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一　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
文
で
、
冷
戦
期
に
お
け
る
Ｖ

Ｏ
Ａ
（Voice of A

m
erica

）
に
よ
る
日
本
・
朝
鮮
半
島
向
け
の
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
放
送
を
取
り
上
げ
、
ア
メ
リ
カ
の
「
広
報
外
交
」（Public 

D
iplom

acy

）
の
一
つ
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
役
割
を
論
じ
て
き

た
。
論
文
「
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
放
送

と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
」
は
朝
鮮
戦
争
期
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
、
論
文

「
戦
後
Ｖ
Ｏ
Ａ
日
本
語
放
送
の
再
開
」
で
は
日
本
向
け
の
「
広
報
外

交
」
の
様
態
を
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
た
。
ま
た
、「
Ｖ
Ｏ
Ａ
フ
ォ
ー
ラ
ム
―
「
教
養
番
組
」
と
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
」
で
は
、
Ｖ
Ｏ
Ａ
が
全
世
界
向
け
に
放

送
し
た
教
養
番
組
の
内
容
と
意
図
を
論
じ
た
。
他
方
で
、「
冷
戦
期
に

お
け
る
Ｖ
Ｏ
Ａ
の
リ
ス
ナ
ー
調
査　

―
日
本
語
放
送
を
例
に
―
」
で

は
、
そ
う
し
た
Ｖ
Ｏ
Ａ
の
放
送
が
リ
ス
ナ
ー
調
査
を
伴
っ
て
お
り
、

よ
り
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
調
査
技
法
そ
の
も
の
も
改
善
さ
れ
て
き

た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
主
に
送
り
手
の
視
点
か
ら

冷
戦
期
の
ラ
ジ
オ
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の

で
あ
る

１
。
で
は
、
こ
の
当
時
、
そ
う
し
た
ラ
ジ
オ
放
送
は
ど
の
よ

う
に
聴
取
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
に
お
い
て
受
け
手
研
究
は
、
そ
の
重

要
性
が
十
分
に
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
分
野
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
受
け
手
」
と
は
何
者
か
を
確
定
す
る

こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
「
受
け
手
」
は
一
般
に
分
散
し
て
存
在
し
て

い
る
た
め
、
そ
の
様
態
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
資
料

的
な
制
約
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
一
般
の
読
者

戦
後
日
本
に
お
け
る
海
外
短
波
放
送
の
リ
ス
ナ
ー

井

川

充

雄
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を
対
象
と
し
て
出
版
さ
れ
た
書
籍
や
雑
誌
な
ど
の
活
字
媒
体
で
海
外

短
波
放
送
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
海
外
短
波
放
送
の
リ
ス
ナ
ー
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
人
々

で
、
彼
ら
が
何
を
求
め
て
、
海
外
短
波
放
送
の
受
信
に
夢
中
に
な
っ

て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
し
て
、
海
外
短
波
放
送

の
受
信
が
、
趣
味
と
し
て
確
立
す
る
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
な
お
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
い
わ

ゆ
る
Ｂ
Ｃ
Ｌ
ブ
ー
ム
が
わ
き
上
が
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を

期
す
る
こ
と
と
し
、
本
項
は
そ
の
前
段
と
も
言
え
る
戦
後
す
ぐ
か
ら

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
日
本
を
対
象
と
す
る
。

二　

寺
澤
春
潮
の
「
太
郎
」
シ
リ
ー
ズ

日
本
で
は
、
大
正
期
以
降
、
ラ
ジ
オ
に
関
係
す
る
雑
誌
が
い
く
つ

か
存
在
し
た
。
そ
の
一
つ
が
一
九
二
四
年
五
月
に
無
線
實
驗
社
か
ら

創
刊
さ
れ
た
『
無
線
と
實
驗
』
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
日
本
に
お
け

る
ラ
ジ
オ
放
送
開
始
前
年
に
あ
た
り
、
ラ
ジ
オ
熱
が
高
ま
っ
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
高
橋
雄
造
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
同
誌
は
、
小
川
菊

松
の
誠
文
堂
書
店
に
買
収
さ
れ
、
自
作
ラ
ジ
オ
フ
ァ
ン
の
た
め
の
雑

誌
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た

２
。
ち
な
み
に
、
同
誌
は
、
現

在
も
後
継
の
誠
文
堂
新
光
社
か
ら
『
Ｍ
Ｊ　

無
線
と
実
験
』
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
実
に
九
〇
年
も
続
く
老
舗
雑
誌
で
あ
る
。

さ
ら
に
敗
戦
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
物
が
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
刊

行
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
ラ
ジ
オ
に
関
連
す
る
雑
誌
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
電
波
科
學
』（
一
九
四
六
年
四
月
復
刊
、
日
本

放
送
出
版
協
会
）、『
ラ
ヂ
オ
ア
マ
チ
ュ
ア
』（
一
九
四
六
年
五
月
創

刊
、
科
学
出
版
社
）、『
ラ
ジ
オ
技
術
』（
一
九
四
七
年
四
月
創
刊
、
科

学
社
）、『
初
歩
の
ラ
ジ
オ
』（
一
九
四
七
年
九
月
創
刊
、
誠
文
堂
）
と

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
『
ラ
ジ
オ
の
製
作
』、『
ラ
ジ
オ
と
実
驗
』（
一
九

四
九
年
四
月
創
刊
、
鳳
文
書
林
）
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
こ

