
を
述
べ

た
（88）

。阿
部
は
、
戦
時
中
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
立
場
を
守
る
こ
と

が
で
き
ず
、
宗
教
活
動
を
放
棄
す
る
こ
と
に
血
道
を
上
げ
て
い

た
。
阿
部
は
、
そ
の
党
派
的
活
動
に
よ
っ
て
大
学
の
管
理
に
影
響

を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
大
学
の
伝

統
を
破
壊
し
、
国
家
主
義
的
な
雰
囲
気
が
主
流
と
な
っ
た
。
危
機

の
数
年
間
、
学
生
課
長
と
し
て
そ
の
影
響
力
を
立
教
の
基
本
的
な

要
素
を
破
壊
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
方
が
、
阿
部
に
と
っ
て
容
易

な
選
択
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
一
一
人
の
リ
ス
ト
に
阿
部
を
入
れ

た
こ
と
は
正
し
い
判
断
で
あ
っ
た
し
、
同
様
の
理
由
で
我
々
は
阿

部
が
復
職
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
立
教
大
学
の
再
生
と
復

興
の
た
め
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
物
だ
。

松
崎
と
佐
々
木
と
い
う
立
教
の
経
営
・
教
学
上
の
ト
ッ
プ
が

揃
っ
て
、
阿
部
の
復
職
に
対
し
て
拒
否
反
応
を
示
し
た
。
そ
れ
は

主
に
阿
部
の
「
党
派
的
活
動
」
を
問
題
視
し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
告
発
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
戦
時
中
の
阿
部

の
行
動
に
つ
い
て
、
軍
国
主
義
的
か
つ
反
キ
リ
ス
ト
教
的
行
動
を

し
た
と
い
う
具
体
的
な
証
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
阿
部
を
擁
護
す
る
多
く
の
関
係
者
の
書
簡
が
揃
っ
て
指
摘
す

る
よ
う
に
、
戦
時
中
の
阿
部
は
む
し
ろ
軍
国
主
義
に
否
定
的
で
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
信
仰
を
守
っ
た
と
い
う
証
言
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
現
在
の
立
教
の
首
脳
部
が
阿
部
の
復
職
に
反
対
す

る
の
は
、
別
の
問
題
を
懸
念
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「
細
入
メ
モ
」
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
示
し
て
き

た
よ
う
に
、
学
内
に
お
け
る
対
立
構
造
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と

を
問
題
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
立
教
の
首
脳
部
が
、
被
追
放
者
の
復
職
に
反
対
し

た
の
は
、
阿
部
が
初
め
て
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
辻
荘
一
の
際
に
も
、
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ュ
は
松
崎
ら

が
辻
の
復
職
に
否
定
的
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
た
し
、
武
藤
の
際
に

も
、
松
崎
が
復
職
に
反
対
す
る
書
簡
を
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
経

営
上
と
教
学
上
の
ト
ッ
プ
が
揃
っ
て
直
接
反
対
す
る
と
い
う
事
態

は
初
め
て
だ
っ
た
。

阿
部
の
調
査
に
あ
た
っ
て
い
た
Ｇ
２
は
、
一
一
月
二
二
日
に

Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
意
見
を
出
し
て
い
る
。

阿
部
に
関
す
る
過
去
の
記
録
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
わ
れ
わ

れ
は
、
彼
が
大
学
の
再
出
発
に
と
っ
て
障
害
に
な
る
人
物
だ
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と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
以
上
の
混
乱

で
は
な
く
、
平
和
と
統
合
を
望
ん
で
い
る
の
だ
（89）

。

「
細
入
メ
モ
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
戦
時
中
の
立
教
に
お
け
る
対

立
構
造
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
し
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
、
立
教
の
内
部
事
情
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

教
職
追
放
を
直
接
所
管
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
、
基
本
的
に
は
信
教
の

自
由
の
侵
害
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

要
素
が
入
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
取
り
（90）

、
戦
時
中
の

阿
部
の
行
動
に
関
し
て
は
、
縣
、
武
藤
、
辻
と
似
た
よ
う
な
ケ
ー

ス
、
つ
ま
り
軍
国
主
義
に
積
極
的
に
加
担
し
た
証
拠
は
な
い
と
判

断
し
て
い
た
が
（91）

、
同
時
に
こ
う
し
た
立
教
の
学
内
状
況
に
も
配

慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

一
九
四
七
年
一
一
月
二
九
日
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
報
告
書
は
「
立
教
の

総
長
に
よ
る
純
然
た
る
学
内
行
政
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

し
て
、
次
の
三
つ
の
選
択
肢
を
取
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（92）

。

Ａ
案　

�

阿
部
を
元
の
地
位
に
戻
す
必
要
は
な
い
と
い
う
声
明

を
出
す
と
い
う
方
法
。

 

　
　

�　

復
職
の
際
に
、
阿
部
は
元
の
地
位
に
留
ま
る
こ
と

は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
声
明
を
出
す
。

 

　
　

�　

こ
の
計
画
は
、
総
長
の
現
在
の
計
画
に
対
す
る
不

幸
な
干
渉
を
う
ま
く
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｂ
案　

�

地
位
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
総
長
に
非
公

式
に
知
ら
せ
る
と
い
う
方
法
。

Ｃ
案　

�

立
教
以
外
の
教
育
機
関
の
ど
こ
か
に
職
を
与
え
る
と

い
う
方
法
。

Ｃ
Ｉ
Ｅ
が
選
択
し
た
の
は
、
さ
ら
に
将
来
に
お
け
る
困
難
を
未

然
に
防
ぐ
に
は
、
Ｂ
案
つ
ま
り
、
阿
部
が
復
職
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
は
立
教
側
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
阿
部
は
公
式
に
は
三
〇
日
以
内

に
大
学
に
復
職
す
る
が
、
そ
の
後
そ
れ
を
維
持
す
る
か
ど
う
か

は
、
内
部
の
問
題
と
し
て
大
学
当
局
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆

し
た
よ
う
だ
（93）

。

こ
う
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
一
九
四
八
年
一
月
一
四
日
に
阿
部
三
郎
太