の
う
ち
、『
無
線
と
實
驗
』
と
『
ラ
ジ
オ
技
術
』
は
上
級
フ
ァ
ン
向
け

の
高
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
初
歩
の
ラ
ジ
オ
』
や
『
ラ
ジ
オ

の
製
作
』
は
、
初
歩
向
け
ジ
ュ
ニ
ア
版
で
あ
っ
た
と
い
う

３
。『
ラ
ジ

オ
の
製
作
』
は
、
表
紙
に
「
だ
れ
で
も
で
き
る
」
と
の
副
題
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
名
前
が
示
す
と
お
り
、
初
心
者
向
け

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
ラ
ジ
オ
関
係
の
雑
誌
は
、
最
初
は
中
波
放
送
を
聞
く
た
め

の
受
信
機
の
製
作
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
す
ぐ
に
そ
の
関
心
は
短

波
無
線
の
送
受
信
に
も
向
け
ら
れ
て
い
っ
た

４
。

こ
の
時
期
の
図
書
で
は
、
寺
澤
春
潮
の
「
太
郎
」
シ
リ
ー
ズ
が
目

を
引
く
。
寺
澤
春
潮
（
本
名
・
通
恭
）
は
、
戦
中
期
に
『
無
線
と
實

驗
』
の
編
集
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
終
戦
前
に
誠
文
堂
書
店
を

退
社
し
て
、
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
戦
後
は
、『
受
信
用
真
空
管
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便
覧
』
な
ど
の
技
術
書
を
著
す
か
た
わ
ら
、
日
本
ラ
ジ
オ
技
術
協
会

を
設
立
し
、
講
習
会
な
ど
を
開
催
し
た
と
い
う

５
。

寺
澤
は
、
戦
後
す
ぐ
に
『
太
郎
の
ラ
ジ
オ
實
驗
讀
本
』
と
題
す
る

三
分
冊
の
本
を
刊
行
す
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ジ
オ
に
つ
い
て
何
も
知
ら

な
い
中
学
一
年
生
の
太
郎
が
、
先
生
役
の
兄
か
ら
教
え
て
も
ら
う
と

い
う
形
式
で
、
電
気
や
ラ
ジ
オ
の
原
理
を
教
わ
り
、
最
後
に
は
電
蓄

兼
用
の
交
流
式
五
球
受
信
機
の
作
り
方
を
学
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
寺
澤
が
小
川
菊
松
の
思
い
出
を
回
顧
し
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
一

九
四
七
年
八
月
に
小
川
が
来
訪
し
、「
君
の
書
い
た
『
太
郎
の
ラ
ジ

オ
』
だ
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
よ
く
売
れ
る
よ
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら

に
「
そ
こ
で
こ
の
際
、
も
う
一
つ
書
か
な
い
か
ね
。
初
版
２
万
部
出

し
て
あ
げ
る
よ
。」
な
ど
と
言
わ
れ
た
と
い
う

６
。
実
際
、『
太
郎
の

ラ
ジ
オ
實
驗
讀
本
』
は
、
一
九
四
六
年
一
一
月
に
増
補
合
冊
し
て
、

再
刊
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
書
の
版
元
は
牛
込
書
房
と
な
っ
て
い

る
が
、
住
所
は
誠
文
堂
ビ
ル
内
と
な
っ
て
お
り
、
戦
争
責
任
の
追
及

を
懸
念
し
た
誠
文
堂
が
別
途
設
立
し
た
会
社
で
あ
っ
た
よ
う
だ

７
。

国
立
国
会
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
検
索
す
る
と
、
牛
込
書
房
の
発
行

し
た
図
書
は
、
こ
の
『
太
郎
の
ラ
ジ
オ
實
驗
讀
本
』
と
後
述
の
『
太

郎
の
短
波
ラ
ジ
オ
実
験
』
の
二
点
し
か
な
い
。

さ
て
、
小
川
の
勧
め
で
寺
澤
が
一
九
四
七
年
に
著
し
た
の
が
、
そ

の
姉
妹
編
の
『
太
郎
の
短
波
ラ
ジ
オ
実
験
』
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
著

と
同
様
で
、
太
郎
が
兄
に
教
わ
り
な
が
ら
、
真
空
管
を
使
っ
た
短
波

ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
全
般
的
に
は
、

技
術
を
解
説
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
序
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
刊

行
の
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

諸
君
も
ご
存
じ
で
し
よ
う
が
終
戰
前
、
わ
が
國
で
は
短
波
の

聽
取
は
一
般
に
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
電
波
の
鎖
國
で
す

ね
。
こ
の
た
め
世
界
の
動
き
や
世
界
の
輿
論
を
あ
り
の
ま
ま
に

知
つ
て
、
わ
が
國
の
立
場
を
正
し
く
判
斷
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
無
理
な
戰
争
に
突
入
し
た
大
き

な
原
因
で
あ
り
ま
す
。

短
波
の
聽
取
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
優
秀
な
全
波
受
信

機
に
對
す
る
需
要
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
た
め
、
こ

の
よ
う
な
受
信
機
を
作
る
技
術
が
全
く
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
い
い
電
波
兵
器
の
で
き
な
か

つ
た
大
き
な
原
因
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
終
戰
に
な
っ
て
か
ら
短
波
の
聽
取
が
解
禁
に
な
つ

て
世
界
の
聲
、
世
界
の
音
楽
を
自
由
に
聽
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
短
波
と
い
う
と
何
だ
か
近
寄
り
が
た
い
も
の
の
よ
う
に

思
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
別
に
む
づ
か
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
普
通
の
受
信
機
に
僅
か
手
を
加
え
た
だ
け
で
も
聽
く
こ
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と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
短
波
の
技
術
は
隨
分
奥
行

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
く
ら
で
も
勉
強
の
種
は
あ
り
ま
す

８
。

こ
れ
と
同
趣
旨
の
こ
と
は
、
本
文
中
で
も
「
二　

短
波
の
聽
取
を

禁
じ
た
國
が
敗
け
た
」、「
三　

對
日
放
送
と
短
波
放
送
」
の
計
一
五

ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
太
郎
と
兄
と
の
会
話
形
式
で
詳
し
く
説
明
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
戦
中
、
海
外
か
ら
の
情
報
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
、

日
本
政
府
や
大
本
営
の
発
表
の
み
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
こ
と
を
反

省
し
、
海
外
か
ら
の
放
送
を
積
極
的
に
受
信
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
文
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
も
書
か
れ
て
い
る
。「
各

國
の
對
日
放
送
は
今
も
な
お
續
け
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
語
學
の
勉
強

を
す
れ
ば
、
あ
と
は
短
波
受
信
機
か
全
波
受
信
機
が
あ
れ
ば
世
界
の

新
し
い
ニ
ュ
ー
ス
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
共
は
ぜ
ひ
短
波
か

全
波
受
信
機
を
作
つ
て
世
界
の
聲
に
傾
聽
し
、
そ
れ
を
よ
く
吟
味
し

理
解
し
て
進
ま
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
」９
。
こ
こ
に
筆
者
の
意
図
は
端

的
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
『
太
郎
の
短
波
ラ
ジ
オ
実
験
』
の
最
後
で
は
、
太
郎
が
学
校

の
友
人
た
ち
と
「
双
葉
ラ
ジ
オ
・
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
会
を
作
り
、

メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
研
究
発
表
を
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
て
い
く

と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述
の
リ
ス
ナ
ー
の

サ
ー
ク
ル
組
織
の
原
型
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ

う
し
た
自
発
的
な
サ
ー
ク
ル
は
、
す
で
に
多
数
生
ま
れ
て
お
り
、
ま

た
筆
者
も
そ
う
し
た
活
動
を
奨
励
す
る
意
図
で
、
最
後
に
こ
れ
を
書

き
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
寺
澤
は
、
こ
の
あ
と
も
『
太
郎
の
ラ
ジ
オ
技
術
講
座
』『
太

郎
の
ラ
ジ
オ
技
術
読
本
』
を
著
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
版
元
は
大

盛
社
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
誠
文
堂
や
牛
込
書
房
と
は
直
接
の

関
係
は
な
か
っ
た
が
、「
大
盛
社
の
『
太
郎
』
と
い
う
書
名
は
、
誠
文

堂
で
出
し
た
『
太
郎
も
の
』
が
よ
く
売
れ
る
の
で
、
う
ち
で
も
『
太

郎
』
と
付
け
た
い
と
い
う
申
し
出
に
よ
る
」１0
と
寺
澤
は
書
い
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
、
太
郎
シ
リ
ー
ズ
は
、
電
波
や
ラ
ジ
オ
の
入
門
書
と

し
て
よ
く
売
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の「
短
波
マ
ニ
ア
」

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
世
界
は
冷
戦
体
制
へ

と
移
行
し
、
米
ソ
両
国
と
も
ま
す
ま
す
心
理
戦
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
短
波
を
用
い
た
国
際
的
な
ラ
ジ
オ
放
送
も
、

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
下

で
国
際
情
報
政
策
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
の
に
続
き
、
一
九
五
三
年

に
発
足
し
た
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
は
、
同
年
八
月
、
国
務
省
か
ら

国
際
広
報
部
門
を
独
立
さ
せ
、
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ａ
（U

nited States 

Inform
ation A

gency

）
を
設
立
し
、
国
際
放
送
の
Ｖ
Ｏ
Ａ
な
ど
を
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そ
こ
へ
移
し
、
い
っ
そ
う
の
拡
充
を
図
っ
た

１１
。

こ
の
よ
う
に
海
外
短
波
放
送
は
、
東
西
両
陣
営
に
よ
っ
て
冷
戦
の

武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
次
に
紹
介
す

る
『
朝
日
新
聞
』
の
一
九
五
七
年
七
月
二
八
日
の
夕
刊
に
掲
載
さ
れ

た
記
事
で
も
、
海
外
短
波
放
送
は
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
ト
ー
ン

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩　

海

外
か
ら
の
日
本
語
放
送　

政
策
宣
伝
に
趣
向
こ
ら
す
」
と
い
う
記
事

は
、
冒
頭
で
、「
短
波
受
信
熱
は
い
ま
、
か
な
り
盛
ん
の
よ
う
だ
。
世

界
各
地
と
自
由
に
交
信
す
る
ハ
ム
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
海
外

の
放
送
を
じ
か
に
き
け
る
と
い
う
国
際
的
な
に
お
い
が
よ
ろ
こ
ば
れ

る
も
の
ら
し
い
」
と
し
た
上
で
、「
海
外
放
送
の
目
的
は
、
結
局
自
国

の
政
策
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
あ
る
」、「
最
近
妨
害
電
波
が
激
し
く
な