郎
の
追
放
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、
立
教
大
学
へ
の
復
職
を
命
ず

る
指
令
を
発
し
た
（94）

。
だ
が
実
態
と
し
て
は
、
阿
部
は
二
月
一
三

日
付
で
い
っ
た
ん
立
教
大
学
に
復
職
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
病
気
」
で
職
務
が
執
れ
な
い
状
態
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（95）

。

そ
の
後
の
詳
し
い
経
緯
は
不
明
だ
が
、
結
局
阿
部
が
立
教
大
学
に

戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

予
科
で
同
僚
で
あ
っ
た
縣
康
は
、
阿
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

水
泳
部
を
育
て
た
部
長
は
数
学
の
教
授
阿
部
三
郎
太
郎
氏
で

あ
る
。
し
か
し
同
氏
は
、
終
戦
直
後
の
、
例
の
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
指
令
で
追
放
に
な
り
、
厳
格
に
一
切
の
教
育
機
関
へ
の

出
入
り
も
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
も
一
緒
に
追
放
さ
れ
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た
の
だ
が
、
幸
い
に
し
て
私
は
他
の
人
達
よ
り
も
早
く
追
放

解
除
に
な
っ
た
。
懇
意
な
阿
部
氏
か
ら
も
懇
請
さ
れ
て
、
そ

の
後
任
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
（96）

。

縣
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
立
教
に
用
は
な
い
、
と
放
言
し
た

某
学
部
長
が
い
た
。
ま
た
、
天
皇
は
神
で
あ
る
、
と
力
説
す
る
教

授
も
い
た
。「
あ
ら
人
神
」
の
「
上
御
一
人
に
帰
し
奉
れ
ば
よ
い
」

な
ど
と
言
っ
て
い
た
哲
学
者
だ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
だ
の
も
い

た
（97）

」
と
し
て
、
戦
時
中
時
局
に
迎
合
し
た
り
、
軍
国
主
義
的
な

行
動
を
と
っ
た
人
物
に
対
す
る
敵
意
を
示
し
て
い
る
が
、
少
な
く

と
も
阿
部
に
対
し
て
は
こ
う
し
た
感
情
を
抱
い
て
は
お
ら
ず
、
戦

後
も
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
水
泳
部
の
出
身
者
の
ひ
と
り
は
阿
部
が
「
敬
虔
な
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
」
で
あ
り
、
戦
後
追
放
と
な
っ
て
駒
込
に
隠
棲
し
た
後

も
、
常
に
教
え
子
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て

い
る
（98）

。
・
経
済
学
部
長
河
西
太
一
郎

阿
部
の
復
職
を
後
押
し
よ
う
と
し
た
人
物
の
一
人
に
、
戦
時
中

に
経
済
学
部
長
で
あ
っ
た
河
西
太
一
郎
が
い
た
こ
と
は
先
に
触
れ

た
。
追
放
さ
れ
た
立
教
の
教
職
員
の
中
で
河
西
が
復
職
の
た
め
に

動
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
河

西
と
阿
部
は
戦
時
中
関
係
が
深
く
、
先
に
出
て
き
た
武
藤
安
雄
な

ど
と
激
し
い
対
立
を
繰
り
広
げ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
稿
で
た

び
た
び
触
れ
て
き
た
。

一
八
九
五
年
生
ま
れ
の
河
西
は
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を

一
九
二
〇
年
に
卒
業
後
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
を
経
て
、

一
九
二
三
年
か
ら
立
教
大
学
教
授
を
務
め
て
い
た
。
東
大
在
学
中

は
、
新
人
会
の
創
設
に
参
画
す
る
な
ど
社
会
運
動
に
関
わ
る
と
と

も
に
、
卒
業
後
は
農
業
問
題
の
専
門
家
と
し
て
い
く
つ
か
の
著
書

を
発
表
し
て
い
た
（99）

。

河
西
は
一
九
四
一
年
五
月
に
経
済
学
部
長
に
就
任
し
た
が
、

一
九
四
三
年
七
月
に
大
学
を
辞
職
し
て
い
る
（100）

。
河
西
は
経
済
学

部
教
授
で
あ
っ
た
田
辺
忠
男
ら
と
学
内
で
激
し
く
対
立
し
て
い

た
。
こ
れ
は
彼
が
当
時
左
翼
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
が
（101）

、
そ
れ
以
上
に
一
九
三
〇
年
代
か
ら
顕
在
化
し
て

き
た
よ
り
広
範
囲
な
学
内
対
立
を
背
景
と
し
て
い
た
。
河
西
は
山

下
英
夫
と
い
っ
た
経
済
学
部
の
教
員
だ
け
で
な
く
、
辻
や
阿
部
と

い
っ
た
予
科
の
教
員
を
も
自
ら
の
勢
力
に
取
り
込
ん
で
い
た
。
こ

う
し
て
予
科
教
員
ら
も
巻
き
込
ん
だ
対
立
は
、
一
九
四
二
年
後
半

に
は
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
「
学
生
暴

行
」
事
件
な
ど
も
発
生
す
る
な
ど
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
況
に

陥
っ
て
い
た
（102）

。「
細
入
メ
モ
」
に
よ
る
と
、
一
九
四
三
年
に
赴

任
し
た
三
辺
金
蔵
の
最
初
の
大
き
な
仕
事
が
、
河
西
や
田
辺
を
大

学
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
（103）

。
実
際
、
一
九
四
三

年
に
は
河
西
だ
け
で
な
く
、
田
辺
忠
男
（
経
済
学
部
教
授
）、
松

下
正
寿
（
経
済
学
部
教
授
）
と
い
っ
た
人
々
が
相
次
い
で
大
学
を

去
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
資
料
に
よ
れ
ば
、
学
校
側
は
河
西
の
辞
職
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理
由
を
「
転
職
の
た
め
」
と
の
み
説
明
し
て
お
り
（104）

、
具
体
的
な

経
緯
は
記
し
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
間
立
教
学
院
お
よ
び
立
教
大
学
で
は
、
寄
附
行
為