り
」、「
海
外
放
送
は
政
策
宣
伝
合
戦
の
場
で
あ
る
」
な
ど
と
、
短
波

放
送
が
各
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
記
事
の
末
尾
に
は
、「
な
お
、
日
本
向

け
放
送
を
き
く
短
波
受
信
機
は
、
21
メ
ガ
か
ら
８
メ
ガ
ぐ
ら
い
ま

で
、
幅
広
く
周
波
を
つ
か
め
る
も
の
が
い
い
。
共
産
圏
か
ら
の
中
波

放
送
は
、
ふ
つ
う
の
ラ
ジ
オ
で
も
、
分
離
の
性
能
が
よ
け
れ
ば
き
け

る
。
ア
ン
テ
ナ
、
ア
ー
ス
を
完
全
に
す
る
こ
と
が
大
切
。
放
送
を
き

い
て
、
感
度
、
受
信
状
態
を
し
ら
せ
て
や
る
と
、
各
放
送
局
と
も
番

組
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
Ｑ
Ｓ
Ｌ
（
受
信
証
）
を
お
く
っ
て
く
れ
る
」

と
し
、
受
信
の
仕
方
や
ベ
リ
カ
ー
ド
に
も
言
及
し
て
い
る

１２
。
し
た

が
っ
て
、
す
で
に
海
外
短
波
放
送
を
聞
く
こ
と
が
、
趣
味
と
し
て
も

あ
る
程
度
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
で
あ
る
。

次
の
一
九
五
九
年
八
月
一
六
日
号
の
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
記

事
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
こ
の
記
事
で
は
、「
海
外
放
送
の
起
り

は
、
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
各
地
に
散
在
す
る
自
国
の
植
民
地
に
住
む
イ

ギ
リ
ス
人
に
、
本
国
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
国

際
関
係
が
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
性
格
が
変
化
し
、
現
在
で
は
、
各

国
と
も
自
国
の
政
治
的
立
場
、
文
化
を
理
解
さ
せ
る
宣
伝
的
要
素
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
Ｖ
Ｏ
Ａ
に
つ
い
て
は
「
ど

こ
と
な
く
そ
っ
け
な
く
、
官
僚
的
で
、
モ
ス
ク
ワ
放
送
の
よ
う
な
流

動
感
に
欠
け
て
い
る
。
国
務
省
の
監
督
が
強
す
ぎ
る
か
ら
で
は
な
い

か
と
い
う
う
わ
さ
も
あ
る
」、
北
京
放
送
に
つ
い
て
は
「
日
本
批
判
は

激
し
く
、
時
に
は
ひ
ど
い
悪
口
で
、
と
て
も
ニ
ュ
ー
ス
に
は
使
え
な

い
表
現
も
あ
る
」
な
ど
と
各
国
の
日
本
向
け
放
送
を
評
し
、「
日
本
で

は
外
国
の
日
本
語
放
送
を
き
く
人
は
一
部
の
短
波
フ
ァ
ン
に
限
ら
れ

て
い
た
が
、
最
近
、
受
信
機
は
短
波
帯
を
備
え
た
二
バ
ン
ド
の
も
の

が
ふ
え
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
放
送
を
き
く
人
も
次
第
に
ふ
え
て

く
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る

１３
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
見
る
限

り
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
海
外
短
波
放
送
は
東
西
両
陣
営

か
ら
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
の
が
基
本
的
な
位
置
づ
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け
で
、
趣
味
と
し
て
の
短
波
放
送
の
受
信
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲

内
で
行
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
趣
味
と
し
て
海
外
短
波
放
送
を
聞
く
リ
ス
ナ
ー
の
存

在
は
、
リ
ス
ナ
ー
の
サ
ー
ク
ル
組
織
と
い
う
形
態
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

送
り
手
側
の
Ｖ
Ｏ
Ａ
も
、
そ
れ
を
把
握
し
て
お
り
、
一
九
五
二
年

下
半
期
の
国
務
省
の
レ
ポ
ー
ト
も
、「
日
本
に
は
九
つ
の
短
波
リ
ス

ナ
ー
の
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
人
（
そ
の
多
く

は
学
生
）
の
メ
ン
バ
ー
が
い
る
と
し
て
い
る
」１４
と
記
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
リ
ス
ナ
ー
組
織
の
一
つ
に
、
日
本
短
波
ク
ラ
ブ
（
Ｊ
Ｓ

Ｗ
Ｃ
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
五
二
年
に
創
立
と
い
う
老
舗
の
リ

ス
ナ
ー
組
織
で
あ
る
。
そ
の
創
立
の
経
緯
に
つ
い
て
、
同
ク
ラ
ブ
の

『
創
立
50
周
年
記
念
誌
』
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

第
二
次
大
戦
中
、
海
外
情
報
を
直
接
入
手
で
き
る
短
波
放
送

の
受
信
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
そ
の
解
禁
と
と
も
に
、

米
軍
の
軍
用
余
剰
品
（
ジ
ャ
ン
ク
）
や
解
体
さ
れ
た
日
本
軍
の

無
線
機
、
そ
し
て
そ
の
部
品
を
利
用
し
た
ラ
ジ
オ
作
り
が
、
科

学
心
の
あ
る
青
少
年
た
ち
の
大
き
な
遊
び
の
場
に
な
っ
た
。
自

作
の
受
信
機
を
使
っ
た
海
外
短
波
受
信
は
、
そ
の
遠
隔
性
（
Ｄ

Ｘ
）
が
競
わ
れ
、
無
線
雑
誌
も
、
こ
の
潮
流
を
大
い
に
刺
激
し

た
。そ

ん
な
中
、
仙
台
の
学
生
た
ち
の
中
か
ら
、
外
国
の
ラ
ジ

オ
・
ク
ラ
ブ
に
負
け
な
い
日
本
の
ク
ラ
ブ
を
作
ろ
う
と
出
来
た

の
が
こ
の
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
当
初
か
ら
国
際
ク
ラ
ブ
を
目
指
し