や
学
則
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
文
言
を
削
除
す
る
変
更
を

行
っ
て
い
る
が
、
学
長
で
あ
っ
た
遠
山
郁
三
の
日
記
に
よ
る
と
、

河
西
は
一
九
四
二
年
九
月
に
学
則
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
文

字
抹
殺
（105）

」
を
要
求
す
る
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
。
遠
山
は
日
記

に
、
配
属
将
校
や
教
員
、
卒
業
生
ら
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
や

圧
力
、
時
に
は
脅
迫
を
記
し
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
排
除

の
直
接
的
な
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
河
西
に

よ
る
も
の
だ
け
だ
。

戦
後
、
一
九
四
六
年
一
月
に
立
教
大
学
に
復
職
し
て
い
る
が
、

そ
の
際
に
は
学
内
か
ら
復
職
に
反
対
す
る
声
が
上
が
っ
た
。
具
体

的
に
は
、
学
部
長
代
理
の
須
藤
吉
之
祐
や
ア
メ
リ
カ
研
究
所
長
藤

原
守
胤
ら
が
、
河
西
が
戦
時
中
に
公
金
を
費
消
し
た
と
し
て
、
そ

の
復
職
に
反
対
し
た
と
い
う
。『
立
教
大
学
経
済
学
部
一
〇
〇
年

史
』
で
は
、
そ
れ
が
「
冤
罪
で
あ
る
こ
と
が
、
完
璧
に
証
明
さ
れ

た
」
と
し
て
い
る
が
（106）

、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
触
れ
て
き
た
戦
時
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
学
内
で
の
状
況

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
復
職
へ
の
抵
抗
に
は
単
に
金
銭
関
係
や
政

治
的
立
場
と
い
っ
た
問
題
だ
け
で
な
く
、
学
内
で
の
対
立
構
造
や

人
間
関
係
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

復
職
後
の
河
西
は
一
九
四
六
年
五
月
に
経
済
学
部
長
に
就
任

し
、
一
九
五
九
年
ま
で
務
め
た
。
そ
の
間
、
一
九
四
七
年
一
二
月

に
は
洗
礼
を
受
け
、
ト
マ
ス
と
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ネ
ー
ム
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
（107）

。

一
九
四
八
年
に
は
、
学
内
で
『
ア
カ
ハ
タ
』
を
頒
布
し
た
と
い

う
理
由
で
学
生
を
退
学
処
分
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
真
理
・

自
由
大
い
に
結
構
、
然
し
本
学
に
は
建
学
精
神
が
あ
る
か
ら
ね
、

建
学
精
神
に
反
す
る
も
の
は
放
校
し
て
も
や
む
を
え
ん
」
な
ど
と

言
い
放
っ
た
と
い
う
（108）

。

戦
時
中
の
キ
リ
ス
ト
教
抹
殺
発
言
に
せ
よ
、
戦
後
の
建
学
精
神

発
言
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
河
西
が
直
接
述
べ
た
り
、
記
し
た
り
し

た
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
範
囲
で
は
、
そ
の
時
々
や
場
所
、
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
言

動
が
ぶ
れ
る
、
ず
い
ぶ
ん
機
会
主
義
的
な
人
物
だ
と
い
う
印
象
は

免
れ
が
た
い
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
河
西
は
、
東
大
在
学
中
に
新
人
会
で
活

動
し
て
い
た
。
新
人
会
出
身
者
の
心
性
と
行
動
に
つ
い
て
は
、
古

川
江
里
子
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
東
大
法
学

部
出
身
者
が
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
新
人
会
の
よ
う
な
社
会
運
動

に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。
明
治
時
代
と
は
異
な
り
、
進
路
と
し
て
官
界
に
も
産
業
界

に
も
閉
塞
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
ら
が
、
新
た
な
有
望
な

分
野
と
し
て
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
（109）

。
つ
ま
り
立
身

出
世
の
手
段
と
し
て
社
会
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な
っ
た
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の
で
あ
る
。
一
見
、
脈
略
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
河
西
の
行
動

も
、
こ
う
し
た
新
人
会
出
身
者
の
心
性
に
引
き
つ
け
て
捉
え
な
お

す
と
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
河
西
は
、
そ
の
後
学
校
法
人
立
教
学
院
理
事
長
な
ど
を
歴

任
し
、
一
九
八
六
年
に
死
去
し
た
際
に
は
学
院
葬
を
以
っ
て
送
ら

れ
て
い
る
（110）

。

（
３
）
宮
崎
伊
佐
夫
（
学
生
主
事
）

阿
部
と
同
様
に
、
追
放
を
解
除
さ
れ
な
が
ら
も
立
教
大
学
に
復

職
し
な
か
っ
た
人
物
に
宮
崎
伊
佐
夫
が
い
る
。
一
九
〇
七
年
生
ま

れ
の
宮
崎
は
一
九
三
三
年
に
立
教
大
学
文
学
部
英
文
科
を
卒
業

し
、
一
九
四
二
年
度
か
ら
予
科
の
専
任
教
員
に
な
っ
て
い
た
（111）

。

一
九
四
四
年
か
ら
は
学
生
主
事
も
務
め
て
い
た
。「
細
入
メ
モ
」

で
は
、
宮
崎
は
武
藤
安
雄
の
「
子
分
」
と
し
て
、
同
窓
生
で
あ
る

小
沢
や
柴
田
ら
と
と
も
に
強
力
な
派
閥
を
形
成
し
、
辻
荘
一
ら
と

対
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（112）

。

阿
部
の
再
審
査
が
進
ん
で
い
た
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
三
日
、

宮
崎
も
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
ヌ
ー
ジ
ェ
ン
ト
局
長
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
中
で
宮
崎
は
、
戦
時
中
寄
附
行
為
や
学
則
の
変
更
に
関
与
で

き
る
よ
う
な
責
任
あ
る
地
位
に
就
い
て
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

軍
国
主
義
や
超
国
家
主
義
に
加
担
し
た
こ
と
も
な
い
と
主
張
し
て

い
る
（113）

。
こ
う
し
た
論
理
は
、
そ
れ
ま
で
に
再
審
査
の
対
象
に
な
っ
た
辻

や
武
藤
、
阿
部
な
ど
と
基
本
的
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
三
辺
金
蔵
（
前
総
長
）、
八
代
斌
助
（
日
本
聖
公
会
主
教
）、
巽

芳
三
郎
（
東
京
聖
愛
教
会
牧
師
）
と
い
っ
た
、
聖
公
会
や
立
教
の

関
係
者
が
宮
崎
を
擁
護
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
宮
崎
に

つ
い
て
も
再
審
査
を
決
め
た
。

調
査
の
結
果
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
宮
崎
の
場
合
も
縣
、
辻
、
武
藤
、
阿

部
と
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
宮
崎
が
戦
時
中
に
立
教
で
責

任
あ
る
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
蛮
行
に
関
与
し
た
証
拠
も
な
い
と
判
断
し
て
い
た
（114）

。

と
こ
ろ
が
、
松
崎
半
三
郎
理
事
長
と
佐
々
木
順
三
総
長
は
連
名

で
、
宮
崎
に
対
し
て
も
立
教
へ
の
復
職
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し

て
い
た
（115）

。

少
な
く
と
も
追
放
の
容
疑
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
潔
白
は

証
明
さ
れ
た
と
考
え
た
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
、
一
九
四
八
年
三
月
二
五
日
、

宮
崎
伊
佐
夫
の
教
職
追
放
解
除
と
立
教
大
学
へ
の
復
職
を
指
令
し

た
（116）

。
だ
が
、
実
際
に
は
阿
部
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
後

の
取
扱
い
は
大
学
内
部
の
経
営
問
題
と
し
て
、
大
学
側
に
委
ね
ら

れ
る
（117）

と
い
う
対
応
が
と
ら
れ
た
。

一
九
五
一
年
一
一
月
に
大
学
同
窓
会
は
、
こ
の
宮
崎
伊
佐
夫
の

ほ
か
、
小
沢
淳
男
、
柴
田
亮
ら
、
当
時
追
放
に
な
っ
て
い
た
旧
教

員
の
立
教
大
学
へ
の
復
職
を
要
望
し
て
い
る
（118）

。
宮
崎
は
、
戦
後

も
国
学
院
大
学
で
教
え
た
り
（119）

、
英
語
に
関
す
る
著
作
を
刊
行
（120）

す
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
結
局
、
宮
崎
を
含
め
て
彼
ら
が
立
教
に
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戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
立
教
か
ら
追
放
さ
れ
た

一
一
名
の
教
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
経
過
を
中
心
に
検
討
し

て
き
た
。

一
一
名
の
追
放
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
、
戦
時
中
の
キ
リ
ス
ト
教

主
義
に
関
わ
る
事
項
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
一
一
名
の

そ
の
後
を
追
っ
て
い
く
と
、
む
し
ろ
戦
時
中
に
お
け
る
学
内
の
対

立
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
経
済
学
部
や
予
科

と
い
っ
た
学
内
組
織
を
越
え
た
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
同
時

に
政
治
的
立
場
や
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
対
す
る
態
度
が
決
定
的
な

争
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

一
一
名
の
そ
の
後
の
歩
み
は
、

①
速
や
か
に
追
放
解
除
さ
れ
て
立
教
に
復
職
し
た
も
の
。

②
追
放
解
除
さ
れ
た
が
、
立
教
に
は
復
職
し
な
か
っ
た
も
の
。

③�

占
領
終
了
ま
で
追
放
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
。
そ
の
後
復

職
し
た
も
の
と
し
な
か
っ
た
も
の
が
い
る
。

に
大
き
く
分
か
れ
た
。

追
放
を
解
除
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
戦
時
中
の
実
際
の
行
動
が

大
き
な
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
た
が
、
立
教
に
復
職
す
る
か
ど
う

か
は
、
立
教
側
、
特
に
理
事
長
松
崎
半
三
郎
や
総
長
佐
々
木
順
三

の
意
向
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
判
断
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
教
職
追

放
を
直
接
所
管
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
、
判
断
の
基
準
は
あ
く
ま
で
も
戦

時
中
の
行
な
い
に
あ
り
、
立
教
側
の
事
情
は
斟
酌
す
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
と
い
う
原
則
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
立
教
側
の

純
然
た
る
学
内
行
政
に
介
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
も
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
葛
藤
の
中
で
、
直
接
の
学
内
行

政
の
責
任
者
で
あ
る
松
崎
や
佐
々
木
の
意
向
を
無
視
し
得
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
戦
後
立
教
に
や
っ
て
き
た
佐
々
木
順
三
と
異
な
り
、
松

崎
半
三
郎
は
理
事
や
理
事
長
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
放
棄

を
含
む
戦
時
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
決
定
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と

も
確
か
だ
。

こ
れ
に
関
し
て
佐
々
木
順
三
は
「
松
崎
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
か
ら

よ
ほ
ど
信
用
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
パ
ー
ジ
に
な
っ
た
職

員
の
中
に
は
、
理
事
長
に
も
戦
時
中
の
責
任
が
あ
る
。
自
分
た
ち

だ
け
が
パ
ー
ジ
に
な
る
理
由
は
な
い
、
と
い
っ
て
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
に

請
願
書
を
出
し
た
も
の
も
い
ま
し
た
が
、
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
で
は
、
あ

く
ま
で
松
崎
氏
を
支
持
し
て
、
学
院
の
再
建
を
松
崎
さ
ん
に
一
任

し
た
の
で
す
（121）

」
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
が
松
崎
に
信
頼
を
寄
せ
て

い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。

ま
た
、
戦
前
に
立
教
学
院
総
理
を
務
め
た
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー

も

立
教
学
院
の
危
機
に
当
た
っ
て
常
に
私
は
松
崎
氏
の
元
に
ゆ
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き
援
助
と
忠
告
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
立
教
学