た
Ｊ
Ｓ
Ｗ
Ｃ
は
、
月
刊
の
会
誌
を
英
文
で
作
成
し
、
広
く
海
外

の
会
員
を
集
め
た
。
ク
ラ
ブ
本
部
の
あ
る
仙
台
市
に
は
ク
ラ
ブ

創
立
当
時
ま
だ
米
軍
基
地
が
あ
り
、
米
軍
放
送
の
Ｆ
Ｅ
Ｎ
も

あ
っ
た
そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
意
気
軒
昂
な
ク
ラ

ブ
の
創
立
者
た
ち
は
、
ど
ん
ど
ん
海
外
に
宣
伝
し
、
初
年
度
か

ら
海
外
の
数
カ
国
の
放
送
局
か
ら
ク
ラ
ブ
向
け
の
特
別
放
送
を

実
施
し
て
も
ら
い
、
一
年
余
で
会
員
も
一
〇
カ
国
か
ら
一
〇
〇

名
と
い
う
大
台
に
乗
せ
、
以
後
着
実
に
成
長
し
て
行
っ
た

１５
。

日
本
短
波
ク
ラ
ブ
を
発
起
し
た
小
川
昭
も
和
田
謙
郎
も
、
当
時
、

東
北
大
学
工
学
部
通
信
工
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、『
無
線

と
実
験
』、『
ラ
ジ
オ
技
術
』
と
い
っ
た
雑
誌
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
情
報

を
吸
収
し
、
自
分
で
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
海
外
か
ら
の
微
弱
な
電
波

を
夜
ご
と
探
し
求
め
た
。
設
立
時
の
会
員
は
約
二
〇
名
で
、
会
員
間

の
情
報
交
換
の
た
め
に
、
一
九
五
二
年
七
月
に
は
機
関
誌
の
準
備
号

を
、
九
月
に
は
第
一
号
を
発
行
し
た
。
機
関
誌
は
、
当
初
、
全
体
が

英
文
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
、
か
な
り
の
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
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人
達
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
翌
年
に
は
国
内
の
会
員
向

け
に
日
本
語
版
の
作
成
も
開
始
し
た

１６
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期

の
海
外
短
波
放
送
の
リ
ス
ナ
ー
は
、
メ
カ
に
強
く
、
自
分
で
ラ
ジ
オ

を
組
み
立
て
た
り
、
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
な
ど
し
て
、
海
外
か
ら
の
放

送
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
。

そ
う
し
た
光
景
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
山
根
一
眞
の
回

想
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
音
楽
鑑
賞
と
同
時
に
短
波
放
送

受
信
に
も
凝
り
出
し
た
。
秋
葉
原
で
短
波
放
送
用
の
コ
イ
ル
を

手
に
入
れ
５
球
ス
ー
パ
ー
ラ
ジ
オ
を
改
造
し
短
波
放
送
聴
取
に

挑
戦
。
だ
が
こ
の
ラ
ジ
オ
、
当
然
短
波
用
ダ
イ
ヤ
ル
盤
が
な
い
。

な
い
と
不
便
な
の
で
、
選
局
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
し
入
感
し
た
雑
音

混
じ
り
の
微
弱
海
外
放
送
を
全
身
の
神
経
を
集
中
し
て
聴
き
、

番
組
の
狭
間
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
放
送
局
名
と
周
波
数
を
頼

り
に
ダ
イ
ヤ
ル
目
盛
り
を
自
分
で
刻
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
や

が
て
深
夜
に
北
朝
鮮
が
日
本
潜
伏
ス
パ
イ
向
け
に
放
送
す
る
乱

数
表
に
よ
る
暗
号
を
受
信
し
楽
し
む
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
ん

な
ふ
う
に
、
庭
の
木
に
張
り
渡
し
た
長
さ
20
メ
ー
ト
ル
の
ロ
ン

グ
ワ
イ
ヤ
ー
ア
ン
テ
ナ
が
捉
え
る
海
の
向
こ
う
の
世
界
か
ら
届

く
短
波
放
送
を
聴
く
興
奮
は
、
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
興
奮
の
古

代
版
で
し
た
ね
。

高
校
生
に
な
っ
て
憧
れ
の
オ
ー
ル
ウ
エ
ー
ブ
短
波
受
信
機

『
９
Ｒ
５
９
』
の
組
み
立
て
キ
ッ
ト
（
ト
リ
オ
製
、
現
・
ケ
ン

ウ
ッ
ド
）
を
入
手
し
作
り
上
げ
、
新
潟
地
震
の
緊
急
災
害
通
信

に
貢
献
し
た
り
も
し
た
。
こ
う
い
う
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
好
き

（「
ラ
ジ
オ
少
年
」
と
呼
ば
れ
た
）
は
オ
ー
デ
ィ
オ
系
と
無
線
系

に
分
派
す
る
が
、
私
は
両
方
好
き
だ
っ
た

１７
。

著
者
の
山
根
一
眞
は
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
、
東
京
生
ま
れ
で
あ

る
。
文
中
の
新
潟
地
震
は
一
九
六
四
年
六
月
一
六
日
に
発
生
し
た
の

で
、
山
根
が
一
六
歳
の
時
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
山
根
に

よ
っ
て
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
の
も
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭

に
、
み
ず
か
ら
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
、
ア
ン
テ
ナ
を
工
夫
し
て
張
っ

た
少
年
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
海
外

短
波
放
送
の
聴
取
は
、
電
波
や
電
器
に
関
す
る
技
術
系
の
雑
誌
か
ら

情
報
を
得
て
、
ラ
ジ
オ
受
信
機
を
み
ず
か
ら
製
作
し
た
り
、
ア
ン
テ

ナ
を
張
っ
た
り
し
な
が
ら
、
海
外
か
ら
の
電
波
を
受
信
す
る
「
短
波

マ
ニ
ア
」
だ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
も
並
行
し

て
行
っ
た
し
、
山
根
の
回
想
の
最
後
に
あ
る
よ
う
に
、
オ
ー
デ
ィ
オ

に
も
興
味
を
持
つ
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
楽
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し
み
を
支
え
る
拠
点
と
し
て
、
東
京
・
秋
葉
原
の
よ
う
な
電
気
街
が

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い

１８
。

彼
ら
に
と
っ
て
の
そ
も
そ
も
の
楽
し
み
は
、
自
ら
が
苦
心
し
て
組

み
立
て
た
ラ
ジ
オ
に
よ
っ
て
、
内
容
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
外
国
か

ら
の
電
波
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

中
波
の
ラ
ジ
オ
な
ら
、
国
産
の
ラ
ジ
オ
が
数
多
く
生
産
・
販
売
さ
れ

て
お
り
、
ラ
ジ
オ
か
ら
音
が
出
る
こ
と
自
体
は
何
ら
特
別
な
経
験
で

は
な
い
。
し
か
し
、
短
波
と
な
る
と
、
国
内
で
は
日
本
短
波
放
送
に

限
ら
れ
、
ま
た
市
販
の
受
信
機
も
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、

市
販
の
受
信
機
を
改
良
し
た
り
、
自
分
で
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
た
り

し
て
、
そ
の
ラ
ジ
オ
が
外
国
の
放
送
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
自
体

が
、
大
き
な
喜
び
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
ら
が
聴
き
た
か
っ
た
の
は
ラ
ジ
オ
放

送
の
中
身
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
放
送
局
を
同
定
す
る
た

め
の
コ
ー
ル
サ
イ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

以
上
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
海

外
短
波
放
送
の
リ
ス
ナ
ー
像
を
当
時
の
文
献
の
記
述
か
ら
た
ど
っ
て

き
た
。

こ
こ
で
、
指
摘
で
き
る
の
は
、
戦
前
の
〝
ラ
ジ
オ
ア
マ
チ
ュ
ア
〟

と
の
直
接
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
放
送
は
突
然
始
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、〝
ラ
ジ
オ
ア
マ
チ
ュ
ア
〟
の
存
在
が
そ
れ
を
先
導
し
た

こ
と
が
、
今
日
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

１９
。

こ
う
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
が
先
導
す
る
と
い
う
普
及
の
パ
タ
ー
ン
は
、

そ
の
後
も
、
マ
イ
コ
ン
ブ
ー
ム
→
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
→
パ
ソ
コ
ン
通

信
→
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
、
と
い
う
際
に
も
見
ら
れ
る
も
の

で
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
「
技
術
革
新
の
普
及
過
程
」
モ
デ
ル
と
も
通
じ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
大
正
期
に
ア
マ
チ
ュ
ア
ラ
ジ
オ
文
化
が
勃
興

し
、
そ
れ
が
日
本
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
先
導
者
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
媒
体
と
な
っ
た
の
は
、『
無
線
と
實
驗
』
な
ど
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
関
東
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、
社
団
法
人
東

京
放
送
局
な
ど
三
つ
の
放
送
局
に
結
実
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
後
は
、
国
家
事
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
放
送
事
業
は
日
本

放
送
協
会
に
よ
り
独
占
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
戦
時

体
制
の
強
化
と
相
ま
っ
て
、
受
信
機
さ
え
も
「
放
送
局
型
受
信
機
」

に
画
一
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
戦
争
は
、
海
外
か
ら
の
放
送
の

受
信
を
も
禁
止
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
ア
マ
チ
ュ

ア
ラ
ジ
オ
文
化
は
、
い
っ
た
ん
は
潰
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
。

け
れ
ど
も
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ラ
ジ
オ
文
化
は
、
再
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び
覚
醒
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
端
的
に
物
語
る
の
は
、
乱
立
と

も
言
え
る
戦
後
の
ラ
ジ
オ
関
係
の
雑
誌
の
出
版
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ

た
。
そ
の
な
か
で
、
戦
前
か
ら
の
ア
マ
チ
ュ
ア
ラ
ジ
オ
文
化
と
の
関

係
を
体
現
し
た
の
は
、
寺
澤
春
潮
ら
で
あ
っ
た
。
寺
澤
は
、『
無
線
と

實
驗
』
の
元
編
集
長
と
し
て
、
ま
さ
に
戦
前
と
戦
後
の
ア
マ
チ
ュ
ア

ラ
ジ
オ
文
化
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
。
彼
は
、
中
学
一
年
生