院
が
大
学
昇
格
の
時
、
ま
た
医
科
大
学
設
置
運
動
へ
の
努

力
、
続
い
て
一
九
四
五
年
の
戦
争
後
、
東
京
帝
国
大
学
総
長

南
原
博
士
と
相
談
の
上
佐
々
木
順
三
氏
を
総
長
に
迎
え
ら
れ

た
努
力
に
つ
い
て
は
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
（122）

。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
時
中
の
寄
附
行
為
変
更
の
当
事
者
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
強
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い

た
。
本
稿
で
は
そ
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
な
か
な
か
評
価
の
難
し
い
人
物
だ
と
い
う
こ
と
は
確

か
だ
。
松
崎
に
限
ら
ず
、
戦
時
中
の
言
動
や
行
動
に
つ
い
て
は
、

全
く
相
反
す
る
よ
う
な
証
言
も
少
な
く
な
く
、
何
が
真
実
な
の
か

非
常
に
見
極
め
に
く
い
の
が
実
情
だ
。

さ
て
、
追
放
さ
れ
た
教
職
員
の
う
ち
、
三
辺
や
帆
足
と
い
っ
た

大
学
や
中
学
校
の
責
任
者
を
除
い
た
予
科
教
員
の
多
く
が
、
戦
時

中
の
内
部
対
立
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
戦
時
中
に
お
け
る
内
部
対
立
に
つ
い
て
は
、
当
時
予

科
講
師
で
あ
っ
た
細
入
藤
太
郎
が
作
成
し
た
「
細
入
メ
モ
」
に
く

わ
し
く
描
か
れ
、
追
放
の
再
審
査
を
め
ぐ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
動
向
が
、

そ
れ
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
だ
っ
た
。

メ
モ
を
作
成
し
た
細
入
は
一
九
一
一
年
生
ま
れ
。
立
教
大
学
文

学
部
英
文
学
科
を
卒
業
し
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
後
、
一
九
四
〇
年

四
月
に
立
教
大
学
予
科
講
師
と
な
っ
て
い
た
。
戦
後
、
一
一
名
が

追
放
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
、
彼
は
同
予
科
教

授
に
就
任
し
て
い
る
（123）

。

戦
時
中
、
細
入
は
専
任
教
員
で
は
な
く
、
兼
任
の
講
師
で
あ
り

「
学
校
の
首
脳
の
ら
ち
外
（124）

」
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
う

し
た
意
味
で
客
観
性
は
あ
る
程
度
担
保
さ
れ
る
。
だ
が
同
時
に
、

多
く
の
予
科
教
員
が
追
放
さ
れ
る
の
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
予

科
教
授
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
多
く
の
予
科
教
員
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
彼

が
立
教
に
お
け
る
英
米
文
学
科
や
一
般
教
育
運
営
の
中
心
人
物
と

な
っ
て
い
く
立
場
を
得
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
立
教
に
お
け
る
一
一
名
の
追
放
は
、
単
に
戦
時

中
に
お
け
る
立
教
の
行
動
が
問
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
時
中
に

お
け
る
学
内
の
人
間
関
係
を
あ
ぶ
り
出
し
、
戦
後
に
お
け
る
人
間

関
係
を
規
定
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
。

註（1）�

立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料

編　

第
一
巻
』（
学
校
法
人
立
教
学
院　

一
九
九
六
年
）
四
八
三
頁
。

（2）�

山
本
礼
子
『
占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
』（
明
星
大
学
出
版
部　

一
九
九
四

年
）
一
一
～
二
三
頁
。

（3）�
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
立
教
大
学
の
歴
史
』（
立
教
大
学　

二
〇
〇
八
年
）
一
七
七
～
一
八
六
頁
。

（4）�

増
田
弘
『
公
職
追
放
論
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
八
年
）
二
八
二
～
三
二
六
頁
。
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（5）�

縣
康
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き　

立
教
と
と
も
に
50
年
』（
聖
公
会
出
版　

一
九
九
三
年
）
二
一
二
～
二
二
五
頁
、「
縣
康
先
生
に
聞
く
①
」『
立
教
学
院
史
研

究
』
七
号　

二
〇
一
〇
年
。

（6）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
七
～
五
一
五

頁
。

（7）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
七
九
頁
。

（8）�

前
掲
『
立
教
大
学
の
歴
史
』
一
七
七
、一
七
九
頁
。

（9）�
SCA

PIN
-183:�V

IO
LA

T
IO

N
�O

F�RELIGIO
U
S�FREED

O
M

�
1945/10/24.

（10）�
http://bdke.econ.keio.ac.jp/psninfo.php?sPsnID

=32　

二
〇
一
七
年

一
一
月
二
八
日
閲
覧
。

（11）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
八
九
～
四
九
二
頁
。

（12）�

早
崎
八
洲
「
帆
足
秀
三
郎
氏
を
い
た
む
」『
ニ
ュ
ー
ス
・
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
』

一
六
一
号　

一
九
六
五
年
二
月
。

（13）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
〇
頁
。

（14）�

前
掲
「
帆
足
秀
三
郎
氏
を
い
た
む
」。

（15）�

「
帆
足
秀
三
郎
氏
逝
去
」『
立
教
』
三
六
号　

一
九
六
五
年
。

（16）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
五
頁
。

（17）�

前
掲
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』
二
一
八
頁
。

（18）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
五
頁
。

（19）�

明
田
川
融
訳
・
解
説
『
占
領
軍
対
敵
諜
報
活
動　

第
４
４
１
対
敵
諜
報
支
隊
調

書
』（
現
代
史
料
出
版　

二
〇
〇
四
年
）
ⅱ
頁
。

（20）�
V
iolation�of�Religious�Freedom

�CIE�(C)�00480.