（
ち
ょ
う
ど
学
制
改
革
に
よ
り
旧
制
か
ら
新
制
に
切
り
替
わ
る
時
期

で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
三
歳
程
度
）
に
わ
か
る
よ
う
に
、

ラ
ジ
オ
の
原
理
や
海
外
か
ら
の
放
送
の
受
信
方
法
を
説
明
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
次
の
世
代
の
ア
マ
チ
ュ
ア
ラ
ジ
オ
文
化
を
育
成
し
よ
う

と
試
み
た
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
本
の
内
容
は
高
度
で
、
本
当
に
中

学
一
年
生
が
す
べ
て
を
理
解
で
き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
本
の
購

入
者
も
も
っ
と
年
長
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。）

そ
し
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
短
波
ク
ラ
ブ
を
は
じ

め
と
す
る
い
く
つ
か
の
リ
ス
ナ
ー
組
織
が
生
ま
れ
、
活
動
を
開
始
す

る
。
電
波
や
電
器
に
関
す
る
技
術
に
精
通
し
、
自
作
の
ラ
ジ
オ
で
海

外
か
ら
の
電
波
を
受
信
す
る
「
短
波
マ
ニ
ア
」
の
登
場
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
海
外
か
ら
の
電
波
を
自
作
の
機
器
で
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
に

傾
注
す
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
時
代
に
、
政
府
や
報

道
機
関
に
所
属
し
て
仕
事
の
必
要
か
ら
受
信
し
て
い
た
人
も
い
た

し
、
語
学
の
習
得
な
ど
別
の
目
的
か
ら
短
波
放
送
を
聴
い
て
い
た
人

も
い
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
海
外
か
ら
の
短
波
放
送
を
受
信
す
る

こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
趣
味
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
放
送
の
送
り
手
が
想
定
し
て
い
た
よ
う
な
国
民
全

般
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
、
理
系
の
才
が

あ
っ
て
メ
カ
に
強
い
人
び
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
そ

れ
が
お
そ
ら
く
は
男
子
に
偏
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寺
澤

の
「
太
郎
」
シ
リ
ー
ズ
も
、
ま
さ
し
く
主
人
公
は
男
の
子
で
あ
り
、

読
者
も
お
そ
ら
く
は
男
子
を
想
定
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
山
根
の

言
う
の
も
「
ラ
ジ
オ
少
年
」
で
あ
り
、「
ラ
ジ
オ
少
女
」
は
一
般
に
は

ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
Ｖ
Ｏ
Ａ
が
一
九
五

九
年
一
一
月
に
、
全
世
界
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
英
語
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
・

コ
ン
テ
ス
ト
（T

he W
orldw

ide E
nglish T

ransistor C
ontest

）
に

は
日
本
か
ら
は
六
一
一
通
の
応
募
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
訳
は
、
性

別
で
は
男
性
が
八
七
％
、
年
齢
階
層
で
は
二
〇
歳
代
四
七
％
、
三
〇

歳
代
二
二
％
、
職
業
で
は
学
生
三
九
％
、
専
門
職
二
九
％
な
ど
が
上

位
を
占
め
て
い
た

２0
。
こ
う
し
て
、
短
波
放
送
の
受
信
は
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
や
オ
ー
デ
ィ
オ
好
き
な
ど
、
近
接
す
る
趣
味
の
領
域
と
同
様

に
、
比
較
的
若
い
男
子
の
趣
味
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

２１
。

【
注
】

１　

井
川
充
雄
「
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
放
送
と
Ｎ
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Ｈ
Ｋ
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
六
〇
号
、
日
本
マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
、
二
〇
〇
二
年
。
井
川
充
雄
「
戦
後
Ｖ
Ｏ
Ａ
日
本
語

放
送
の
再
開
」『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
一
二
号
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
会
、
二
〇

〇
二
年
。
井
川
充
雄
「
Ｖ
Ｏ
Ａ
フ
ォ
ー
ラ
ム
―
「
教
養
番
組
」
と
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
」
土
屋
由
香
・
吉
見
俊
哉
編
『
占
領
す
る
眼
・
占
領
す

る
声　

Ｃ
Ｉ
Ｅ
／
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
映
画
と
Ｖ
Ｏ
Ａ
ラ
ジ
オ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
二
年
。
井
川
充
雄
「
冷
戦
期
に
お
け
る
Ｖ
Ｏ
Ａ
の
リ
ス
ナ
ー
調
査　

―
日

本
語
放
送
を
例
に
―
」『
応
用
社
会
学
研
究
』
五
一
号
、
立
教
大
学
社
会
学
部
、

二
〇
〇
九
年
。

２　

高
橋
雄
造
『
ラ
ジ
オ
の
歴
史　

工
作
の
〈
文
化
〉
と
電
子
工
業
の
あ
ゆ
み
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
～
五
九
頁
。

３　

同
書
、
六
一
～
六
八
頁

４　

本
稿
の
対
象
で
あ
る
海
外
短
波
放
送
の
受
信
と
近
接
す
る
も
の
と
し
て
、

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
は
、
ラ
ジ
オ
放

送
開
始
と
同
時
期
の
一
九
二
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
九
二
六
年
六
月
に
は
日

本
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
連
盟
（
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｌ
）
が
設
立
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
四