（21）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
八
頁
。

（22）�

原
文
で
は
「
タ
ケ
ダ
グ
ン
ジ
」
と
な
っ
て
い
る
。
聖
公
会
の
聖
職
者
で
立
教
学

院
チ
ャ
プ
レ
ン
と
い
う
肩
書
だ
が
、
正
確
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
人
物
は
存
在
を

確
認
で
き
な
い
。
一
九
四
六
年
五
月
に
竹
田
鉄
三
が
学
院
チ
ャ
プ
レ
ン
に
就
任
し

て
い
る
の
で
、「
タ
ケ
ダ
グ
ン
ジ
」
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
彼
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。

（23）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
八
～
五
一
二

頁
。

（24）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
〇
九
～
五
一
〇

頁
。

（25）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
五
一
三
～
五
一
五

頁
。

（26）�

「
辻
荘
一
先
生
略
歴
」『
音
楽
学
』
一
二　

一
九
六
八
年
。

（27）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
九
五
頁
。

（28）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
九
三
～
五
〇
五

頁
。

（29）�

前
掲
『
占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
』
一
九
頁
。

（30）�
T
suji�to�N

ugent,�D
ec.�27,�1946,�CIE�(C)�00479.�

（31）�
Recom

m
ended�A

ction�Concerning�T
suji,�Soichi,�CIE�(C)�00478.

（32）�
Petition�of�T

suji,�Soichi,�for�Reinforcem
ent�as�D

ean�of�St.�Paulʼs�
U
niversity,�CIE�(C)�00479.�

（33）�
T
suji�petition,�CIE�(C)�00479.�

（34）�

拙
稿
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
大
学

の
歴
史
の
回
顧
」『
立
教
学
院
史
研
究
』
一
四
号　

二
〇
一
七
年
。

（35）�

前
掲
『
占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
』
二
一
頁
。

（36）�
「
金
子
尚
一
君　

助
教
授
た
ら
ん
」『
立
教
大
学
新
聞
』
一
九
二
五
年
二
月
二
〇

日
。

（37）�

「
近
く
帰
朝
す
る
金
子
尚
一
氏　

帰
朝
後
は
本
学
教
授
に
」『
立
教
大
学
新
聞
』

一
九
二
九
年
七
月
一
五
日
。
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（38）�

金
子
尚
一
『
回
顧
九
十
年　

わ
が
師　

わ
が
友　

わ
が
学
園
』（
聖
公
会
出
版　

一
九
九
一
年
）
三
四
〇
、
三
四
一
頁
。

（39）�

「
金
子
尚
一
先
生
に
聞
く
」『
別
冊
英
米
文
学　

英
米
文
学
科
の
あ
ゆ
み
』
立
教

大
学
文
学
部
英
米
文
学
研
究
室　

一
九
九
一
年
。

（40）�
CIE�(C)�00480,�V

iolation�of�Religious�Freedom
.�

（41）�

前
掲
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』
二
二
一
頁
。

（42）�

前
掲
『
回
顧
九
十
年
』
三
四
一
頁
。

（43）�

奈
須
恵
子
・
山
田
昭
次
・
永
井
均
・
豊
田
雅
幸
・
茶
谷
誠
一
編
『
遠
山
郁
三
日

誌　

１
９
４
０
～
１
９
４
３
年
』（
山
川
出
版
社　

二
〇
一
三
年
）
四
九
〇
頁
。

（44）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
九
六
頁
。

（45）�

前
掲
「
縣
康
先
生
に
聞
く
①
」。

（46）�

前
掲
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴

史
の
回
顧
」。

（47）�

「
小
沢
淳
男
先
生
主
要
略
歴
・
業
績
目
録
」『
秋
田
経
済
大
学
・
秋
田
短
期
大
学

論
叢
』
三
一
号　

一
九
八
三
年
。

（48）�

前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
四
八
九
頁
。

（49）�

「
本
年
度
出
の
柴
田
君　

予
科
教
授
に
抜
擢
」『
立
教
大
学
新
聞
』　

一
九
二
八

年
九
月
二
五
日
。

（50）�

前
掲
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴

史
の
回
顧
」。

（51）�

柴
田
亮
「
尾
張
国
橋
爪
村
切
支
丹
の
寛
文
五
年
迄
の
召
捕
」『
史
苑
』
一
八
巻

一
号　

一
九
五
七
年
。

（52）�

前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
四
四
五
頁
。

（53）�

山
崎
道
夫
・
和
田
正
俊
『
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
四
八　

吉
田
松
陰
・
西
郷
南

洲
』（
明
徳
出
版
社　

一
九
七
九
年
）。

（54）�

武
藤
益
蔵
「
弟
の
葬
儀
に
臨
ん
で
」
山
口
定
男
編
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文

集
』（
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
刊
行
会　

一
九
六
五
年
）。

（55）�

穆
亭
生
「
小
島
校
長
を
迎
ふ
」『
立
教
』
一
九
二
〇
年
四
月
号
（
立
教
大
学
立

教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。

（56）�

呉
文
炳
「
武
藤
安
雄
先
生
の
追
憶
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（57）�

前
掲
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴

史
の
回
顧
」。

（58）�

松
下
正
寿
「
武
藤
先
生
を
偲
う
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（59）�

山
田
昭
次
「
学
院
首
脳
陣
と
構
成
員
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
対
す
る
認
識

と
対
応
」
老
川
慶
喜
・
前
田
一
男
編
著
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
戦
争
』

（
東
信
堂　

二
〇
〇
八
年
）。

（60）�

高
橋
広
「
会
津
精
神
の
持
主
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（61）�

前
掲
「
学
院
首
脳
陣
と
構
成
員
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
対
す
る
認
識
と
対

応
」。

（62）�

山
本
秀
治
「
恩
師
を
し
の
ぶ
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（63）�

高
橋
広
「
会
津
精
神
の
持
主
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（64）�

片
山
民
治
郎
「
消
え
た
お
ん
ど
る
」
前
掲
『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（65）�

ケ
ネ
ス
・
ア
ボ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
イ
ア
ル
「
武
藤
安
雄
氏
を
思
う
」
前
掲
『
武
藤
安

雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（66）�
T
.�Sakurai�to�Paul�Rusch,�A

pril�6,�1946,�GS�(B)�03353�M
U
T
O
,�

Y
asuo.

（67）�
M

uto�to�CIE�June�7,�1946,�CIE�(C)�00480.