一
年
一
二
月
八
日
の
太
平
洋
戦
争
開
始
と
と
も
に
使
用
停
止
命
令
が
発
令
さ

れ
て
し
ま
う
。
戦
後
、
再
開
運
動
が
展
開
さ
れ
、
一
九
四
六
年
に
は
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｌ

機
関
誌
と
し
て
『C
Q

 ham
 radio

』
も
創
刊
さ
れ
た
が
、
通
信
内
容
の
検
閲
の

困
難
や
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
な
ど
の
理
由
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
な
か
な
か
再
開
を
認
め

ず
、
一
九
五
二
年
に
よ
う
や
く
再
開
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
連
盟
編
『
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
あ
ゆ
み　

日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
連
盟

五
〇
年
史
』（
Ｃ
Ｑ
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
お
よ
び
芳
野
赳
夫
「
日
本
の
ア
マ

チ
ュ
ア
通
信
の
歴
史
と
世
界
の
現
状
」（『B

-plus

』
電
子
情
報
通
信
学
会
通
信

ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
、
二
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
四
～
一
八
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参

照
。

５　

寺
澤
春
潮
（
通
恭
）『
ラ
ン
ダ
ム
回
想
』
寺
澤
春
潮
（
自
費
出
版
）、
一
九
八

六
年
。

６　

同
書
、
二
〇
頁
。

７　

同
書
、
八
四
～
八
五
頁
。

８　

寺
澤
春
潮
『
太
郎
の
短
波
ラ
ジ
オ
実
験
』
牛
込
書
房
、
一
九
四
七
年
、
一
～

二
頁
。

９　

同
書
、
一
八
～
一
九
頁
。

10　

寺
澤
春
潮
（
通
恭
）『
ラ
ン
ダ
ム
回
想
』
寺
澤
春
潮
、
一
九
八
六
年
、
一
〇

九
頁
。

11　

Ｖ
Ｏ
Ａ
の
略
史
に
つ
い
て
は
、
土
屋
由
香
・
吉
見
俊
哉
・
井
川
充
雄
「
総
論

文
化
冷
戦
と
戦
後
日
本　

Ｃ
Ｉ
Ｅ
／
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
映
画
と
Ｖ
Ｏ
Ａ
ラ
ジ
オ
」（
土

屋
由
香
・
吉
見
俊
哉
編
『
占
領
す
る
眼
・
占
領
す
る
声　

Ｃ
Ｉ
Ｅ
／
Ｕ
Ｓ
Ｉ

Ｓ
映
画
と
Ｖ
Ｏ
Ａ
ラ
ジ
オ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
の
筆
者
担
当

部
分
を
参
照
。

12　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
七
月
二
八
日
夕
刊
、
四
面
。

13　
「
日
本
向
け
の
海
外
放
送
そ
の
特
色
と
性
格
」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
五

九
年
八
月
一
六
日
号
、
三
九
頁
。

14　

D
S B

ox. 2535 , F
ile 1 , 511 .94/1 -2353 , “Sem

i-annual evaluation 

report”, 1953 .1 .23 , N
ational A

rchives at C
ollege Park, M

aryland 

（
以

下N
A

C
P

と
略
記
。）.
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15　
『
日
本
短
波
ク
ラ
ブ
創
立
50
周
年
記
念
誌
』
日
本
短
波
ク
ラ
ブ
50
周
年
記
念

事
業
推
進
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
、
ま
え
が
き
。

16　

同
書
。

17　

山
根
一
眞
「
ス
ー
パ
ー
書
斎
の
遊
戯
術　

第
41
回
」『
Ｄ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
』
一
九
九

八
年
三
月
五
日
、
四
四
頁
。

18　

多
く
の
論
者
が
「
ア
キ
ハ
バ
ラ
」
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
秋
葉
原
の
街
と

し
て
の
変
遷
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
森
川
嘉
一
郎
『
趣
都
の
誕
生

　

萌
え
る
都
市
ア
キ
ハ
バ
ラ
』
増
補
版
（
幻
冬
舎
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

19　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
〝
ラ
ジ
オ
ア
マ
チ
ュ
ア
〟
に
つ
い
て
は
、 

水
越
伸
『
メ

デ
ィ
ア
の
生
成　

ア
メ
リ
カ
・
ラ
ジ
オ
の
動
態
史
』（
同
文
館
出
版
、
一
九
九

三
年
）
や
、
吉
見
俊
哉
『「
声
」
の
資
本
主
義　

電
話
・
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の

社
会
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。
日
本
に
つ
い
て
は
、
デ
ボ
ラ
・

Ｒ
・
ポ
ス
カ
ン
ザ
ー
「
無
線
マ
ニ
ア
か
ら
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
へ
」（
水
越
伸
責

任
編
集
『
二
〇
世
紀
の
メ
デ
ィ
ア　

１　

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
の

近
代
』
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

20　

“V
O

A
 W

orldw
ide E

nglish 1 : O
peration T

ransistor”, 1960 .1 , U
SIA

 

R
G
306 , SR

E
P S-1 -60 , N

A
C

P.

21　

こ
う
し
た
趣
味
の
分
野
に
お
け
る
「
男
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
宮
台
真

司
・
辻
泉
・
岡
井
崇
之
編
『「
男
ら
し
さ
」
の
快
楽　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
か
ら

み
た
そ
の
実
態
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
が
参
考
に
な
る
。

�

（
立
教
大
学
社
会
学
部
教
授
）