（68）�
V
iolation�of�Religious�Freedom

�GS�(B)�03353.
（69）�
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
戦
時
下
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
基
督
教
主
義
―
学
校
間
比

較
か
ら
見
た
立
教
の
特
徴
―
」
お
よ
び
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重

治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴
史
の
回
顧
」『
立
教
学
院
史
研
究
』（
一
四
号　

二
〇
一
七
年
）
参
照
。
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（70）�

前
掲
『
占
領
軍
対
敵
諜
報
活
動　

第
４
４
１
対
敵
諜
報
支
隊
調
書
』
二
九
頁
。

（71）�
こ
こ
で
も
原
文
は
「
タ
ケ
ダ
グ
ン
ジ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
記
と
推
定
。

（72）�
M

EM
O
RA

N
D
U
M

�FO
R�T

H
E�O

FFICERS�IN
�CH

A
RGE,�GS�(B)�

03353.�
特
殊
諜
報
員
四
八
四
八
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
同
資

料
に
よ
る
。

（73）�
Recom

m
end�A

ction�Concerning�M
U
T
O
,�Y

asuo,�form
er�Librarian�

at�St.�Paulʼs�U
niversity,�GS�(B)�03353.

（74）�
SCA

PIN
-1554:�REIN

ST
A
T
EM

EN
T
�O

F�M
U
T
O
,�Y

A
SU

O
.�FO

RM
ER�

LIBRA
RIA

N
�A

T
�RIK

K
Y
O
�U

N
IV

ERSIT
Y
�1947/03/04/.

（75）�

『
鈴
懸
の
径　

あ
ゝ
わ
が
青
春
の
立
教
』（
シ
ン
コ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク　

一
九
八
三
年
）
八
九
頁
。

（76）�

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　

資
料
編　

第
一
巻
』
四
九
六
頁
。

（77）�

林
英
夫
「
友
人
た
ち
と
先
生
」
立
教
大
学
史
学
会
編
『
立
教
大
学
史
学
会
小

史
』（
立
教
大
学
史
学
会　

一
九
六
七
年
）。

（78）�

菅
井
勇
造
「
配
属
将
校
の
飯
島
大
佐
の
こ
と
」
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ

ン
タ
ー
編
『
立
教
大
学
昭
18
年
卒
業
者
会
回
想
録
原
稿
』
二
〇
〇
四
年
一
〇
月

一
九
日
（
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。

（79）�

前
掲
『
鈴
懸
の
径　

あ
ゝ
わ
が
青
春
の
立
教
』
八
九
頁
。

（80）�

飯
島
は
一
九
〇
七
年
に
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
し
（
一
九
期
）、
同
年
一
二
月

に
陸
軍
歩
兵
少
尉
に
任
官
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
歩
兵
第
一
一
連
隊
（
広
島
）、

歩
兵
第
七
一
連
隊
（
広
島
）、
歩
兵
第
二
一
旅
団
副
官
（
山
口
）、
広
島
県
師
範
学

校
配
属
将
校
な
ど
、
広
島
県
、
山
口
県
と
い
っ
た
中
国
地
方
を
中
心
に
勤
務
し
た

（『
陸
軍
現
役
将
校
同
相
当
官
実
役
停
年
名
簿
』
各
年
版
）。

�

　

飯
島
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
大
学
校
も
卒
業
し
て
い
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
「
陸
軍
大
学
校
卒
業
生
」
の
一
覧

（
秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
一
年
）
に

も
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
陸
士
一
九
期
で
陸
大
を
優
秀
な
成
績
で

卒
業
し
た
今
村
均
や
本
間
雅
晴
、
田
中
静
壱
と
い
っ
た
面
々
に
比
べ
れ
ば
、
飯
島

の
昇
進
の
ス
ピ
ー
ド
は
明
ら
か
に
遅
く
、
陸
大
を
出
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
だ

が
最
終
的
に
は
大
佐
に
な
り
、
会
津
若
松
の
歩
兵
第
二
九
連
隊
長
を
務
め
て
い
る

の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
無
天
」
組
と
し
て
は
順
調
に
キ
ャ
リ
ア
を
重
ね
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

�

　

立
教
大
学
の
配
属
将
校
と
な
っ
た
時
期
に
は
す
で
に
現
役
で
は
な
く
、
予
後
備

役
将
校
を
准
現
役
と
し
て
処
遇
す
る
「
特
別
志
願
将
校
」
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ

（
秦
郁
彦
「
第
二
次
大
戦
期
の
配
属
将
校
制
度
」『
軍
事
史
学
』
四
〇
巻
四
号　

二
〇
〇
五
年
）。

（81）�

飯
島
浦
太
郎
『
桃
李
園
詩
鈔
』（
飯
島
信
之　

一
九
三
七
年
）。

（82）�

中
村
信
蔵「
故
武
藤
安
雄
先
生
を
し
の
び
て
」前
掲『
武
藤
安
雄
先
生
追
悼
文
集
』。

（83）�
SCA

PIN
-172:�CO

LO
N
EL�N

EBU
Y
A
K
I�IIJIM

A
,�1669�N

ICH
O
M

E,�
M

EJIRO
-M

A
CH

I,�T
ESH

IM
A
-K

U
,�T

O
K
Y
O
�1945/10/22.

（84）�

「
飯
島
大
佐
病
没
」『
読
売
新
聞
』
一
九
四
五
年
一
一
月
一
五
日
。

（85）�

前
掲
「
縣
康
先
生
に
聞
く
①
」。

（86）�

「
ひ
と
し
ほ
祈
る
育
て
の
親
〝
水
泳
立
教
〟
の
恩
人
」『
読
売
新
聞
』
一
九
三
六

年
八
月
一
五
日
。

（87）�
A
be�to�N

ugent�M
ay�16,�1947,�CIE�(C)�00478.

（88）�
T
O
�W

H
O
M

�IT
�M

A
Y
�CO

N
CERN

,�CIE�(C)�00478.

（89）�
Petition�of�A

be,�M
iotaro�for�his�Reinstatem

ent,�CIE�(C)�00477.

（90）�

前
掲
『
占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
』
二
〇
頁
。

（91）�
Reinstatem

ent�of�A
BE,�M

iotaro,�CIE�(C)�00477.
（92）�

M
em

orandum
�for:�Chief,�Education�D

ivision,�CIE�(C)�00477-8.

（93）�
Recom

m
ended�A

ction�Concerning�A
be,�M

iotaro,�form
er�Professor�

and�Student�Inspector�at�St.�Paulsʼ�U
niversity,�CIE�(C)�00477.
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（94）�
SC

A
PIN

-1847:�R
E
IN

ST
A
T
E
M

E
N
T
�O

F
�A

B
E
�M

IO
T
A
R
O
,�

FO
RM

ER�PRO
FESSO

R�A
N
D
�ST

U
D
EN

T
�IN

SPECT
O
R�A

T
�

RIK
K
Y
O
�U

N
IV

ERSIT
Y
�1948/01/14.

（95）�
A
ction�Concerning�A

BE,�M
iotaro,�Form

er�Professor�and�Student�
Inspector�at�Rikkyo�U

niversity,�CIE�(C)�00477.

（96）�

縣
康
「
立
大
の
学
友
会
部
長
時
代
の
思
い
出
」『
チ
ャ
ペ
ル
ニ
ュ
ー
ス
』

一
九
八
八
年
六
月
。

（97）�

前
掲
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』
二
二
三
頁
。

（98）�

村
田
数
雄
「
人
生
の
師
」『
立
教
大
学
水
泳
部
八
十
年
誌
』（
立
教
大
学
水
泳
部

Ｏ
Ｂ
会　

二
〇
〇
〇
年
）。

（99）�

藤
田
武
夫
編
『
河
西
太
一
郎
先
生
在
職
三
十
五
年
記
念
論
文
集
』（
立
教
大
学

経
済
学
研
究
会　

一
九
六
〇
年
）
八
〇
五
～
八
〇
七
頁
。

（100）�

立
教
大
学
経
済
学
部
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
大
学
経
済
学
部
一
〇
〇
年
史
』

（
立
教
大
学
経
済
学
部　

二
〇
〇
七
年
）
七
二
頁
。

（101）�

前
掲
『
立
教
大
学
経
済
学
部
一
〇
〇
年
史
』
六
九
頁
。

（102）�

拙
稿
「
戦
時
下
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
基
督
教
主
義
」『
立
教
学
院
史
研
究
』

一
四
号　

二
〇
一
七
年
。

（103）�

前
掲
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴

史
の
回
顧
」。

（104）�
CIE�(B)�06075,�Rikkyo�U

niversity�(st.�Paulʼs)�–�T
okyo.

（105）�

同
右
。

（106）�

前
掲
『
立
教
大
学
経
済
学
部
一
〇
〇
年
史
』
七
八
頁
。

（107）�

『
ト
マ
ス
河
西
太
一
郎
葬
送
式
々
文
』（
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー

所
蔵
）。

（108）�

日
本
共
産
党
豊
島
区
委
員
会
「
真
理
・
自
由
よ
り
も
建
学
精
神　

呆
れ
か
え
っ

た
河
西
教
授
の
放
言
」CIE�(D

)�04049�Rikkyo�U
niversity�(T

okyo)�–�1.�

Rikkyo�U
niversity�2.�Preparatory�School�3.�College�of�Science�&

�
Engineering.

（109）�

古
川
江
里
子
「
立
身
出
世
と
し
て
の
社
会
運
動

―
帝
大
新
人
会
エ
リ
ー
ト
た

ち
の
挑
戦
と
挫
折
」『
日
本
歴
史
』
七
〇
二
号　

二
〇
〇
六
年
。

（110）�

前
掲
『
ト
マ
ス
河
西
太
一
郎
葬
送
式
々
文
』。

（111）�

前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
四
七
六
頁
。

（112）�

前
掲
「（
史
料
紹
介
）
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴

史
の
回
顧
」。

（113）�
Petition,�CIE�(C)�00477.

（114）�
Reinstatem

ent�of�M
iyazaki,�Isao,�CIE�(C)�00477.

（115）�
T
O
�W

H
O
M

�IT
�M

A
Y
�CO

N
CERN

,�February�5,�1948�CIE�(C)�0477.

（116）�
SCA

PIN
-1871:�REIN

ST
A
T
EM

EN
T
�O

F�M
IY

A
ZA

K
I,�ISA

O
,�

F
O
R
M

E
R
�PR

O
F
E
SSO

R
�A

N
D
�ST

U
D
E
N
T
�IN

SPE
C
T
O
R
�A

T
�

RIK
K
Y
O
�U

N
IV

ERSIT
Y
�1948/03/25.

（117）�
M

em
orandum

�for�the�Chief�of�Staff�CIE�(C)�00477.

（118）�

「
同
窓
旧
教
授
復
職
に
同
窓
会
動
く
」『
立
教
大
学
新
聞
』
一
九
五
一
年
一
二
月

二
〇
日
。
な
お
こ
の
際
、
大
野
信
三
と
松
下
正
寿
に
つ
い
て
も
復
職
が
要
望
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
別
の
要
因
で
追
放
と
な
っ
て
い
た
。

（119）�

前
掲
「
金
子
尚
一
先
生
に
聞
く
」
前
掲
『
別
冊
英
米
文
学　

英
米
文
学
科
の
歩

み
』。

（120）�

宮
崎
伊
佐
夫
『
英
語
の
構
造
』（
白
帝
社　

一
九
五
三
年
）。

（121）�

電
通
編
『
松
崎
半
三
郎
』（
森
永
製
菓
株
式
会
社　

一
九
六
四
年
）
二
五
四
頁
。

（122）�
前
掲
『
松
崎
半
三
郎
』
二
五
三
頁
。

（123）�
「
細
入
藤
太
郎
先
生
略
年
表
」
前
掲『
別
冊
英
米
文
学　

英
米
文
学
科
の
あ
ゆ
み
』。

（124）�

「
細
入
藤
太
郎
先
生
に
聞
く
」前
掲『
別
冊
英
米
文
学　

英
米
文
学
科
の
あ
ゆ
み
』。�


