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四
月
一
三
日
、
本
訴
訟
団
最
後
の
集
い

「
訴
訟
終
結
と
再
出
発
の
集
い
」
を
エ
ル

お
お
さ
か
で
開
催
し
ま
し
た
。

安
倍
首
相
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
は
、
す

で
に
み
な
さ
ん
に
お
知
ら
せ
の
と
お
り
、

昨
年
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
〇
日
に
最

高
裁
で
上
告
不
受
理
の
決
定
が
出
て
敗
訴
、

そ
れ
に
対
し
て
訴
訟
団
は
す
ぐ
さ
ま
抗
議

声
明
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
訴
訟
自
体
は
終
わ
り
ま
し

た
が
、
運
動
自
体
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
。
一
応
、
区
切
り
と
し
て

の
「
訴
訟
終
結
と
再
出
発
」
の
集
会
で
す
。

田
中
伸
尚
さ
ん
講
演

「
靖
国
を
め
ぐ
る
記
憶
の
再
生
」

靖
国
訴
訟
の
他
、
自
衛
隊
合
祀
違
憲
訴

訟
、
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
等
、
一
連
の
政
教

分
離
訴
訟
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
田
中
伸

尚
さ
ん
に
「
靖
国
を
め
ぐ
る
記
憶
の
再
生
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講
演
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

田
中
伸
尚
さ
ん
の
講
演
で
「
記
憶
の
再

生
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
直
接

の
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
は
、

そ
の
講
演
を
聴
い
た
中
で
、
過
去
に
お
こ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
家
の
行
っ
た
意

味
付
け
か
ら
解
放
さ
れ
、
客
観
的
に
か
つ

自
分
自
身
の
感
性
で
真
実
を
見
極
め
と
ら

え
な
お
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未

来
へ
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
受
け
取
り

ま
し
た
。

田
中
伸
尚
さ
ん
は
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
教
育
や
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
一
般

市
民
の
間
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
、

「
靖
国
」
に
対
す
る
闘
い
は
気
の
遠
く
な

る
よ
う
な
「
記
憶
の
再
生
」
の
闘
い
で
あ

り
、
戦
後
史
の
中
で
、
（
さ
ま
ざ
ま
な
政
教

分
離
訴
訟
等
の
）
記
憶
の
再
生
を
め
ぐ
る

果
敢
な
闘
い
を
市
民
が
続
け
て
き
た
こ
と

は
評
価
す
べ
き
だ
と
も
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

靖
国
問
題
に
つ
い
て
は
、（
そ
う
い
っ
た

「
記
憶
の
再
生
」
と
し
て
の
）
合
祀
取
消

し
の
運
動
を
広
げ
、
次
の
世
代
に
つ
な
げ

て
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。「
殺
さ
な
い
、
殺

さ
れ
な
い
、
殺
さ
せ
な
い
」
と
い
う
最
終

的
な
目
標
に
向
か
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
発

信
し
続
け
て
欲
し
い
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

弁
護
団
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

田
中
伸
尚
さ
ん
の
講
演
の
後
、
弁
護
団

か
ら
中
島
・
吉
田
、
両
弁
護
士
が
コ
メ
ン

ト
し
ま
し
た
。

〈
中
島
弁
護
士
〉

「
台
湾
靖
国
訴
訟
」
で
は
、
台
湾
原
住
民

が
自
分
達
の
歴
史
を
学
び
、「
記
憶
の
再
生
」

を
勝
ち
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
も
共
に
学
ん
で
き
た
の
で
、
良

い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
と
話
さ

れ
ま
し
た
。

〈
吉
田
弁
護
士
〉

こ
の
安
倍
靖
国
違
憲
訴
訟
で
の
一
審
か

ら
原
告
団
と
し
て
主
張
、
立
証
し
て
き
た

こ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に

つ
い
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

訴
訟
と
し
て
は
、
最
高
裁
で
負
け
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
こ
の
訴
訟
の
後
、
安
倍
首

相
は
靖
国
参
拝
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
は
、
一
定
の
成
果
と
み
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
を
通
じ
て
連
帯
が
深
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
運
動
に
は

「
反
骨
」
と
「
愛
」
が
あ
る
の
で
、
今
後

と
も
、
こ
の
「
反
骨
」
と
「
愛
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
が
ん
ば
っ
て
ゆ
き
た
い
と
語
ら

れ
ま
し
た
。

（
＊
次
ペ
ー
ジ
よ
り
田
中
伸
尚
さ
ん
の
講
演
及

び
吉
田
弁
護
士
の
報
告
を
全
文
掲
載
）

以
上

（
報
告

髙
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靖
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●
は
じ
め
に

チ
ラ
シ
で
は
今
日
の
講
演
の
タ
イ
ト
ル

は
「
天
皇
制
に
抗
う
（
仮
）
」
で
し
た
。

天
皇
代
替
わ
り
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
集

会
や
訴
訟
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
で
し

ょ
う
か
ら
、
今
回
は
触
れ
る
つ
も
り
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
事
務
局
長
の

菱
木
さ
ん
と
相
談
を
し
て
「
靖
国
を
め
ぐ

る
記
憶
の
『
再
生
』
に
向
け
て
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
し
ま
し
た
。
菱
木
さ
ん
は
「
靖

国
的
な
る
も
の
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
私
が
「
忖
度
」
し
て
「
靖

国
を
め
ぐ
る
」
と
い
う
や
や
曖
昧
な
表
現

に
し
ま
し
た
。

タ
イ
ト
ル
に
つ
け
た
「
記
憶
の
再
生
」

に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。
「
再
生
」
と
は
、
近
代
国
家

が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
一
五
〇
年
、
国
家
が

教
育
、
戦
争
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
装
置
や
出
来
事
、
事
件
を
利
用
し
て
社

会
の
中
に
刷
り
込
み
、
本
当
の
よ
う
に
思

い
込
ま
せ
て
き
た
、
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る

「
国
民
の
記
憶
」
を
問
い
直
し
、
市
民
の

闘
い
や
言
論
に
よ
っ
て
作
り
直
し
て
い

く
、
市
民
（
の
側
）
が
耕
し
、
新
た
に
記

憶
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
営
み
で
す
。
大

き
く
は
、
市
民
の
側
の
歴
史
の
獲
得
で
す
。

む
ろ
ん
私
た
ち
は
、
た
と
え
ば
靖
国
訴
訟

な
ど
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
も
そ
う
し
た
営

み
を
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
し
て
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
継
承
さ
れ
て
き

た
「
国
民
の
記
憶
」
の
根
の
強
さ
に
阻
ま

れ
て
き
た
面
は
否
定
で
き
な
い
。
今
、
い

っ
そ
う
の
「
記
憶
の
再
生
」
が
重
要
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
過
去
を
コ
ピ
ー
ペ
ー
ス
ト
す
る
「
再
生
」

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
広
辞
苑
」
で
「
再

生
」
を
引
け
ば
三
番
目
に
出
て
く
る
「
新

生
」
に
近
く
、
そ
れ
を
私
の
こ
と
ば
に
直

せ
ば
、
市
民
が
「
新
し
く
創
る
」
記
憶
と

い
う
動
き
の
あ
る
「
記
憶
の
再
生
」
で
す
。

そ
こ
で
「
記
憶
の
再
生
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、
事
務
局
長
の
言
わ
れ
た
「
靖
国
的
な

る
も
の
」
を
意
識
し
つ
つ
、
切
れ
切
れ
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
あ
れ
こ
れ
話
し

て
み
た
い
。

●
だ
ま
さ
れ
る
側
の
責
任

こ
の
と
こ
ろ
連
日
の
よ
う
に
「
国
家
の

嘘
、
捏
造
、
隠
ぺ
い
」
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す
。
「
国
家
の
嘘
」
が
く
り
返
し

伝
え
ら
れ
る
中
で
思
い
出
す
の
は
、
一
九

四
六
年
八
月
に
映
画
監
督
の
伊
丹
万
作
が

『
映
画
芸
術
』
の
創
刊
号
に
書
い
た
「
戦

争
責
任
者
の
問
題
」（
末
尾
の
注
を
参
照
）

と
い
う
文
章
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
伊

丹
万
作
は
大
江
健
三
郎
さ
ん
の
岳
父
（
妻

の
父
）
で
、
一
九
九
七
年
に
謎
の
死
を
遂

げ
た
映
画
俳
優
・
監
督
の
伊
丹
十
三
の
お

父
さ
ん
で
す
ね
。

「
戦
争
責
任
者
の
問
題
」
で
伊
丹
万
作

が
主
張
し
た
の
は
「
だ
ま
さ
れ
る
側
の
責

任
」
で
す
。
私
は
講
演
な
ど
で
何
度
も
こ

の
評
論
を
紹
介
し
、
「
だ
ま
さ
れ
る
側
の

責
任
」
と
い
う
重
い
問
題
に
言
及
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
森
友
・
加
計
学

園
問
題
や
防
衛
省
の
日
報
の
ウ
ソ
な
ど
に

接
し
、
改
め
て
伊
丹
の
「
だ
ま
さ
れ
る
側

の
責
任
」
を
想
起
し
ま
し
た
。

別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
「
国
家
の

嘘
」
に
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
私
た

ち
が
国
家
を
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
近
代
の
国
家
観
を
き
ち
ん
と
獲
得
し
て

い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
伊
丹
が
敗
戦

か
ら
す
ぐ
に
提
起
し
た
「
だ
ま
さ
れ
る
側

の
責
任
」
は
、
国
家
に
「
だ
ま
さ
れ
た
」

と
言
い
つ
の
る
だ
け
で
は
、
再
び
だ
ま
さ

れ
る
だ
ろ
う
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は

「
だ
ま
さ
れ
た
」
側
の
国
民
の
責
任
こ
そ

を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
論
旨

で
、
敗
戦
直
後
の
東
久
邇
宮
内
閣
の
「
一

億
総
懺
悔
」
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

伊
丹
は
近
代
日
本
の
「
国
民
意
識
」
を
問

う
て
い
た
の
で
す
が
、
彼
の
鋭
い
問
題
提

起
は
映
画
界
の
戦
争
責
任
者
の
問
題
に
つ

い
て
の
言
説
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
深
く

認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
現
在
の
「
国
家
の
嘘
」
が
深
刻
な
の

は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
、
国
家
を
信
じ
て
疑
わ
ず
に
生
き

て
き
た
「
私
た
ち
の
責
任
」
を
あ
や
ふ
や

に
し
―
そ
れ
ゆ
え
天
皇
（
制
）
の
戦
争
責

任
を
自
ら
問
わ
な
か
っ
た
―
、
戦
後
も
戦

前
・
戦
中
の
国
家
観
を
不
問
に
し
て
き
た

こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

が
今
回
の
底
な
し
の
「
国
家
の
嘘
」
で
露

わ
に
な
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
「
靖
国
」
の
問
題
と
も

重
な
り
ま
す
。
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会

意
識
は
、
新
た
な
戦
死
者
が
生
ま
れ
な
く

な
っ
て
も
、
長
き
に
わ
た
っ
て
刷
り
込
ま

れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
「
記
憶
」
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
皇
・
国
家
の

為
の
死
者
は
立
派
な
「
国
民
」
で
、
「
国

民
」
は
死
者
に
感
謝
し
、
讃
え
、
し
た
が

っ
て
英
霊
と
し
て
靖
国
神
社
に
合
祀
す
る

こ
と
は
当
た
り
前
と
い
う
社
会
意
識
は
、

層
を
な
す
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
「
記

憶
」
が
作
り
上
げ
て
き
た
と
言
っ
て
い
い
。

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会
意
識
と
は
そ
う

い
う
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
は

国
家
が
い
ろ
ん
な
装
置
を
媒
介
し
な
が
ら

作
り
上
げ
て
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
天

皇
・
国
の
た
め
の
死
」
は
讃
え
ら
れ
る
「
英

霊
」
な
の
か
、
そ
れ
は
動
員
の
た
め
の
「
国

家
の
嘘
」
で
は
な
い
の
か
、
「
だ
ま
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い

が
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会
の
「
記
憶
」

に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
、
今
も
希
薄

で
あ
る
。

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会
意
識
は
、
靖

国
神
社
だ
け
が
作
っ
て
い
る
の
で
は
な

靖
国
を
め
ぐ
る

記
憶
の
「
再
生
」
に
向
け
て

田
中
伸
尚

（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
）



- 3 -

く
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
重
な
り
あ
っ
て
出

来
て
い
る
。
政
治
で
あ
っ
た
り
教
育
で
あ

っ
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
り
広
告
で

あ
っ
た
り
、
論
壇
で
あ
っ
た
り
い
ろ
い
ろ

あ
る
。
今
は
象
徴
に
な
っ
て
い
る
天
皇
、

そ
の
天
皇
制
か
ら
出
て
く
る
元
号
、
日
の

丸
・
君
が
代
、
勲
章
な
ど
。
ま
た
宗
教
、

映
画
、
文
学
、
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、
芝
居
。

あ
る
い
は
全
国
に
二
万
基
以
上
あ
る
と
い

わ
れ
る
忠
魂
碑
や
忠
霊
塔
。
さ
ら
に
現
代

で
は
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
ま
す

が
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ

ャ
ー
な
ど
、
実
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
作
用

し
、
影
響
し
合
い
、
そ
れ
は
塊
の
よ
う
に

一
体
と
な
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
今
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
上
に
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
み
た
い
な
状

態
に
な
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
が
長
い
年
月
を
か
け
て
「
靖
国
」
を
め

ぐ
る
「
国
民
の
記
憶
」
を
継
承
し
、
社
会

意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。

●
日
々
積
み
重
ね
ら
れ
る

「
記
憶
の
温
存
」
に
よ
る
社
会
意
識

「
記
憶
の
継
承
」
を
考
え
る
た
め
に
、

「
靖
国
」
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
の
で
す

が
、
二
つ
の
新
聞
記
事
を
取
り
上
げ
た
い
。

『
朝
日
新
聞
』
に
「
リ
レ
ー
お
ぴ
に
お

ん
」
と
い
う
欄
が
あ
り
、
い
ま
「
維
新
一

五
〇
年
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
連
載
を
し

て
い
ま
す
。
私
は
、
新
聞
社
の
つ
け
た
タ

イ
ト
ル
の
「
維
新
一
五
〇
年
」
に
ま
ず
驚

き
ま
し
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
近
代

日
本
を
批
判
的
に
見
る
眼
が
全
く
感
じ
ら

れ
な
い
か
ら
。
「
明
治
一
五
〇
年
」
で
も

首
を
ひ
ね
る
―
半
世
紀
前
の
一
九
六
八
年

を
「
明
治
一
〇
〇
年
」
と
捉
え
た
政
府
の

連
続
性
の
歴
史
認
識
が
批
判
さ
れ
た
こ
と

を
「
朝
日
」
は
無
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
―

の
に
、
「
維
新
一
五
〇
年
」
で
す
か
ら
。

こ
の
連
載
の
七
回
目
（
二
〇
一
八
年
四
月

一
一
日
付
け
）
の
内
容
に
は
、
タ
イ
ト
ル

以
上
に
た
ま
げ
ま
し
た
。
皮
肉
を
込
め
て

言
え
ば
、
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

読
ま
れ
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
京

都
の
老
舗
の
呉
服
屋
の
一
〇
代
目
の
杉
本

節
子
さ
ん
（
奈
良
屋
記
念
杉
本
家
保
存
会

常
務
理
事
兼
事
務
局
長
）
の
語
り
を
記
者

が
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
「
天
皇
と
い
う

絶
対
的
象
徴
が
あ
っ
た
時
代
の
町
、
も
の

の
心
が
ど
こ
か
で
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
、

京
都
に
訪
れ
は
し
な
い
か
と
二
〇
年
ほ
ど

感
じ
て
い
ま
し
た
」
。
「
東
日
本
大
震
災
以

降
、
東
京
一
極
集
中
で
は
な
く
、
皇
族
方

の
長
期
的
な
滞
在
を
と
京
都
が
発
信
し
て

き
ま
し
た
」
。
締
め
く
く
り
が
「
明
治
維

新
一
五
〇
年
、
さ
ら
に
は
今
上
天
皇
の
ご

退
位
は
、
文
化
首
都
と
し
て
の
京
都
に
と

っ
て
、
よ
き
兆
し
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
」
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
最
後

ま
で
無
前
提
に
天
皇
は
「
特
別
な
存
在
」

「
敬
意
と
尊
敬
の
対
象
」
と
い
う
天
皇
像

が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
皇
へ
の
敬
意
に
あ
ふ
れ
た
彼
女
の
語

り
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
読
者
に
何
の
抵

抗
も
な
く
、
好
意
的
に
ス
ッ
と
入
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
天
皇
像
の
「
記
憶

の
継
承
」
が
自
然
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
そ
こ
に
は
天
皇
制
へ
の
疑
問
が
呼
び

起
こ
さ
れ
る
隙
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇

を
主
権
者
に
し
た
明
治
以
降
の
近
現
代
日

本
が
植
民
地
支
配
、
侵
略
、
戦
争
を
く
り

返
し
、
そ
の
ゆ
え
の
敗
戦
の
責
任
も
消
し

去
ら
れ
た
「
維
新
一
五
〇
年
」
。
批
判
や

疑
問
を
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

気
づ
か
な
い
社
会
が
「
国
家
の
嘘
」
に
だ

ま
さ
れ
や
す
い
の
は
，
多
言
を
要
さ
な
い

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
制
の
は
た

し
た
歴
史
を
見
え
な
く
す
る
天
皇
観
の

「
記
憶
の
継
承
」
に
大
メ
デ
ィ
ア
が
か
か

わ
っ
て
い
る
。
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会

の
「
記
憶
」
も
あ
ま
り
気
づ
か
れ
ず
に
、

こ
ん
な
ふ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
天
皇
観
の
「
記
憶
の
継
承
」

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
例
を
挙
げ
ま
す
。

関
西
に
は
『
東
京
新
聞
』（
『
中
日
新
聞
』
）

の
読
者
は
少
な
い
の
で
す
が
、
今
の
と
こ

ろ
政
権
と
最
も
果
敢
に
闘
っ
て
い
る
数
少

な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
『
東
京
新
聞
』

だ
と
思
い
ま
す
。
同
紙
の
夕
刊
の
コ
ラ
ム

に
、
「
大
波
小
波
」
と
い
う
有
名
な
匿
名

の
文
化
評
論
欄
が
あ
り
ま
す
。
鋭
い
批
判

精
神
が
あ
っ
て
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
不
精
な
私
が
お
ー
っ

と
思
っ
て
切
り
抜
い
て
い
た
記
事
を
紹
介

し
た
い
。
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
付
け
の

記
事
で
、
「
昭
和
の
子
」
と
い
う
匿
名
者

が
書
い
て
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
は
「
努
力
と
拍
手
の
天
皇
制
」

で
す
。
「
昭
和
の
子
」
は
オ
ペ
ラ
が
好
き

で
年
に
何
回
か
劇
場
へ
行
く
。
開
演
前
に

急
に
劇
場
内
の
空
気
が
変
わ
る
こ
と
が
あ

る
。
天
皇
皇
后
夫
妻
が
席
に
着
く
と
き
で

あ
る
。
こ
れ
は
大
相
撲
観
戦
な
ど
で
も
あ

り
ま
す
ね
。
こ
の
後
の
筆
者
「
昭
和
の
子
」

は
、
京
都
の
杉
本
さ
ん
と
は
異
な
る
ア
プ

ロ
ー
チ
で
天
皇
観
を
語
っ
て
い
ま
す
。

「
公
演
が
終
わ
り
舞
台
へ
の
拍
手
が
一

段
落
す
る
と
、
観
客
は
く
る
り
と
身
体
の

向
き
を
変
え
て
両
陛
下
に
拍
手
を
送
る
。

両
陛
下
へ
の
拍
手
が
舞
台
へ
の
拍
手
を
凌

駕
す
る
の
は
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
」
と
記
し
た
後
、
こ
う
続
け
て
い
ま

す
。
「
こ
の
拍
手
に
触
れ
る
た
び
、
私
は

複
雑
な
気
持
ち
に
な
る
。
拍
手
は
両
陛
下

が
「
努
力
」
し
て
築
き
上
げ
て
こ
ら
れ
た

「
国
民
と
の
絆
」
の
証
し
だ
が
、
き
ょ
う

の
拍
手
が
明
日
続
く
と
は
限
ら
な
い
。
公

私
の
別
な
く
、
定
年
な
く
、
「
拍
手
」
に

支
え
ら
れ
る
お
立
場
と
は
、
何
と
苛
酷
な

も
の
で
あ
ろ
う
」
。
筆
者
の
「
昭
和
の
子
」

は
「
拍
手
」
と
「
努
力
」
に
支
え
ら
れ
る

象
徴
天
皇
の
地
位
が
不
安
で
あ
り
、
同
情

を
寄
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
生
前
退
位

の
話
が
入
り
、
「
天
皇
の
退
位
を
め
ぐ
っ

て
の
有
識
者
会
議
で
、
天
皇
は
祈
っ
て
存



- 4 -

在
す
る
だ
け
で
よ
い
と
の
意
見
が
出
て
、

天
皇
が
不
満
を
漏
ら
さ
れ
た
と
毎
日
新
聞

が
ス
ク
ー
プ
し
、
宮
内
庁
は
そ
の
事
実
を

否
定
し
た
。
思
う
に
、
や
は
り
陛
下
は
ご

不
満
で
あ
ろ
う
。
ひ
た
す
ら
な
努
力
と
拍

手
を
土
台
と
す
る
制
度
は
、
な
に
よ
り
民

主
的
で
理
想
的
だ
が
、
さ
て
持
続
可
能
か

と
の
懸
念
も
消
え
な
い
。
せ
め
て
退
位
の

恒
久
制
度
化
導
入
で
陛
下
の
努
力
に
応
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
結
ん
で
い
る
。

象
徴
天
皇
制
を
持
続
可
能
に
さ
せ
る
た
め

に
は
「
国
民
」
は
天
皇
の
努
力
と
思
い
に

応
答
す
べ
き
で
、
せ
め
て
退
位
の
恒
久
制

度
化
を
と
訴
え
る
。
天
皇
と
「
絆
」
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か

分
か
ら
な
い
が
、
「
国
民
」
と
天
皇
の
関

係
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
天
皇
観
は
、
敗

戦
後
の
昭
和
天
皇
の
「
全
国
巡
行
」
で
民

衆
と
の
関
係
性
の
中
で
築
き
上
げ
た
「
記

憶
」
の
継
承
で
あ
る
。
「
昭
和
の
子
」
は
、

こ
の
社
会
に
天
皇
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
当
た
り
前
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
安
を

抱
き
、
ま
た
同
情
も
し
て
い
る
。
「
昭
和

の
子
」
も
無
前
提
に
天
皇
を
「
特
別
な
存

在
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
、
無
言
の
「
記

憶
の
継
承
」
を
し
て
い
る
。

昭
和
天
皇
の
代
替
わ
り
の
時
と
今
回
の

代
替
わ
り
の
状
況
が
か
な
り
違
う
と
は
い

え
、
「
昭
和
の
子
」
が
抱
く
「
民
主
的
な

象
徴
天
皇
制
」
の
不
安
定
さ
を
、
「
そ
う

だ
よ
な
ぁ
」
と
受
け
止
め
た
読
者
は
か
な

り
多
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
「
民
主
的

な
象
徴
天
皇
制
」
を
持
続
可
能
な
制
度
に

す
べ
き
と
い
う
思
い
か
ら
の
「
昭
和
の
子
」

の
提
起
の
前
提
に
は
し
か
し
、
天
皇
制
を

民
主
主
主
義
の
原
点
か
ら
捉
え
る
思
想
も

精
神
も
う
か
が
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
「
昭

和
の
子
」
の
言
説
に
も
、
杉
本
さ
ん
の
語

り
と
同
じ
よ
う
に
天
皇
制
の
も
た
ら
し
た

歴
史
的
事
実
や
本
質
を
見
え
な
く
し
て
し

ま
う
、
あ
る
い
は
隠
し
て
し
ま
う
働
き
が

あ
る
。
そ
れ
が
天
皇
像
に
関
わ
る
「
記
憶

の
継
承
」
で
す
。
こ
れ
を
「
記
憶
の
再
生
」

へ
と
ひ
っ
く
り
返
し
て
行
く
の
は
容
易
で

は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
靖

国
」
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
継
承
」
と
直
接

的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
が
、
し
か

し
天
皇
観
と
靖
国
観
は
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
す
。

●
靖
国
を
め
ぐ
る
記
憶
の
「
再
生
」

さ
て
靖
国
神
社
参
拝
違
憲
訴
訟
で
す
。

も
う
三
〇
年
以
上
に
な
り
ま
す
ね
。
靖
国

訴
訟
と
は
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
社

会
に
集
積
さ
れ
て
い
る
「
靖
国
」
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
、
と
く
に
肯
定
的
な

記
憶
と
の
闘
い
、
新
た
な
記
憶
を
創
る
「
再

生
」
の
た
め
の
闘
い
で
す
。

訴
訟
で
出
会
う
裁
判
官
の
中
に
は
良
い

裁
判
官
、
良
い
と
い
う
か
私
の
こ
と
ば
で

い
え
ば
、
靖
国
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
再
生
」

に
パ
ワ
ー
を
も
た
ら
す
、
覚
悟
の
あ
る
、

た
と
え
ば
小
泉
参
拝
訴
訟
で
福
岡
地
裁
の

亀
川
清
長
さ
ん
の
よ
う
な
裁
判
官
で
す

が
、
彼
の
よ
う
な
裁
判
官
は
非
常
に
珍
し

い
。
裁
判
官
も
社
会
の
構
成
員
の
一
人
で
、

彼
ら
が
ど
う
い
う
日
常
生
活
を
し
て
い
る

か
見
え
な
い
と
こ
ろ
は
多
い
の
で
す
が
、

彼
ら
も
テ
レ
ビ
を
見
、
新
聞
を
読
み
、
ス

マ
ホ
も
パ
ソ
コ
ン
も
や
る
。
で
す
か
ら
社

会
意
識
は
彼
ら
の
中
に
間
違
い
な
く
投
影

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
靖
国
訴
訟
は
そ
う
い

う
裁
判
官
、
つ
ま
り
司
法
と
の
闘
い
で
も

あ
り
、
そ
ん
な
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
「
記

憶
の
再
生
」
を
三
〇
年
以
上
や
っ
て
き
た
。

改
め
て
先
輩
ら
も
含
め
て
す
ご
い
戦
後
市

民
と
思
い
ま
す
。

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
再
生
」

の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
別
の
こ
と
ば
で
具

体
的
に
い
う
な
ら
、
結
論
め
き
ま
す
が
「
こ

ろ
さ
な
い
、
こ
ろ
さ
れ
な
い
、
こ
ろ
さ
せ

な
い
」
を
実
現
さ
せ
て
い
く
闘
い
で
す
。

こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
安
倍
靖
国
訴
訟
・
関
西

の
会
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
表
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
小
泉
首
相
靖
国
参
拝
違
憲

訴
訟
、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
訴
訟
の
時
か
ら
の

も
の
で
す
ね
。
こ
れ
ほ
ど
「
記
憶
の
再
生
」

の
目
指
す
世
界
を
わ
か
り
や
す
く
語
っ
て

い
る
フ
レ
ー
ズ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
こ
の
意
味
内
容
を
獲
得
す
る
こ
と

は
大
変
で
す
、
戦
後
七
五
年
近
く
た
っ
て

も
獲
得
出
来
て
い
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

非
戦
を
柱
に
し
た
「
戦
後
精
神
」
は
決
壊

し
か
け
て
、
危
う
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
靖
国
訴
訟
の
司
法
の
場
だ

け
で
も
、
そ
の
壁
の
厚
さ
を
何
度
も
味
わ

っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
自
覚
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
ど
う

い
う
闘
い
に
取
り
組
み
、
積
み
重
ね
て
「
記

憶
の
再
生
」
を
し
て
い
く
か
。
そ
れ
が
三

〇
年
後
の
次
の
段
階
に
な
る
の
で
す
が
、

今
日
は
そ
こ
ま
で
語
れ
る
余
裕
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
切
れ
切
れ
の
話
か
ら
手
が
か
り

の
よ
う
な
も
の
を
掴
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

「
記
憶
の
再
生
」
の
た
め
に
、
古
層
の

よ
う
に
な
っ
て
社
会
意
識
を
作
っ
て
い
る

「
記
憶
」
が
今
、
ど
ん
な
ふ
う
に
現
代
的

に
継
承
さ
れ
て
い
る
か
を
、
あ
る
芝
居
を

通
し
て
考
え
た
い
。

●
生
活
の
中
で
再
生
さ
れ
る
「
靖
国
的
な

る
も
の
」
の
記
憶

ほ
ぼ
一
カ
月
前
に
な
り
ま
す
が
、
三
月

一
三
日
か
ら
一
八
日
ま
で
東
京
の
紀
伊
國

屋
サ
ザ
ン
シ
ア
タ
ーT

A
K
A
S
H
I
M
A
Y
A

と
い

う
劇
場
で
、
「
青
年
劇
場
」
と
い
う
劇
団

の
芝
居
「
き
み
は
い
く
さ
に
征
っ
た
け
れ

ど
」
が
上
演
さ
れ
、
最
終
日
に
観
ま
し
た
。

こ
の
芝
居
は
今
年
の
初
冬
に
は
関
西
で
も

公
演
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

い
じ
め
に
あ
っ
て
自
殺
し
よ
う
と
し
た

高
校
生
（
男
の
子
）
に
、
戦
争
を
「
悪
の

豪
華
版
」
と
極
端
に
嫌
っ
た
詩
人
で
、
一

九
四
五
年
五
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
行
方
不

明
（
戦
死
）
に
な
っ
た
竹
内
浩
三
の
幽
霊



- 5 -

を
絡
ま
せ
た
芝
居
で
す
。
竹
内
浩
三
の
名

は
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
方
は
少
な
く
な

い
で
し
ょ
う
。
芝
居
は
若
い
人
た
ち
、
高

校
生
向
け
に
作
ら
れ
た
爽
や
か
な
物
語

で
、
ふ
ん
だ
ん
に
笑
い
が
も
あ
り
、
泣
け

る
シ
ー
ン
も
あ
る
。
作
り
と
し
て
は
と
て

も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

芝
居
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
、
非

常
に
違
和
感
を
覚
え
た
シ
ー
ン
が
あ
り
ま

し
た
。

竹
内
浩
三
は
三
重
県
宇
治
山
田
市
、
現

在
の
伊
勢
市
の
出
身
で
す
。
主
人
公
の
高

校
生
は
い
じ
め
ら
れ
て
、
夏
休
み
に
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
住
む
伊
勢
に
行
き
四
〇
日
ほ

ど
滞
在
す
る
。
彼
は
祖
母
の
家
に
い
る
間

に
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
、
伊
勢
に
来
た

ら
「
お
参
り
に
行
っ
て
お
い
で
」
と
言
わ

れ
る
。
彼
は
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の

で
「
ど
こ
に
？
」
と
訊
く
。
東
京
の
子
だ

か
ら
ピ
ン
と
こ
な
い
。
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
「
伊
勢
神
宮
に
決
ま
っ
て
と
る
や
ん

か
」
と
伊
勢
弁
で
言
わ
れ
る
。
彼
は
伊
勢

神
宮
へ
行
き
内
宮
（
な
い
く
う
）
で
手
を

合
わ
せ
る
。
ご
存
知
の
よ
う
に
内
宮
の
祭

神
は
、
皇
室
の
祖
神
の
天
照
大
神
で
、
皇

大
神
宮
と
も
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
祖

母
と
孫
の
会
話
の
シ
ー
ン
に
違
和
感
を
持

ち
ま
し
た
。

高
校
生
向
け
の
お
芝
居
の
中
で
、
ご
く

自
然
な
セ
リ
フ
で
天
皇
の
祖
先
を
祀
る

「
内
宮
へ
行
き
な
さ
い
」
と
語
ら
れ
る
。

伊
勢
の
人
、
場
面
だ
か
ら
何
の
不
思
議
も

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
す

が
、
こ
う
い
う
風
に
天
皇
を
刷
り
込
む
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
、
こ
れ
は
ス
ゴ
イ
と

思
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
二
五
〇
人
ぐ
ら
い
の
劇
場
の
真

ん
中
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
座
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
気
に
な
っ
て
周
囲
に
そ
れ
と
な
く

目
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
の
よ

う
に
居
心
地
の
悪
い
よ
う
な
、
違
和
感
を

も
っ
た
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
。

次
の
場
面
で
高
校
生
は
神
宮
へ
行
き
、

内
宮
で
参
拝
す
る
。

「
伊
勢
神
宮
の
内
宮
に
行
っ
て
神
様
に

手
を
あ
わ
せ
た
。
僕
以
外
の
人
た
ち
も
僕

と
同
じ
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
を

見
て
い
る
と
、
神
様
は
ど
こ
に
い
る
の
か

聞
き
た
く
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
セ
リ

フ
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
こ
の
主
人

公
は
こ
こ
が
天
皇
家
の
祖
先
の
神
が
祀
ら

れ
て
い
る
場
所
だ
と
い
う
自
覚
は
な
い
よ

う
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
そ
れ
は
伝
え

て
い
な
い
。
し
か
し
観
客
の
ほ
と
ん
ど
は

伊
勢
神
宮
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
は
知
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ま
す

ま
す
天
皇
家
の
祖
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
が

日
常
社
会
の
中
に
自
然
に
入
り
込
む
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

私
が
、
靖
国
問
題
、
政
教
分
離
、
信
教

の
自
由
、
天
皇
制
な
ど
の
問
題
に
関
わ
っ

て
い
る
か
ら
非
常
に
過
敏
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
、
芝
居
を
観
終
わ
っ
た
後

も
ザ
ラ
ザ
ラ
感
が
残
っ
た
。
確
か
に
芝
居

の
舞
台
が
伊
勢
で
あ
れ
ば
、
神
宮
は
外
せ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
文
化
施

設
と
し
て
、
あ
る
い
は
歴
史
的
建
造
物
と

し
て
見
学
を
勧
め
た
の
で
は
な
く
、
参
拝

を
勧
め
、
実
際
に
参
拝
し
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
芝
居
に
不
可
欠
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
そ
れ
が
、
若
い
高
校
生
向
け

の
芝
居
に
さ
ら
り
と
物
語
の
中
に
取
り
入

れ
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
も
の
が

靖
国
的
な
る
も
の
の
「
記
憶
の
継
承
」
と

無
縁
で
は
な
く
、
つ
な
が
っ
て
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。

私
は
原
作
者
が
気
に
な
っ
た
。
作
者
は

伊
勢
市
出
身
で
四
〇
歳
ほ
ど
の
、
ま
あ
若

い
方
で
す
。
出
身
が
伊
勢
で
す
か
ら
、
な

る
ほ
ど
な
あ
と
、
あ
る
意
味
で
納
得
し
ま

し
た
。
伊
勢
で
は
、
神
宮
が
日
常
生
活
に

入
り
込
ん
で
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で

き
ま
す
か
ら
。
し
か
し
劇
作
家
で
あ
れ
ば
、

神
宮
が
ど
う
い
う
神
社
か
、
と
り
わ
け
内

宮
の
祭
神
ぐ
ら
い
は
常
識
と
し
て
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
の

違
和
感
は
い
っ
そ
う
強
く
な
り
ま
し
た
。

同
時
に
、
こ
の
若
い
劇
作
家
の
歴
史
意
識

は
、
日
本
社
会
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
し
た
。
天
皇
の
存
在
を
「
日
本
人

の
心
」
の
よ
う
に
無
自
覚
に
捉
え
て
い
る

芸
術
家
が
い
る
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
の
で
す
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
こ
の
原
作

者
は
竹
内
浩
三
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か

と
て
も
気
に
な
っ
た
。
若
き
詩
人
竹
内
の

核
心
と
い
う
か
心
性
を
掴
ん
で
い
れ
ば
、

高
校
生
に
神
宮
参
拝
を
勧
め
る
場
面
は
書

け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か

ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
靖
国
訴
訟
の
原
告
の
古
川
佳

子
さ
ん
が
こ
の
三
月
に
『
母
の
憶
い
、
大

待
宵
草
』
（
白
澤
社
）
を
上
梓
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
中
で
古
川
さ
ん
が
一
番
多
く
書

き
込
ん
で
い
る
の
が
竹
内
浩
三
で
す
。
彼

と
の
出
会
い
、
彼
が
ど
う
い
う
人
だ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
忠
魂
碑
訴
訟
や
母
や

戦
死
し
た
兄
た
ち
の
こ
と
な
ど
絡
ま
せ
な

が
ら
、
熱
い
思
を
込
め
て
書
い
て
お
ら
れ

ま
す
。

●
竹
内
浩
三
の
核
心
・
「
さ
よ
な
ら
天
皇
」

一
九
二
一
年
生
ま
れ
、
満
二
三
歳
で
亡

く
な
っ
た
竹
内
浩
三
に
は
、
本
人
が
書
い

た
も
の
な
ど
二
〇
冊
近
く
の
本
が
出
て
い

ま
す
。
私
も
か
つ
て
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
昭

和
天
皇
』
を
書
い
て
い
る
時
に
竹
内
浩
三

に
出
会
っ
て
、
第
四
巻
に
竹
内
浩
三
が
書

き
残
し
た
も
の
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
竹
内
の
瑞
々
し
い
感
性
と
稀
有
な

表
現
力
で
書
い
た
沢
山
の
詩
、
マ
ン
ガ
や

短
い
小
説
は
、
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
て
、

反
戦
だ
と
か
非
戦
だ
と
か
い
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
い
い
。
だ
け
れ
ど

も
彼
の
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
彼
が
戦

争
と
い
う
も
の
に
強
い
嫌
悪
感
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
彼
が
詠
ん
だ
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詩
「
骨
の
う
た
う
」
の
詩
句
を
タ
イ
ト
ル

に
し
た
『
戦
死
や
あ
わ
れ
』
（
岩
波
現
代

文
庫
）
と
い
う
本
が
出
て
い
ま
す
が
、
冒

頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
戦
死
や
あ
わ
れ
」

の
一
節
だ
け
を
読
み
ま
す
。

戦
死
や
あ
わ
れ

兵
隊
の
死
ぬ
る
や
あ
わ
れ

と
お
い
他
国
で

ひ
ょ
ん
と
死
ぬ
る
や

だ
ま
っ
て

だ
れ
も
い
な
い
と
こ
ろ
で

ひ
ょ
ん
と
死
ぬ
る
や

ふ
る
さ
と
の
風
や

こ
い
び
と
の
眼
や

ひ
ょ
ん
と
消
ゆ
る
や

国
の
た
め

大
君
の
た
め

死
ん
で
し
ま
う
や

そ
の
心
や

「
ひ
ょ
ん
と
死
ぬ
る
／
ひ
ょ
ん
と
消
え

る
」
と
い
う
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
オ
ノ

マ
ト
ペ
（
物
事
の
状
態
を
音
で
象
徴
的
に

表
し
た
語
。
擬
態
語
）
で
戦
死
を
表
現
す

る
彼
の
表
現
力
に
た
ま
げ
ま
す
。
天
性
の

詩
人
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
詩
の
一
連
だ

け
で
も
彼
が
戦
争
を
ヒ
タ
と
見
つ
め
、
戦

争
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
馬
鹿

げ
た
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
読
み

手
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
彼
は
こ
の
詩
で
、

茫
々
た
る
戦
後
ま
で
見
て
謳
っ
て
い
る
。

が
ら
が
ら
ど
ん
ど
ん
と
事
務
と
常
識

が
流
れ

故
国
は
発
展
に
い
そ
が
し
か
っ
た

女
は
化
粧
に
い
そ
が
し
か
っ
た

何
と
射
程
の
長
い
詩
か
と
思
い
ま
す
。

竹
内
は
戦
争
観
だ
け
で
な
く
、
天
皇
観
も

記
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
古
川
さ
ん

が
本
の
中
で
三
回
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て

い
る
「
赤
子
／
全
部
ヲ
オ
返
シ
ス
ル
」
で

す
。
竹
内
浩
三
が
軍
隊
手
帳
の
背
表
紙
の

裏
に
走
り
書
き
の
よ
う
に
メ
モ
し
た
詞

で
、
彼
が
戦
争
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
状

況
の
中
で
、
ひ
ら
め
き
の
よ
う
に
発
見
し

た
詞
が
「
赤
子
／
全
部
ヲ
オ
返
シ
ス
ル
」

だ
っ
た
。
ズ
バ
リ
言
え
ば
「
さ
よ
な
ら
天

皇
」
、
私
は
そ
う
受
け
止
め
ま
し
た
。
当

時
は
「
国
民
」
は
天
皇
の
臣
民
で
あ
り
、

赤
子
と
い
わ
れ
た
。
天
皇
制
か
ら
自
分
は

解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
る
ん
だ
、
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
彼
が
言

い
た
か
っ
た
の
は
、
「
さ
よ
な
ら
天
皇
」
。

こ
こ
で
詳
し
く
は
語
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
が

書
き
残
し
た
膨
大
な
詩
、
日
記
、
小
説
な

ど
か
ら
そ
う
理
解
す
る
し
か
な
い
と
思
い

ま
す
。
「
さ
よ
な
ら
天
皇
」
、
こ
れ
が
竹
内

浩
三
の
核
心
の
一
つ
で
は
な
い
か
。
古
川

さ
ん
が
本
の
中
で
く
り
返
し
こ
の
詞
を
刻

み
つ
け
る
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
の
は
、

竹
内
の
核
心
を
見
逃
さ
ず
に
と
ら
え
た
か

ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

竹
内
に
関
心
を
抱
く
人
は
必
ず
こ
の
詞

に
注
目
し
て
き
た
。
若
い
劇
作
家
は
こ
の

詞
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。
そ
の
受
け

止
め
方
で
、
高
校
生
の
内
宮
参
拝
シ
ー
ン

は
変
わ
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
書
か
れ

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

竹
内
は
こ
の
軍
隊
手
帳
を
、
宮
沢
賢
治

の
詩
集
を
く
り
抜
い
て
、
そ
の
中
に
入
れ

て
お
姉
さ
ん
に
送
っ
た
。
そ
れ
が
松
阪
市

の
本
居
宣
長
記
念
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
な
ん
と
も
言
い
難
い
の
で
す
が

（
笑
）。

竹
内
の
書
き
つ
け
た
詞
を
、
さ
ら
に
射

程
を
伸
ば
し
て
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
戦

死
者
を
英
霊
と
讃
え
る
の
は
「
国
家
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
見
抜
い
て
い
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
古
川
さ
ん
は
気
づ
い
た
の

だ
と
私
は
思
う
。
古
川
さ
ん
は
本
の
中
で

そ
う
は
書
い
て
は
お
ら
れ
な
い
の
で
す

が
、
私
は
そ
う
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
竹
内
浩
三
の
書
い
た
「
赤
子
／
全

部
ヲ
オ
返
シ
ス
ル
」
と
、
母
さ
ん
の
和
子

さ
ん
が
二
人
の
息
子
を
奪
わ
れ
て
詠
っ
た

「
亡
き
子
二
人
を
返
せ
こ
の
手
に
」
を
重

ね
合
わ
せ
た
。
そ
れ
が
古
川
さ
ん
に
よ
る

竹
内
浩
三
の
発
見
だ
と
思
う
の
で
す
。

古
川
さ
ん
が
そ
う
い
う
理
解
や
認
識
が

で
き
た
の
は
、
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
の
原
告

だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で

竹
内
浩
三
を
発
見
し
、
語
っ
て
き
た
こ
と

が
古
川
さ
ん
の
靖
国
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の

再
生
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
母
の
憶
い

と
竹
内
浩
三
と
の
出
会
い
か
ら
「
国
家
の

嘘
」
を
見
抜
い
た
古
川
さ
ん
は
だ
か
ら
合

祀
取
消
と
い
う
「
記
憶
の
再
生
」
へ
と
向

か
っ
た
。

●
「
勲
章
」
を
嗤
う

も
う
ひ
と
つ
だ
け
竹
内
浩
三
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
彼
は
た
く
さ
ん
の
小

説
や
詩
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
に
「
勲
章
」
と
い
う
掌
編
が
あ
り
ま
す
。

大
変
傑
作
で
す
が
、
収
め
ら
れ
て
い
な
い

作
品
集
も
あ
り
ま
す
。
岩
波
現
代
文
庫
に

は
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
藤
原
書
店

発
行
の
『
日
本
が
見
え
な
い
』
と
い
う
大

部
の
本
に
は
入
っ
て
い
ま
す
。

二
一
歳
の
時
の
作
品
で
、
彼
は
日
大
専

門
部
（
今
の
芸
術
学
部
）
映
画
科
に
入
学

し
て
か
ら
、
宇
治
山
田
中
学
校
時
代
の
友

人
ら
と
「
伊
勢
文
学
」
と
い
う
同
人
誌
を

創
る
の
で
す
が
、
「
勲
章
」
は
そ
の
四
号

か
五
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
少
し
だ
け

紹
介
し
ま
す
。

あ
る
人
物
が
、
戦
争
に
行
っ
て
戦
功
を

あ
げ
て
初
め
て
勲
章
を
も
ら
う
。
嬉
し
く

な
っ
て
恋
人
に
見
せ
に
い
く
。
彼
は
勲
章

を
も
ら
っ
た
戦
功
の
中
身
を
彼
女
に
聞
い

て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

恋
人
は
勲
章
を
掌
に
の
せ
て
じ
っ
と
見
つ

め
て
、
「
ま
あ
、
綺
麗
ね
、
く
だ
さ
ら
な

い
」
と
言
う
だ
け
で
、
彼
の
用
意
し
た
手

柄
話
を
聞
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
す

ご
く
が
っ
か
り
す
る
。
そ
の
後
も
彼
は
戦

争
に
行
く
た
び
に
戦
功
を
上
げ
て
、
勲
章

が
ど
ん
ど
ん
た
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
う
ち

に
恋
人
に
振
ら
れ
て
、
別
の
人
と
結
婚
す

る
。
勲
章
は
そ
の
後
も
増
え
て
い
き
、
家
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の
中
が
勲
章
で
一
杯
に
な
る
。
そ
れ
を
見

た
友
達
か
ら
、
「
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。
君

は
ま
る
で
勲
章
を
も
ら
う
た
め
に
生
き
て

き
た
よ
う
だ
、
立
派
だ
よ
」
と
言
わ
れ
て
、

勲
章
を
集
め
て
き
た
自
分
が
な
ん
だ
か
馬

鹿
ら
し
く
な
り
、
く
だ
ら
な
い
よ
う
に
思

い
始
め
る
。
小
説
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、

戦
功
を
聞
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
に
「
ま
あ
、

綺
麗
ね
」
と
い
っ
て
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ

た
昔
の
恋
人
に
あ
げ
て
し
ま
お
う
と
、
も

う
一
度
勲
章
を
見
せ
に
行
く
。
そ
の
場
面

を
読
み
ま
す
。

二
人
は
茶
を
飲
み
な
が
ら
静
か
に
語
り

合
っ
た
。
孫
の
こ
と
な
ど
も
話
し
合
っ
た
。

彼
は
勲
章
を
出
し
た
。
彼
が
最
初
に
彼
女

に
見
せ
た
小
さ
な
可
愛
ら
し
い
勲
章
を
彼

女
は
手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
た
が
、
そ
れ

を
口
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
勲
章
を

舐
め
な
が
ら
彼
女
は
大
き
な
目
で
笑
っ

た
。
観
音
さ
ま
の
よ
う
だ
っ
た
。

す
ご
い
小
説
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
私

は
、
笑
い
転
げ
て
仰
天
し
ま
し
た
。
竹
内

は
、
天
皇
か
ら
の
勲
章
を
嗤
っ
て
い
る
の

で
す
か
ら
。
現
在
で
も
叙
勲
を
有
難
が
り
、

断
る
人
は
き
わ
め
て
稀
で
す
。
竹
内
は
「
国

家
の
嘘
」
を
、
さ
ら
り
と
ユ
ー
モ
ア
に
く

る
ん
で
、
し
か
し
鮮
や
か
に
見
抜
い
て
い

た
。
ど
こ
か
爽
快
感
が
残
る
掌
編
で
す
。

彼
を
語
る
こ
と
は
だ
か
ら
、
国
家
が
社

会
に
刷
り
込
み
、
継
承
を
続
け
た
「
靖
国

を
め
ぐ
る
記
憶
」
に
だ
ま
さ
れ
ず
、
作
り

直
す
「
記
憶
の
再
生
」
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。

●
「
大
逆
事
件
」
と
い
う
重
石

少
し
視
点
を
変
え
ま
す
。
私
は
こ
こ
二

〇
年
ば
か
り
明
治
時
代
の
「
大
逆
事
件
」

―
戦
後
一
九
四
八
年
に
削
除
さ
れ
た
現
刑

法
第
七
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
皇
室

ニ
対
ス
ル
罪
」
（
天
皇
等
危
害
罪
と
も
）

に
か
か
る
「
大
逆
事
件
」
は
一
九
三
二
年

ま
で
に
四
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
九
一
〇

―
一
九
一
一
年
の
最
初
の
事
件
で
、
ふ
つ

う
「
大
逆
事
件
」
と
い
う
と
明
治
の
事
件

を
指
す
―
を
取
材
し
て
、
三
冊
の
本
を
書

き
ま
し
た
。
取
材
を
始
め
た
最
初
の
段
階

か
ら
私
は
、
「
大
逆
事
件
」
に
対
す
る
戦

後
社
会
の
記
憶
と
戦
後
の
天
皇
観
を
意
識

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
昭
和
天
皇
』
を
書
い
て
い
た
か
ら
で
す
。

「
大
逆
事
件
」
は
、
国
家
が
思
想
弾
圧

の
た
め
に
爆
発
物
取
締
罰
則
容
疑
事
件
を

き
っ
か
け
に
意
図
的
に
起
こ
し
た
事
件

で
、
起
訴
さ
れ
た
二
六
人
中
二
四
人
が
一

審
で
終
審
の
大
審
院
で
死
刑
判
決
を
受

け
、
一
二
人
が
一
週
間
で
処
刑
さ
れ
た
近

現
代
一
五
〇
年
を
通
じ
て
の
最
大
の
国
家

犯
罪
で
す
。

事
件
の
戦
後
史
は
、
唯
一
生
き
残
っ
た

被
害
者
の
坂
本
清
馬
さ
ん
（
死
刑
判
決
か

ら
無
期
に
減
刑
）
と
刑
死
し
た
森
近
運
平

さ
ん
の
妹
・
栄
子
（
ひ
で
こ
）
さ
ん
が
一

九
六
一
年
一
月
に
起
こ
し
た
再
審
請
求
か

ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

「
大
逆
事
件
」
の
戦
後
史
の
始
ま
り
で
す
。

再
審
請
求
と
は
つ
ま
り
「
国
家
の
嘘
」
に

よ
っ
て
戦
前
・
戦
中
、
そ
し
て
戦
後
ま
で

社
会
に
記
憶
さ
れ
て
き
た
、
二
六
人
は
組

織
的
計
画
的
に
天
皇
暗
殺
を
図
っ
た
と
い

う
「
国
家
の
事
実
」
に
対
し
て
、
そ
れ
は

違
う
、
実
は
国
家
の
仕
組
ん
だ
思
想
殺
し

の
国
家
犯
罪
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
試
み
で
、
ま
さ
し
く
「
記
憶
の

再
生
」
で
す
。
し
か
し
戦
後
司
法
、
つ
ま

り
東
京
高
裁
と
最
高
裁
は
一
九
六
七
年
、

明
治
の
大
審
院
判
決
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

て
坂
本
さ
ん
ら
の
再
審
請
求
を
棄
却
し
て

し
ま
っ
た
。

「
大
逆
事
件
」
が
戦
後
社
会
の
中
で
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
、
記
憶
さ
れ
て
き
た
の

か
を
天
皇
と
の
か
ら
み
の
中
で
追
い
か
け

て
き
た
私
が
最
初
に
出
し
た
の
が
『
大
逆

事
件
―
死
と
生
の
群
像
』
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
）
で
す
。
取
材
を
始
め
て
間
も

な
く
私
は
知
り
合
い
か
ら
「
今
さ
ら
、
ど

う
し
て
「
大
逆
事
件
」
？
み
ん
な
知
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
？
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す

が
、
そ
の
話
を
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
紹

介
し
て
い
ま
す
。

拙
著
を
本
居
宣
長
の
研
究
で
知
ら
れ
、

国
家
神
道
の
問
題
で
も
瞠
目
す
る
よ
う
な

著
述
の
あ
る
近
世
・
近
代
の
思
想
史
家
の

泰
斗
で
あ
る
子
安
宣
邦
（
こ
や
す
・
の
ぶ

く
に
）
さ
ん
が
二
〇
一
五
年
に
出
さ
れ
た

『
「
大
正
」
を
読
み
直
す
』
（
藤
原
書
店
）

の
中
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
子
安
さ
ん

は
も
ち
ろ
ん
「
大
逆
事
件
」
は
知
っ
て
い

ま
し
た
が
、
事
件
に
よ
っ
て
遺
族
や
周
囲

が
ど
れ
だ
け
ひ
ど
い
抑
圧
と
排
除
の
中
で

生
き
た
の
か
、
さ
ら
に
再
審
請
求
や
そ
れ

が
棄
却
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
と

語
っ
て
い
る
。
子
安
さ
ん
で
さ
え
そ
う
な

の
か
と
私
は
驚
き
ま
し
た
が
、
ご
自
身
は

そ
の
こ
と
を
真
摯
に
受
け
止
め
反
省
も
含

め
て
、
な
ぜ
自
分
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
中
で
分
析
し

て
い
ま
す
。
同
書
の
「
「
大
逆
事
件
」
と

は
何
で
あ
っ
た
の
か
―
田
中
伸
尚
『
大
逆

事
件
―
死
と
生
の
群
像
』
を
読
む
」
の
項

で
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
先
ほ

ど
触
れ
た
「
あ
と
が
き
」
の
個
所
に
つ
い

て
子
安
さ
ん
は
、
「
そ
の
よ
う
に
聞
い
た

田
中
の
知
り
合
い
は
決
し
て
例
外
で
は
な

い
」
と
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

〈
恐
ら
く
多
く
の
人
が
、
私
も
含
め

て
、
「
今
さ
ら
ど
う
し
て
「
大
逆
事
件
」

な
の
？
」
と
訊
い
た
か
も
し
れ
な
い
の

だ
。
そ
の
知
人
は
「
大
逆
事
件
」
は
も

う
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
私
も

そ
う
だ
。
だ
が
田
中
の
こ
の
書
を
読
ん

で
、
私
は
「
大
逆
事
件
」
を
何
も
知
ら

な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
知
ろ
う
と
も
し

な
か
っ
た
と
こ
を
痛
切
に
思
い
知
ら
さ

れ
た
の
で
あ
る
。〉



- 8 -

こ
こ
か
ら
、
子
安
さ
ん
は
な
ぜ
知
ろ
う

と
し
な
か
っ
た
の
か
つ
い
て
踏
み
込
ん
で

自
己
分
析
す
る
。

〈
私
の
認
識
志
向
を
抑
制
す
る
何
か

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
大
逆
事
件
」

と
い
う
「
事
件
」
の
重
石
が
無
意
識
的

に
私
の
目
と
耳
と
口
を
塞
い
で
し
ま
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
記
し
た

よ
う
に
最
高
裁
は
昭
和
四
二
（
一
九
六

七
）
年
七
月
五
日
に
「
大
逆
事
件
」
再

審
請
求
の
特
別
抗
告
を
棄
却
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
末

年
の
「
大
逆
事
件
」
は
戦
後
日
本
社
会

に
も
「
大
逆
罪
」
を
構
成
す
る
国
家
的

犯
罪
事
件
と
し
て
そ
の
冤
罪
性
が
法
的

に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
家
的
冤
罪

性
へ
の
問
い
を
封
じ
る
形
で
存
在
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
〉

こ
の
部
分
を
私
流
に
い
う
な
ら
、
「
国

家
の
嘘
」
を
戦
後
司
法
が
追
認
す
る
こ
と

で
社
会
の
中
の
事
件
に
つ
い
て
の
「
国
家

の
嘘
」
の
「
記
憶
」
は
「
再
生
」
の
道
を

封
じ
ら
れ
、
改
め
ら
れ
ず
、
「
だ
ま
さ
れ
」

続
け
た
。
子
安
さ
ん
は
続
け
て
さ
ら
に
重

要
な
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。

〈
戦
後
日
本
の
最
大
の
国
家
的
・
司

法
的
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
い
っ
て
も
よ

い
。
戦
後
日
本
の
〈
民
主
的
〉
国
家
と

し
て
の
再
出
発
の
い
い
加
減
さ
を
わ
れ

わ
れ
は
随
所
に
見
て
い
る
が
、
「
大
逆

事
件
」
が
「
大
逆
事
件
」
と
し
て
あ
り

続
け
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
い
い
加
減

さ
を
根
底
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
が
「
大
逆
事
件
」
が
戦
後

日
本
で
な
お
「
大
逆
事
件
」
で
あ
る
よ

う
に
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、「
事

件
」
を
歴
史
の
中
に
置
き
去
っ
て
、
目

と
耳
と
口
を
押
え
て
き
て
し
ま
っ
た
わ

れ
わ
れ
の
意
識
的
・
無
意
識
的
忘
却
に

よ
る
こ
と
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。「
大

逆
事
件
」
を
「
大
逆
事
件
」
と
し
て
在

り
続
け
さ
せ
て
き
て
い
る
戦
後
日
本
の

〈
民
主
的
？
〉
国
家
形
成
の
加
担
者
と

し
て
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
田
中
の
『
大
逆
事
件
―
―
死
と
生

の
群
像
』
は
事
件
の
連
座
者
と
そ
の
遺

族
た
ち
の
死
に
い
た
る
ま
で
の
排
除
と

監
視
と
抑
圧
の
八
〇
年
、
い
や
一
世
紀

を
記
し
て
、
「
大
逆
事
件
」
と
は
日
本

社
会
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
、
「
大

逆
事
件
」
を
な
お
「
大
逆
事
件
」
で
あ

ら
し
め
て
い
る
日
本
社
会
と
は
何
か
を

わ
れ
わ
れ
に
痛
切
に
考
え
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
〉

少
し
長
い
引
用
に
な
り
ま
し
た
が
、
国

家
に
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
に
私
た
ち
に
と

っ
て
「
記
憶
の
再
生
」
が
ど
れ
だ
け
大
事

な
の
か
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

●
「
近
衛
兵
」
の
出
な
い
土
地

こ
の

え

へ
い

私
が
「
大
逆
事
件
」
の
取
材
で
初
め
て

和
歌
山
県
の
熊
野
・
新
宮
に
入
っ
た
の
が

一
九
九
七
年
の
秋
で
し
た
。
熊
野
・
新
宮

で
は
事
件
の
被
害
者
が
六
人
と
最
も
多

く
、
大
石
誠
之
助
と
成
石
平
四
郎
の
二
人

が
刑
死
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
取
材
の
中

で
、
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
に
接
し
て

私
は
非
常
に
驚
い
た
。「
大
逆
事
件
の
後
、

こ
の
地
域
か
ら
近
衛
兵
が
一
人
も
出
な
く

な
っ
た
」
と
。
近
衛
兵
と
い
う
の
は
、
天

皇
家
を
護
る
兵
で
す
が
、
近
衛
兵
が
一
人

も
出
な
く
な
っ
た
、
極
め
て
不
名
誉
な
こ

と
だ
と
い
う
言
い
伝
え
で
す
。
直
接
的
に

「
不
名
誉
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
が
、

あ
り
あ
り
な
ん
で
す
ね
。
私
な
ん
か
は
、

そ
れ
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
が
。

伝
聞
話
を
聞
い
た
時
の
私
の
驚
き
に
は

二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
「
大

逆
事
件
」
の
取
材
を
始
め
た
一
九
九
七
年

の
時
点
で
は
、
国
家
犯
罪
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
も
う
完
璧
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
一
世
紀
近
く
経
っ
た
後
も
依

然
と
し
て
、
「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う

記
憶
が
継
承
さ
れ
て
「
大
逆
事
件
は
生
き

て
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
驚
き
で
す
。
も
う

一
つ
は
、
そ
う
い
う
言
い
伝
え
が
伝
え
る

天
皇
観
で
す
。
こ
の
二
つ
の
驚
き
が
同
時

に
私
の
中
に
起
こ
っ
て
渦
巻
き
ま
し
た
。

「
国
家
の
嘘
」
が
「
事
実
」
と
し
て
岩
盤

の
よ
う
に
根
強
く
「
記
憶
」
さ
れ
、
「
だ

ま
さ
れ
て
」
い
る
と
は
一
〇
〇
年
後
に
も

気
づ
こ
う
と
し
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
近
衛

兵
に
な
る
道
が
「
大
逆
事
件
」
で
閉
ざ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
な
ぜ
不
名
誉
な
の

か
？
近
衛
兵
に
な
る
こ
と
は
天
皇
家
か
ら

信
頼
さ
れ
て
い
る
証
し
で
、
と
て
も
名
誉

な
の
だ
と
い
う
話
が
生
き
て
い
る
。
制
度

と
し
て
な
く
な
っ
て
も
。
天
皇
家
は
、
今

も
な
お
絶
対
的
な
権
威
な
ん
で
す
ね
。
京

都
の
杉
本
さ
ん
の
意
識
、
観
念
の
相
似
形

の
天
皇
観
で
す
。

最
初
の
取
材
で
そ
ん
な
話
を
聞
い
て
た

ま
げ
て
か
ら
約
二
〇
年
後
、
去
年
一
一
月

に
事
件
の
被
害
者
の
一
人
、
臨
済
宗
の
僧

侶
・
峯
尾
節
堂
を
書
く
た
め
に
取
材
で
同

県
の
大
宝
寺
と
い
う
寺
へ
行
き
ま
し
た
。

か
つ
て
は
古
座
川
町
で
、
現
在
は
合
併
で

新
宮
市
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
な
り
の

山
の
中
の
寺
で
無
住
寺
院
で
す
。
そ
の
寺

の
周
囲
で
地
元
の
人
の
話
を
聞
い
て
い
ま

し
た
ら
、
二
〇
年
前
に
伝
聞
で
聞
い
た
同

じ
こ
と
ば
が
耳
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、
私

は
え
っ
！
と
思
い
ま
し
た
。
今
度
は
直
接
、

生
の
こ
と
ば
で
す
。
臨
済
宗
の
檀
徒
で
六

〇
歳
ぐ
ら
い
の
女
性
で
し
た
。

「
あ
の
事
件
以
来
、
こ
こ
か
ら
近
衛
兵

が
出
な
く
な
っ
た
。」

あ
れ
か
ら
二
〇
年
、
私
の
シ
ョ
ッ
ク
は

伝
聞
以
上
で
し
た
。
こ
の
二
〇
年
の
間
に
、

新
宮
・
熊
野
で
は
被
害
者
の
名
誉
回
復
運

動
が
非
常
に
進
み
、
新
宮
市
議
会
な
ど
も
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六
人
の
名
誉
回
復
・
復
権
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
名
誉
回
復
は
、
ま
さ
に
「
記
憶
の

再
生
」
で
す
。
有
罪
に
さ
れ
た
人
た
ち
は
、

天
皇
へ
の
批
判
が
あ
っ
て
も
、
刑
法
第
七

三
条
に
反
す
る
罪
は
犯
し
て
は
い
な
い
、

国
家
犯
罪
の
被
害
者
で
、
彼
ら
は
非
戦
、

自
由
、
平
等
を
大
事
に
す
る
時
代
の
先
駆

者
だ
っ
た
―
―
そ
う
い
う
意
味
の
復
権
で

す
。
で
す
か
ら
名
誉
回
復
（
運
動
）
は
、

明
ら
か
に
市
民
に
よ
る
「
記
憶
の
再
生
」

で
す
。
そ
れ
を
市
民
の
代
表
で
あ
る
市
議

会
が
認
め
て
き
た
。
加
え
て
今
年
一
月
に

は
、
市
民
や
新
宮
市
議
会
の
要
請
を
受
け

た
市
長
が
刑
死
し
た
大
石
誠
之
助
を
名
誉

市
民
に
し
た
。
そ
れ
で
も
か
つ
て
「
天
皇

に
弓
を
引
い
た
不
逞
の
輩
」
と
い
う
「
記

憶
」
は
、
古
層
の
よ
う
で
な
か
な
か
な
く

な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま

し
た
。
「
記
憶
の
再
生
」
は
だ
か
ら
、
不

断
の
営
み
が
要
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
痛
切

に
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

●
靖
国
を
め
ぐ
る
記
憶
の
再
生
・
そ
の
攻

防
最
後
に
な
り
ま
す
。
戦
後
史
の
中
で
、

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
記
憶
の
形
成
と
継
承
、

そ
れ
と
私
た
ち
が
目
指
し
て
き
た
「
再
生
」

に
つ
い
て
の
攻
防
で
す
。
そ
の
簡
単
な
歴

史
を
振
り
返
り
つ
つ
今
後
に
つ
い
て
少
し

触
れ
た
い
。

敗
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
一
二
月
に
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
神
道
指
令
に
よ
っ
て
国
家
と
神
道

が
分
離
さ
れ
ま
す
が
、
靖
国
神
社
は
廃
止

さ
れ
ず
存
続
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す

る
。
私
た
ち
の
先
輩
は
、
治
安
維
持
法
を

自
ら
の
運
動
で
廃
止
で
き
な
か
っ
た
の
と

同
様
に
、
戦
争
遂
行
の
巨
大
な
シ
ス
テ
ム

だ
っ
た
靖
国
神
社
を
廃
止
で
き
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
天
皇
の
戦
争
責
任
を
不
問
に

し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
現
在
に
つ
な
が
る

大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。
私
は
そ
う
思
っ

て
い
ま
す
。

敗
戦
後
も
一
掃
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
っ

た
保
守
政
治
家
ら
の
リ
ー
ド
で
、
一
九
四

七
年
晩
秋
に
日
本
遺
族
厚
生
連
盟
が
結
成

さ
れ
、
そ
れ
が
占
領
の
終
わ
っ
た
翌
年
の

五
三
年
に
現
在
の
財
団
法
人
日
本
遺
族
会

に
な
る
。
敗
戦
直
後
、
遺
族
八
〇
〇
万
人

と
い
わ
れ
、
肉
親
を
失
っ
た
悲
し
み
と
働

き
手
を
奪
わ
れ
て
経
済
的
に
苦
し
ん
で
い

る
遺
族
の
声
を
背
負
っ
て
、
遺
族
会
は
財

政
的
な
補
償
要
求
運
動
を
行
っ
て
い
く
。

法
的
な
補
償
制
度
が
出
来
、
遺
族
の
生
活

が
あ
る
程
度
見
通
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、

遺
族
会
は
英
霊
顕
彰
運
動
、
つ
ま
り
靖
国

合
祀
を
推
進
す
る
運
動
に
取
り
組
む
よ
う

に
な
る
。
戦
後
社
会
の
中
で
は
、
戦
死
者

は
英
霊
で
あ
る
と
い
う
戦
前
・
戦
中
の
靖

国
思
想
は
、
い
っ
た
ん
は
後
退
、
も
し
く

は
忘
却
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
遺
族
会
の

運
動
な
ど
に
よ
っ
て
戦
死
―
英
霊
―
合
祀

の
記
憶
が
再
び
呼
び
戻
さ
れ
て
社
会
の
中

に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
五
一
年
か
ら
の
首

相
の
参
拝
や
七
五
年
ま
で
何
度
か
あ
っ
た

天
皇
の
参
拝
も
記
憶
の
呼
び
覚
ま
し
と
継

承
に
大
き
く
影
響
し
た
。

こ
う
し
た
経
過
は
私
と
田
中
宏
さ
ん
、

波
田
永
実
さ
ん
の
三
人
で
ま
と
め
た
『
遺

族
と
戦
後
』
（
岩
波
新
書
）
と
い
う
本
で

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
、
す
ご
く

い
い
本
で
す
が
あ
ま
り
売
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
い
い
本
が
売
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い

の
で
す
（
笑
）
。
こ
こ
で
は
や
や
大
ざ
っ

ぱ
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
「
悲
し
み
と
苦

労
」
と
い
う
遺
族
が
等
し
く
持
っ
て
い
た

気
持
ち
を
背
景
に
し
て
始
ま
っ
た
、
戦
後

保
守
の
主
導
し
た
遺
族
会
の
補
償
要
求
運

動
が
政
治
的
に
奏
功
す
る
と
、
当
初
か
ら

見
え
隠
れ
し
て
い
た
英
霊
顕
彰
運
動
へ
と

進
み
、
靖
国
合
祀
の
推
進
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
「
靖
国
」

を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
再
生
」
の
取
り
組
み

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

遺
族
会
の
英
霊
顕
彰
運
動
と
並
行
す
る

よ
う
に
も
う
一
つ
の
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る

「
記
憶
の
継
承
」
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ

も
占
領
終
了
後
か
ら
で
す
が
、
戦
時
中
に

行
わ
れ
て
い
た
「
遺
児
参
拝
」
が
一
九
五

二
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
各
都
道
府

県
の
遺
族
会
が
中
心
に
な
り
、
公
的
な
補

助
を
得
て
、
こ
れ
は
完
全
な
政
教
分
離
違

反
だ
と
思
い
ま
す
が
、
全
国
の
小
学
生
・

中
学
生
の
遺
児
の
靖
国
参
拝
を
し
て
い
き

ま
す
。
お
そ
ら
く
当
時
の
厚
生
省
、
そ
し

て
靖
国
神
社
の
意
向
も
働
い
て
い
た
と
思

い
ま
す
。

私
は
戦
後
の
遺
児
参
拝
に
つ
い
て
は
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
二
〇
〇
二

年
に
出
し
ま
し
た
『
靖
国
の
戦
後
史
』
で

も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
遺
児
参
拝
に
つ
い

て
私
が
雑
誌
の
『
世
界
』
で
書
い
た
の
は
、

靖
国
合
祀
取
消
訴
訟
の
原
告
で
、
中
学
三

年
生
の
時
に
遺
児
参
拝
に
参
加
し
た
松
岡

勲
さ
ん
の
「
記
憶
の
再
生
」
の
取
り
組
み

で
教
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
松
岡
さ
ん
は
、

遺
児
参
拝
問
題
を
詳
細
に
調
査
し
『
反
天

皇
制
天
市
民
一
七
〇
〇
』
な
ど
に
継
続
的

に
報
告
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
存
知
と
思

い
ま
す
。

靖
国
へ
の
遺
児
参
拝
運
動
の
凄
さ
は
、

遺
児
た
ち
を
靖
国
神
社
に
連
れ
て
い
っ
た

後
に
、
感
想
文
を
書
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
参
拝
の
際
に
「
国
の
た
め
に
亡
く

な
っ
た
」
父
を
立
派
だ
っ
た
と
い
う
話
を

宮
司
か
ら
聞
か
さ
れ
、
英
霊
と
し
て
神
に

な
っ
て
い
る
父
と
「
対
面
」
さ
せ
、
そ
の

感
動
を
少
年
少
女
の
軟
ら
か
な
心
に
刷
り

込
む
。
そ
し
て
そ
の
記
憶
を
数
か
月
後
に

再
び
思
い
起
こ
さ
せ
文
字
と
し
て
書
か

せ
、
追
体
験
さ
せ
る
。
も
う
一
度
参
拝
の

感
動
を
そ
れ
ぞ
れ
に
刻
み
つ
け
さ
せ
る
。

明
ら
か
に
「
記
憶
の
継
承
」
運
動
で
す
。

遺
児
参
拝
で
は
、
銀
座
な
ど
東
京
見
物
を

す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
み
た
い
で
す

が
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
な
く
作
文
を
書
か

せ
る
と
い
う
の
が
、
実
に
見
事
で
す
。
松

岡
さ
ん
も
感
想
文
を
書
い
て
い
て
、
靖
国
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神
社
で
父
親
に
「
面
会
」
し
、
感
激
と
決

意
を
感
想
と
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
し
か

し
松
岡
さ
ん
は
少
年
だ
っ
た
こ
ろ
の
作
文

を
辛
い
思
い
で
読
み
返
し
、
「
靖
国
の
記

憶
」
と
懸
命
に
向
き
合
っ
て
き
た
。
そ
れ

は
、
松
岡
さ
ん
の
「
記
憶
の
再
生
」
な
ん

で
す
ね
。

遺
児
の
感
想
文
集
は
各
都
道
府
県
の
遺

族
会
が
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
全
国
的

に
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
大
阪
で
言
え
ば
五
二
年
度
か
ら

始
ま
っ
た
遺
児
参
拝
は
五
九
年
度
ま
で
続

け
ら
れ
感
想
文
集
『
靖
国
の
父
を
訪
ね
て
』

も
一
七
集
ま
で
あ
る
よ
う
で
す
。

参
拝
し
た
彼
ら
は
今
、
六
〇
歳
代
後
半

か
ら
七
〇
歳
代
半
ば
で
し
ょ
う
。
参
拝
し

た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
人
も
当
然
い
ま
す

が
、
そ
の
体
験
は
深
い
と
こ
ろ
に
沈
ん
で

は
い
て
も
、
確
実
に
「
靖
国
」
の
記
憶
と

し
て
何
か
の
き
っ
か
け
、
た
と
え
ば
首
相

の
参
拝
な
ど
で
甦
り
、
ま
た
は
呼
び
出
さ

れ
、
「
靖
国
」
を
肯
定
的
に
受
け
容
れ
る

意
識
を
形
成
し
て
い
く
無
形
の
パ
ワ
ー
に

な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
参
拝
と
感

想
文
の
セ
ッ
ト
は
、
く
り
返
し
ま
す
が
実

に
う
ま
く
で
き
た
「
靖
国
」
の
「
記
憶
の

継
承
」
だ
と
思
い
ま
す
。
占
領
後
か
ら
始

ま
っ
た
日
本
遺
族
会
の
英
霊
顕
彰
運
動
と

遺
児
参
拝
の
運
動
は
み
ご
と
な
連
携
で
す

よ
ね
。
松
岡
さ
ん
の
よ
う
な
意
識
的
な
「
再

生
」
の
取
り
組
み
は
、
お
そ
ら
く
稀
有
で

す
。

一
九
六
〇
年
代
か
ら
靖
国
神
社
国
家
護

持
運
動
が
始
ま
り
、
六
九
年
か
ら
に
法
制

化
の
季
節
に
入
り
ま
す
。
靖
国
法
案
が
出

る
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
「
靖
国
」
を
め
ぐ

る
か
つ
て
の
「
記
憶
」
つ
ま
り
戦
死
―
英

霊
―
合
祀
を
批
判
す
る
「
記
憶
の
再
生
」

の
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
す
。
保
守
勢
力

の
取
り
組
み
に
遅
れ
る
こ
と
約
二
〇
年
ほ

ど
で
す
。

戦
死
者
は
英
霊
で
は
な
い
と
い
う
「
靖

国
」
の
記
憶
の
作
り
直
し
が
訴
訟
の
場
で

始
ま
っ
た
の
は
自
衛
官
合
祀
取
消
訴
訟
か

ら
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
中
谷
康
子
さ

ん
が
夫
の
合
祀
を
イ
ヤ
だ
と
拒
否
し
た
の

に
、
自
衛
隊
が
護
国
神
社
合
祀
を
勝
手
に

や
っ
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
、
当

事
者
や
遺
族
の
宗
教
や
思
想
を
無
視
し
て

無
断
で
、
強
制
合
祀
す
る
「
靖
国
合
祀
」

の
本
質
を
突
く
問
い
か
け
で
し
た
。
こ
の

訴
訟
を
通
じ
て
戦
死
者
は
英
霊
と
い
う
の

は
「
国
家
の
嘘
」
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
衛
官
合
祀
取
消
訴
訟
の
進
む
中
で
大

阪
・
箕
面
で
忠
魂
碑
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、

天
皇
や
国
家
の
た
め
の
戦
死
を
讃
え
る
靖

国
の
記
憶
を
、
神
坂
玲
子
・
哲
さ
ん
夫
妻

や
古
川
佳
子
さ
ん
た
ち
が
足
元
の
忠
魂
碑

か
ら
揺
さ
ぶ
っ
た
。
自
衛
官
合
祀
拒
否
訴

訟
で
も
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
で
も
、「
靖
国
」

を
め
ぐ
る
戦
前
・
戦
中
の
記
憶
を
継
承
し

た
い
人
び
と
か
ら
の
攻
撃
も
あ
り
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
攻
防
と
言
っ
て
も
い
い
事
態
が

生
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
や
は
り
「
国
の

た
め
の
死
者
は
靖
国
神
社
で
合
祀
す
る
の

は
当
然
」
と
す
る
記
憶
を
土
台
に
し
た
社

会
意
識
は
根
強
く
、
そ
れ
が
司
法
を
支
え

て
も
き
た
。

一
九
八
五
年
、
中
曽
根
康
弘
首
相
の
靖

国
神
社
公
式
参
拝
に
対
す
る
違
憲
訴
訟

で
、
遺
族
が
初
め
て
前
面
に
立
っ
て
問
い

か
け
を
始
め
る
。
そ
れ
が
二
〇
〇
一
年
の

小
泉
純
一
郎
首
相
の
参
拝
違
憲
訴
訟
で
、

「
靖
国
」
を
問
う
、
つ
ま
り
「
記
憶
の
再

生
」
の
取
り
組
み
が
ア
ジ
ア
的
ス
ケ
ー
ル

に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
小
泉
首
相
靖
国
参

拝
違
憲
訴
訟
は
二
〇
〇
六
年
ま
で
続
き
ま

す
が
、
そ
の
直
後
か
ら
私
が
「
靖
国
問
題

の
核
心
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
、
遺
族
に

よ
る
合
祀
取
消
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
。「
靖

国
」
を
め
ぐ
る
「
記
憶
」
を
、
国
家
観
を

含
め
て
全
体
的
に
作
り
直
す
根
底
的
な
問

い
、
つ
ま
り
「
再
生
」
は
、
こ
の
靖
国
合

祀
取
り
消
し
、
あ
る
い
は
取
り
下
げ
（
訴

訟
）
だ
と
私
は
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
訴
訟
で
は
、
司
法
の
古

い
「
靖
国
意
識
」
の
壁
を
破
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

訴
訟
的
に
は
、
そ
の
後
は
安
倍
晋
三
首

相
の
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
が
二
〇
一
七
年

一
二
月
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
こ
の
訴
訟

で
は
か
え
っ
て
司
法
の
壁
が
厚
く
な
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会
意
識
が
、

戦
争
国
家
化
と
い
う
戦
時
体
制
の
進
む
中

で
、
戦
前
・
戦
中
の
「
靖
国
」
の
記
憶
が

あ
ら
わ
に
表
出
し
て
き
た
と
い
う
観
方
も

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
司
法
も
そ
の

影
響
を
受
け
、
顔
を
平
和
に
向
け
る
の
で

は
な
く
、
逆
方
向
に
向
け
だ
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
社
会
の
記
憶
に
対

し
て
今
日
ま
で
三
〇
年
く
ら
い
私
た
ち
は

そ
の
根
に
向
か
っ
て
働
き
か
け
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
根
強
さ
の
前
に
し
ば
し
ば
た

た
ず
む
よ
う
な
思
い
に
さ
せ
ら
れ
る
。
少

な
く
と
も
岩
盤
が
崩
れ
る
よ
う
な
揺
さ
ぶ

り
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な

い
、
と
い
う
の
が
客
観
的
な
事
実
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
自
覚
し
て
お
き

た
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
戦
後
史
の
中
で
そ

う
い
う
「
記
憶
の
再
生
」
に
取
り
組
ん
で

き
た
市
民
が
い
て
、
果
敢
な
闘
い
を
な
お

続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
積
極
的
に
評

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
自
身

が
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
自
己
満

足
で
は
な
い
、
前
へ
進
む
た
め
の
評
価
で

す
。

●
終
わ
り
に

「
靖
国
」
を
め
ぐ
る
約
三
〇
年
の
攻
防

は
、
非
戦
・
反
戦
を
普
遍
的
な
価
値
と
す

る
戦
後
の
私
た
ち
の
生
き
方
の
総
体
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
関
西
訴
訟
の
終
結
は

休
み
時
間
で
は
あ
っ
て
も
終
わ
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
記
憶
の
再
生
」
運
動
の
舞
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台
は
回
り
、
休
憩
は
あ
っ
て
も
幕
は
下
り

な
い
。
楽
観
で
き
な
い
、
き
つ
い
状
況
の

中
で
の
私
た
ち
の
課
題
は
何
か
。
こ
れ
に

応
え
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

気
づ
い
た
こ
と
だ
け
を
少
し
申
し
上
げ
て

終
わ
り
に
し
た
い
。

三
〇
年
の
攻
防
を
凝
視
す
る
と
、
訴
訟

と
は
別
に
戦
前
・
戦
中
に
は
な
か
っ
た
、

「
記
憶
の
再
生
」
運
動
が
起
き
、
そ
れ
が

続
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
一
つ

は
、
日
本
遺
族
会
の
靖
国
の
「
記
憶
の
継

承
」
に
対
抗
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
半

ば
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
中
心
に
し
て
誕
生

し
た
平
和
遺
族
会
の
運
動
で
す
。
ほ
ぼ
同

時
に
真
宗
遺
族
会
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

が
生
ま
れ
、
ま
た
真
宗
大
谷
派
に
も
で
き
、

続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
敗
戦
前
に
は
な
か

っ
た
し
、
あ
り
得
な
か
っ
た
。
宗
教
者
で

あ
る
と
い
う
点
で
少
し
狭
い
感
じ
が
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
植
民
地
支
配
や
侵

略
に
荷
担
し
た
宗
教
者
と
い
う
自
覚
を
土

台
に
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も

特
筆
す
べ
き
運
動
だ
と
思
い
ま
す
。

二
つ
は
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
合
祀
取

り
消
し
訴
訟
後
に
始
ま
っ
た
、
個
人
的
で

は
な
い
取
消
運
動
で
す
。
「
靖
国
」
を
め

ぐ
る
「
記
憶
の
再
生
」
の
核
心
中
の
核
心

で
、
今
も
続
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
靖

国
神
社
が
「
分
か
り
ま
し
た
、
そ
れ
で
は

外
し
ま
す
」
と
い
う
ま
で
続
く
、
終
わ
り

な
き
運
動
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
大
き
な

問
題
は
当
事
者
の
避
け
が
た
い
高
齢
化
で

す
。
で
す
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
継
承
し

て
い
く
の
か
、
喫
緊
の
課
題
で
す
。

合
祀
取
り
消
し
を
求
め
る
遺
族
を
、
現

在
の
二
桁
か
ら
三
桁
、
四
桁
、
五
桁
へ
と

増
や
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い

か
。
数
は
力
な
り
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま

す
か
ら
。
平
和
遺
族
会
な
ど
へ
の
呼
び
か

け
を
含
め
て
。
そ
う
な
れ
ば
も
っ
と
社
会

的
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
共

鳴
共
感
も
う
ん
と
生
ま
れ
て
く
る
。
合
祀

取
消
要
求
ほ
ど
条
理
に
叶
っ
た
運
動
は
な

い
の
で
す
か
ら
。
靖
国
側
の
拒
否
は
不
条

理
で
し
か
な
い
の
で
す
か
ら
。
高
齢
化
の

問
題
を
乗
り
切
っ
て
、
次
の
代
に
こ
の
運

動
を
ど
う
し
て
も
つ
な
い
で
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
首
相
の
参
拝
に
対
す
る
違

憲
訴
訟
は
、
形
と
し
て
受
け
身
の
「
再
生
」

運
動
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
合
祀
取

消
は
首
相
の
参
拝
の
有
無
は
関
係
な
く
、

ず
っ
と
積
極
的
で
す
か
ら
。

「
こ
ろ
さ
な
い
、
こ
ろ
さ
れ
な
い
、
こ

ろ
さ
せ
な
い
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
だ
が
、

普
遍
的
な
思
想
を
表
し
て
い
る
こ
の
言
葉

を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
私
た
ち

の
「
記
憶
の
再
生
」
の
最
終
的
な
目
標
が

実
感
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
／
世
界

を
創
っ
て
い
く
た
め
の
市
民
の
表
現
フ
レ

ー
ズ
と
し
て
実
に
素
晴
ら
し
い
。
中
曽
根

靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
以
来
続
い
て
い
る
こ

の
訴
訟
の
事
務
局
、
私
は
全
国
の
あ
ら
ゆ

る
運
動
を
見
て
き
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
全
国
最
強
の
事
務
局
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
事
務
局
が
発
し
て
き
た

「
こ
ろ
さ
な
い
、
こ
ろ
さ
れ
な
い
、
こ
ろ

さ
せ
な
い
」
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
、

こ
れ
か
ら
も
様
々
な
形
で
、
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
の
発
想
で
は
な
い
、
発
信
を
続
け
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

今
夜
は
、
関
西
訴
訟
の
終
結
に
際
し
て

「
記
憶
の
再
生
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て

話
し
て
き
ま
し
た
が
、
雑
駁
な
感
想
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご

清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
お
断
り

本
稿
は
四
月
一
三
日
の
講
演
に
加

：

筆
、
補
正
を
ほ
ど
こ
し
ま
し
た
）

◆
◆
◆

資

料

伊
丹
万
作
「
戦
争
責
任
者
の
問
題
」

だ
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
不
正
者
に
よ

る
被
害
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
だ
ま
さ
れ
た

も
の
は
正
し
い
と
は
、
古
来
い
か
な
る
辞
書
に

も
決
し
て
書
い
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
ま
さ

れ
た
と
さ
え
い
え
ば
、
一
切
の
責
任
か
ら
解
放

さ
れ
、
無
条
件
で
正
義
派
に
な
れ
る
よ
う
に
勘

ち
が
い
し
て
い
る
人
は
、
も
う
一
度
よ
く
顔
を

洗
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
だ
ま
す
も
の
だ
け
で
は
戦
争
は
起
ら

な
い
。
だ
ま
す
も
の
と
だ
ま
さ
れ
る
も
の
と
が

そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
戦
争
は
起
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
戦
争
の
責
任
も
ま
た
（
た
と
え

軽
重
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
）
当
然
両
方
に
あ

る
も
の
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
だ
ま
さ
れ
た
も
の
の
罪
は
、
た
だ
単

に
だ
ま
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
中
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ん
な
に
も
造
作
な
く
だ

ま
さ
れ
る
ほ
ど
批
判
力
を
失
い
、
思
考
力
を
失

い
、
信
念
を
失
い
、
家
畜
的
な
盲
従
に
自
己
の

一
切
を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
国
民
全
体
の
文
化
的
無
気
力
、
無
自
覚
、
無

反
省
、
無
責
任
な
ど
が
悪
の
本
体
な
の
で
あ
る
。

「
だ
ま
さ
れ
て
い
た
」
と
い
つ
て
平
気
で
い

ら
れ
る
国
民
な
ら
、
お
そ
ら
く
今
後
も
何
度
で

も
だ
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
や
、
現
在
で
も
す

で
に
別
の
う
そ
に
よ
つ
て
だ
ま
さ
れ
始
め
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

一
度
だ
ま
さ
れ
た
ら
、
二
度
と
だ
ま
さ
れ
ま

い
と
す
る
真
剣
な
自
己
反
省
と
努
力
が
な
け
れ

ば
人
間
が
進
歩
す
る
わ
け
は
な
い
。
こ
の
意
味

か
ら
戦
犯
者
の
追
求
と
い
う
こ
と
も
む
ろ
ん
重

要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
現
在
の
日
本
に

必
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
国
民
全
体
が
だ
ま
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
本
当
に
理
解
し
、
だ

ま
さ
れ
る
よ
う
な
脆
弱
（
せ
い
じ
や
く
）
な
自

分
と
い
う
も
の
を
解
剖
し
、
分
析
し
、
徹
底
的

に
自
己
を
改
造
す
る
努
力
を
始
め
る
こ
と
で
あ

る
。出

典

『
新
装
版

伊
丹
万
作
全
集
一
』

：

筑
摩
書
房
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■

弁
護
団
へ
の
参
加

私
が
こ
の
靖
国
訴
訟
に
関
わ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
私
が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

生
時
代
に
康
由
美
弁
護
士
の
紹
介
で
、
こ

の
靖
国
訴
訟
事
務
局
の
弁
護
団
会
議
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。

そ
の
時
に
原
告
の
人
た
ち
の
「
精
神
的

被
害
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
こ
う
ち
ゃ
う

の
～
」
と
、
な
ん
と
か
法
的
構
成
に
の
る

形
で
、
頑
張
っ
て
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
空
間

を
私
も
味
わ
っ
て
、
「
す
ご
い
な
あ
」
と

思
っ
て
、
こ
う
い
う
空
間
に
私
も
入
っ
て
、

自
分
も
弁
護
士
と
し
て
や
っ
て
み
た
い
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
天
皇
制
そ
の
も
の
を
問
う
訴

訟
と
い
う
の
が
な
か
な
か
な
い
の
で
、
そ

の
点
も
本
当
に
凄
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
も
と
も
と
、
私
は
大
学
で
卒
論
で
は

「
慰
安
婦
問
題
」
に
つ
い
て
考
え
た
り
、

大
学
院
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
女
性
の

ベ
ル
・
フ
ッ
ク
ス
と
い
う
理
論
家
が
い

て
、
フ
ッ
ク
ス
の
批
評
・
理
論
を
研
究
し

て
い
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
抑
圧
を

な
く
し
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
っ

て
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
大
変
興
味
が
あ

っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
弁
護
士
に
な
っ
て
、
中
島
光
孝

法
律
事
務
所
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、

ち
ょ
う
ど
そ
れ
が
二
〇
一
三
年
一
二
月
で

し
た
。
そ
の
一
二
月
二
六
日
に
本
件
参
拝

が
あ
っ
た
の
で
す
。
た
ぶ
ん
事
務
局
長
の

菱
木
さ
ん
か
ら
中
島
弁
護
士
に
お
電
話
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
や
っ
ぱ
り
こ
の
訴

訟
を
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
「
私

も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
弁

護
団
の
一
員
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
も

う
四
、
五
年
ほ
ど
前
、
と
い
う
こ
と
で
感

慨
深
い
で
す
。

■

訴
訟
提
起

一
審
、
控
訴
審
、
上
告
審
と
あ
っ
て
、

上
告
の
結
果
は
上
告
棄
却
、
上
告
受
理
申

立
も
受
理
し
な
い
と
い
う
結
果
で
は
あ
っ

た
の
で
す
が
、
一
審
や
控
訴
審
の
中
で
い

ろ
い
ろ
闘
っ
て
き
た
中
で
、
判
決
で
勝
ち

得
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
を

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

ず
一
審
が
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
一

日
と
、
結
構
早
く
提
起
し
て
い
る
の
で
す
。

今
ま
で
靖
国
関
係
訴
訟
で
な
か
っ
た
、
差

止
め
を
求
め
ま
し
た
。
内
閣
総
理
大
臣
と

し
て
安
倍
は
参
拝
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
と
、
靖
国
神
社
も
そ
れ
を
受
け
入

れ
て
は
だ
め
だ
と
い
う
受
け
入
れ
禁
止

と
、
あ
と
は
損
害
賠
償
請
求
が
付
い
て
い

ま
す
。

権
利
と
し
て
は
、
「
内
心
の
自
由
形
成

の
権
利
」
、「
信
教
の
自
由
確
保
の
権
利
」
、

「
回
顧
・
祭
祀
に
関
す
る
自
己
決
定
権
」

の
権
利
の
侵
害
。
あ
と
、
新
た
に
「
期
待

権
」
を
主
張
し
ま
し
た
。
前
の
小
泉
首
相

靖
国
訴
訟
で
原
告
だ
っ
た
人
が
今
回
の
訴

訟
の
原
告
に
も
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
時

の
福
岡
地
裁
の
判
決
や
大
阪
高
裁
の
判
決

で
、
「
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
参
拝
は
違

憲
」
と
い
う
こ
と
が
、
判
決
理
由
中
だ
っ

た
け
れ
ど
も
出
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
判

決
が
裁
判
所
か
ら
出
た
の
だ
か
ら
、
も
う

そ
の
後
の
内
閣
総
理
大
臣
は
靖
国
神
社
に

参
拝
し
な
い
と
い
う
「
期
待
」
が
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
そ
の
「
期
待
」
を
裏
切
っ

た
と
い
う
権
利
侵
害
。
そ
し
て
最
後
に
、

こ
れ
が
目
玉
な
の
で
す
が
、
「
平
和
的
生

存
権
」
の
侵
害
を
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
前
に
名
古
屋
地
裁
判
決
が
あ
っ
て
、

「
平
和
的
生
存
権
」
自
体
に
具
体
的
な
権

利
性
が
あ
る
、
と
。
そ
の
要
件
、
も
う
少

し
詳
し
く
戦
争
準
備
行
為
な
ど
い
ろ
い
ろ

と
要
件
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
認
め

ら
れ
た
判
決
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
こ
の
訴

訟
で
も
有
効
に
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

■

靖
国
神
社
へ
の
補
助
参
加
、
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ

実
際
の
審
理
に
入
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と

思
い
浮
か
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

被
告
の
靖
国
神
社
側
に
、
英
霊
に
感
謝

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
人
た
ち
が
、
補
助

参
加
の
申
立
て
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
申

立
て
の
度
に
却
下
さ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
代
理
人
の
德
永
弁
護
士
が
、
そ
の
申

立
て
の
都
度
法
廷
に
出
頭
し
て
き
ま
し

た
。
補
助
参
加
と
い
う
形
で
、
傍
聴
席
で

は
な
く
バ
ー
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま

す
し
、
ま
た
、
進
行
協
議
に
入
っ
て
裁
判

の
中
で
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
が
分
か
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
補
助
参
加
が
却
下
さ
れ

れ
ば
別
の
人
を
補
助
参
加
申
立
人
と
し

て
、
ま
た
補
助
参
加
申
立
て
を
す
る
と
い

う
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

ま
た
、
安
倍
靖
国
参
拝
が
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
を
増
悪
さ
せ
た
こ
と
を
主
張
し
た
の

で
す
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
関
係
で
は
問

題
も
実
際
に
あ
っ
て
、
口
頭
弁
論
直
後
の

法
廷
の
傍
聴
席
で
補
助
参
加
申
立
人
と
思

し
き
人
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
発
生

し
ま
し
た
。
ま
さ
に
具
体
的
危
険
が
、
こ

の
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
参
拝
の
中
で
も

起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ

と
も
準
備
書
面
で
書
い
た
り
し
ま
し
た
。

■

若
者
や
女
性
、
台
湾
、
沖
縄
の
原
告

の
ア
ピ
ー
ル

そ
し
て
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
原
告

と
し
て
若
者
や
女
性
、
台
湾
原
住
民
や
沖

縄
の
人
た
ち
が
原
告
に
入
っ
て
い
る
こ
と

安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
報
告

「
反
骨
と
愛
」

弁
護
士

吉
田
恵
美
子
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を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
こ
と
で
す
。

「
女
性
」
で
い
い
ま
す
と
、
安
倍
の
靖

国
参
拝
に
よ
っ
て
、
戦
争
へ
征
く
こ
と
を

「
靖
国
の
母
」
と
し
て
支
え
よ
と
い
う
よ

う
な
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
た
と

い
う
こ
と
で
、
「
慰
安
婦
」
の
問
題
で
あ

っ
た
り
性
暴
力
の
危
険
の
話
で
あ
っ
た

り
、
戦
争
動
員
に
よ
る
人
権
侵
害
の
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

「
若
者
」
で
、
男
性
の
若
者
で
あ
れ
ば
、

戦
地
に
行
っ
て
人
を
殺
し
た
く
な
い
、
殺

さ
れ
た
く
な
い
、
ま
さ
に
こ
の
集
会
の
チ

ラ
シ
の
「
殺
す
な
、
殺
さ
せ
る
な
」
に
書

い
て
あ
る
通
り
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
争
に

行
き
た
く
な
い
し
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ

た
く
な
い
、
と
。
戦
争
に
参
加
さ
せ
ら
れ

る
恐
怖
、
そ
れ
は
漠
然
と
し
た
不
安
感
で

は
な
く
て
具
体
的
な
恐
怖
で
あ
っ
て
、
ま

さ
に
明
確
に
こ
こ
に
あ
る
具
体
的
な
危
険

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

弁
護
団
会
議
に
も
女
性
や
若
者
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
廷
で
尋
問
を

し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
先
ほ
ど
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
関

連
し
て
い
て
、
原
告
と
し
て
の
名
前
を
出

せ
な
い
。
名
前
を
出
し
て
し
ま
う
と
、
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
人
た
ち
が
ネ
ッ
ト

に
あ
げ
て
、
働
い
て
い
る
職
場
や
名
前
が

わ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
働
け
な
く
な
っ

た
り
、
自
分
自
身
に
具
体
的
な
危
険
が
及

ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
名
前
を
出
さ
な

い
で
尋
問
が
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

主
張
し
ま
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
や
は
り

特
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
無
理
だ
と

い
う
判
断
で
し
た
。
だ
と
し
て
も
、
陳
述

書
に
近
い
も
の
、
女
性
や
若
者
の
気
持
ち

を
何
と
か
書
面
に
表
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
主
張
と
し
て
準
備
書
面
の
形
で
は
出

し
ま
し
た
。

台
湾
の
原
告
の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、

台
湾
の
原
告
に
委
任
状
を
も
ら
い
に
行
っ

た
時
、
先
ほ
ど
中
島
弁
護
士
が
話
さ
れ
て

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
チ
ワ
ス
・
ア
リ

（
高
金
素
梅
）
さ
ん
に
直
接
お
会
い
し
ま

カ

オ

チ
ン

ス

ー
メ
イ

し
て
、
私
は
、
台
湾
靖
国
訴
訟
、
「
還
我

祖
霊
」
の
闘
い
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
し

た
の
で
、
感
動
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
「
意
見
書
」
を
今
回
も
提
出
し

た
の
で
す
が
、
高
橋
哲
哉
さ
ん
に
「
英
霊

の
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
も
う
一
度
執
筆

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
沖
縄
に
関
し
て

小
林
武
さ
ん
に
「
平
和
的
生
存
権
」
に
つ

い
て
、
そ
の
「
準
備
行
為
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
小
林
さ
ん
に
は
実
際
に
大
阪
ま
で
来

て
い
た
だ
い
て
、
弁
護
団
会
議
に
も
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■

一
審
判
決
に
対
す
る
批
判

今
回
、
裁
判
官
の
三
人
の
う
ち
の
左
陪

席
が
、
私
の
修
習
時
代
に
刑
事
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
裁
判
官
で
、
主
張
書
面
で
書

い
た
私
の
煮
え
た
ぎ
る
熱
い
思
い
を
何
と

か
汲
み
取
っ
て
く
れ
な
い
か
な
あ
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
熱
い
思
い
は

全
く
届
か
な
く
て
（
笑
）
。
通
常
、
ま
ず

は
左
陪
席
が
判
決
案
を
書
く
の
で
、
お
そ

ら
く
、
そ
の
方
が
判
決
を
書
い
た
と
思
う

の
で
す
け
ど
も
。

二
〇
一
六
年
一
月
二
八
日
に
一
審
判
決

が
あ
っ
て
、
「
被
侵
害
利
益
は
な
し
」
、
差

止
め
理
由
は
な
い
、
と
。
結
局
、
「
政
教

分
離
」
に
つ
い
て
も
判
断
が
な
か
っ
た
。

た
だ
、
意
義
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、

安
倍
靖
国
参
拝
と
い
う
の
は
「
新
聞
、
テ

レ
ビ
等
の
報
道
機
関
で
大
々
的
に
報
道
さ

れ
た
」
と
い
う
点
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
「
内
閣
総
理
大
臣
・
安
倍
の
靖

国
参
拝
の
影
響
力
は
強
い
」
と
き
っ
ち
り

認
定
さ
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
「
参
拝
に
と
ど
ま
る
限
度
に

お
い
て
特
定
の
個
人
の
信
仰
を
圧
迫
し
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
。
た
だ
、
「
影

響
力
を
認
め
た
」
と
い
う
点
は
特
筆
す
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ダ
メ
な
と
こ
ろ
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま

す
。
靖
国
参
拝
後
に
安
倍
は
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の

主
観
的
な
説
明
を
そ
の
ま
ま
、
裁
判
所
は
、

「
合
祀
者
を
『
国
の
た
め
に
喜
ん
で
死
ん

だ
』
と
意
味
付
け
を
し
て
い
な
い
し
、
靖

国
の
教
義
を
布
教
・
宣
伝
し
て
い
な
い
」

と
い
う
理
由
付
け
に
使
っ
た
の
で
す
。
言

っ
た
も
の
勝
ち
か
、
と
い
う
感
じ
な
の
で

す
。あ

と
、
こ
れ
は
結
論
的
に
は
よ
く
な
い

の
で
す
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て
「
理
由
」
の
中
に
書
い
て

く
れ
て
い
て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
原
因

が
安
倍
参
拝
や
参
拝
受
入
れ
に
あ
る
と
い

う
「
証
拠
が
な
い
」
と
。
そ
う
い
う
書
き

方
を
し
て
い
る
。
「
じ
ゃ
あ
、
証
拠
を
出

せ
ば
認
定
す
る
の
か
」
と
少
し
意
気
揚
々

と
し
た
の
で
す
が
。
控
訴
審
に
向
け
て
、

そ
の
一
審
判
決
を
ど
う
分
析
し
て
、
ど
う

控
訴
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
力
を
注

ぎ
ま
し
た
。

■

控
訴
審
で
の
主
張

二
〇
一
六
年
二
月
九
日
、
控
訴
審
が
始

ま
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
証
拠
以
外
に
、
権

利
侵
害
に
つ
い
て
「
英
霊
サ
イ
ク
ル
」
の

論
理
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
原

告
の
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
ま
し

た
。
安
倍
が
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
靖
国

に
参
拝
し
た
こ
と
で
、
自
身
の
何
が
侵
害

さ
れ
た
の
か
具
体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い

と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な

皆
さ
ん
の
思
い
を
集
め
て
、
裁
判
所
に
提

出
し
ま
し
た
。

昨
日
、
古
川
佳
子
さ
ん
の
出
版
パ
ー
テ

ィ
で
も
お
話
を
し
た
の
で
す
が
、
ア
ン
ケ

ー
ト
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
、
箕
面
忠
魂

碑
訴
訟
の
時
の
「
英
霊
サ
イ
ク
ル
」
の
図

な
ど
も
も
ち
ろ
ん
提
出
し
て
い
ま
す
。
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あ
と
は
、
政
教
分
離
に
つ
い
て
判
断
を

せ
よ
、
と
。
職
務
行
為
性
に
つ
い
て
判
断

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
先
ほ
ど
の
証
拠

を
強
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
は

か
な
り
力
を
入
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ご
存

知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
稲
田
朋
美
が
「
靖

国
神
社
は
平
和
を
誓
う
場
所
で
は
な
く
、

祖
国
に
何
か
あ
れ
ば
後
に
続
き
ま
す
と
誓

う
場
所
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
言
葉

か
ら
、
稲
田
朋
美
は
靖
国
神
社
の
本
質
を

よ
く
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
稲
田
の
言
動
を
抜
き
出

し
て
、
安
倍
政
権
閣
僚
の
稲
田
が
、
国
の

た
め
に
戦
争
で
死
ぬ
こ
と
を
強
要
す
る
政

治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
証
拠
を
提
出
し
ま
し
た
。
日
本
会
議

に
所
属
し
て
い
る
閣
僚
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
が
、
そ
の
日
本
会
議
と
靖
国
神
社
の
つ

な
が
り
を
示
す
証
拠
も
出
し
ま
し
た
。

あ
と
、
影
響
力
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

安
倍
の
参
拝
に
よ
る
世
界
へ
の
影
響
と
い

う
意
味
で
、
新
聞
報
道
の
記
事
を
集
め
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
安
倍
参
拝
が
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
を
強
大
化
さ
せ
た
こ
と
を
示

す
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
掲
示
し
た
サ
イ

ト
が
実
際
に
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
人
に
対
す

る
憎
悪
を
増
幅
さ
せ
る
絵
や
表
現
を
し
て

い
る
、
す
ご
く
嫌
ら
し
い
サ
イ
ト
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
証
拠
と
し

て
提
出
し
ま
し
た
。
沖
縄
基
地
の
状
況
も

新
聞
の
記
事
等
々
で
、
安
倍
参
拝
の
影
響

力
の
証
拠
と
し
て
提
出
し
ま
し
た
。

■

一
審
判
決
よ
り
大
き
く
後
退
し
た
高

裁
判
決

か
な
り
万
全
な
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
二
〇
一
七
年
二
月
二
八

日
に
判
決
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
審
判
決

よ
り
ま
さ
し
く
後
退
し
た
最
悪
の
も
の
で

し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
一
審
判
決

に
記
載
さ
れ
た
「
影
響
力
が
あ
っ
た
」
と

か
、
そ
の
他
様
々
な
部
分
を
削
除
し
て
い

る
の
で
す
。
し
か
も
、
な
お
書
き
で
、
「
な

お
、
権
利
侵
害
が
な
い
か
ら
職
務
行
為
性

は
判
断
し
な
く
て
い
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
判
決
で
、
本
当
に

数
ペ
ー
ジ
し
か
な
い
、
本
当
に
「
な
ん
だ
、

こ
れ
は
！
？
裁
判
所
は
証
拠
を
見
て
い
る

の
か
？
」
と
い
う
判
決
で
し
た
。

■

上
告
審

こ
れ
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
上

告
し
た
の
で
す
が
、
上
告
・
上
告
受
理
申

立
が
二
〇
一
七
年
三
月
一
〇
日
で
、
そ
の

ま
ま
ず
っ
と
経
っ
て
、
一
二
月
二
〇
日
に
、

冬
休
み
前
に
出
し
て
お
け
っ
て
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
上
告
棄
却
」

・
「
受
理
し
な
い
」
と
い
う
決
定
が
出
ま

し
た
。
上
告
棄
却
の
理
由
は
、
「
憲
法
違

反
、
理
由
不
備
、
食
違
い
は
な
く
、
上
告

人
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
事
実
誤
認
や

単
な
る
法
令
違
反
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う

判
断
だ
っ
た
の
で
す
。
不
受
理
に
つ
い
て

は
、
「
（
民
訴
法
三
一
八
条
一
項
に
よ
り
）

受
理
す
べ
き
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」

と
い
う
判
断
で
し
た
。
こ
れ
は
、
本
当
に

あ
っ
け
な
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

■

裁
判
を
振
り
返
っ
て

ま
と
め
と
言
い
ま
す
か
、
私
の
感
想
な

の
で
す
が
、
法
的
に
筋
の
通
る
も
の
に
す

る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
難
し
い
と
こ
ろ

で
、
ま
ず
、
裁
判
と
い
う
仕
組
み
が
事
実

と
証
拠
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
、
そ
の
事

実
を
証
拠
か
ら
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
次
に
、
法
的

構
成
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
し
て
内
閣
総

理
大
臣
が
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と

で
、
他
人
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
内
心

の
自
由
と
か
、
平
和
的
生
存
権
が
侵
害
さ

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
裁
判
官
に
わ

か
る
形
で
、
し
か
も
法
的
に
主
張
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
難
し
さ
。
こ
れ
は

弁
護
団
会
議
で
い
つ
も
課
題
に
な
っ
て
話

を
し
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

か
つ
、
原
告
の
皆
さ
ん
の
「
気
持
ち
」

を
乗
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を

イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
形
に
す
る
に
は
、

極
め
て
緻
密
な
議
論
と
、
資
料
収
集
や
調

査
、
実
際
に
執
筆
す
る
、
本
当
に
時
間
の

か
か
る
も
の
だ
と
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

コ
ツ
コ
ツ
と
職
人
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
を
調

べ
た
り
、
本
を
調
べ
た
り
、
意
見
書
を
書

い
て
い
た
だ
い
た
り
、
ど
の
よ
う
に
論
理

を
組
み
立
て
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
は

本
当
に
時
間
と
労
力
の
か
か
る
も
の
で
、

そ
れ
は
先
人
と
し
て
の
弁
護
士
や
事
務
局

の
方
々
の
今
ま
で
の
訴
訟
の
経
過
や
成
果

を
随
分
と
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で

す
。今

回
の
訴
訟
の
意
義
に
つ
い
て
、
実
質

論
と
し
て
こ
の
訴
訟
中
に
安
倍
は
、
靖
国

に
玉
串
料
は
供
え
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

安
倍
首
相
の
参
拝
自
体
は
な
か
っ
た
。
他

の
閣
僚
の
靖
国
参
拝
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
事
実
上
、
一
定
の
圧
力

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

東
京
靖
国
訴
訟
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
。

ま
た
、
一
審
判
決
で
安
倍
の
靖
国
参
拝

に
「
影
響
力
が
あ
る
」
と
認
め
た
と
い
う

判
決
が
残
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
確
定
し
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
。

い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
と
こ
ろ
な
の
で
す

が
、
最
後
の
砦
で
あ
る
司
法
府
に
裁
判
に

訴
え
る
と
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
も
、
本

当
に
凄
く
難
し
い
訴
訟
な
の
で
、
他
の
形

と
い
う
の
も
考
え
な
が
ら
、
先
ほ
ど
田
中

さ
ん
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
、
「
世
界
一

す
ば
ら
し
い
事
務
局
」
（
笑
）
か
ら
発
信

を
続
け
て
い
く
、
と
。
本
当
に
、
ま
さ
に

そ
の
通
り
だ
な
あ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
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そ
の
発
信
の
あ
り
方
を
今
後
模
索
し
て
い

く
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
し
、
今
後
、
訴
訟
と
い
う
形
を
ま
た

と
る
と
な
る
と
、
こ
の
ご
ろ
「
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
の
が
あ
る
の

で
す
。
亀
石
弁
護
士
が
や
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
お
金
が
な
く
て
も
や
ら
ね
ば
な
ら

な
い
訴
訟
が
あ
る
中
で
、
弁
護
士
費
用
な

ど
諸
々
の
訴
訟
費
用
と
い
う
も
の
を
集
め

る
手
立
て
と
し
て
そ
う
い
う
方
法
が
あ

る
、
と
。
そ
う
い
う
可
能
性
も
模
索
す
る

こ
と
も
必
要
と
い
う
か
、
考
え
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
、
ち
ら
っ
と
思
っ
た
り

し
て
い
ま
す
。

■

「
い
と
お
し
い
」
と
い
う
こ
と
～

反
骨
と
愛

そ
れ
と
、
「
再
出
発
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
た
の
で
す
が
、
本
件
訴
訟
の

別
の
意
義
と
い
う
こ
と
で
、
実
は
こ
こ
が

核
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
つ
な

が
り
、
連
帯
と
い
う
も
の
が
深
ま
っ
た
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
、
田
中
さ

ん
に
先
に
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
事
務
局
と
い
う
の
は
す

ご
く
愛
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
い
と
お
し
い

の
で
す
、
す
ご
く
仲
が
よ
く
て
、
何
て
言

う
の
か
、
と
に
か
く
い
と
お
し
い
。
も
ち

ろ
ん
批
判
す
る
時
に
は
批
判
す
る
の
で

す
、
こ
れ
は
お
か
し
い
、
靖
国
に
首
相
が

参
拝
す
る
こ
と
は
お
ぞ
ま
し
い
こ
と
だ

し
、
戦
争
準
備
行
為
で
あ
る
と
い
う
怒
り

は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
そ
の
怒
り
や
信
念
を

共
有
で
き
る
仲
間
が
ず
っ
と
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
は
何
一
〇
年
続
い
た
の
で

す
か
ね
？
（
笑
）
。
小
泉
か
ら
で
す
か
、

中
曽
根
か
ら
引
き
続
い
て
い
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
。
そ
こ
が
す
ご
い
な
あ
と
思
い

ま
す
。

昨
日
、
山
内
さ
ん
が
「
古
川
佳
子
さ
ん

出
版
パ
ー
テ
ィ
」
で
お
話
し
く
だ
さ
っ
た

こ
と
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
靖
国
神
社
に
古
川
佳
子
さ
ん
が
合
祀

取
下
げ
に
行
か
れ
た
時
に
、
「
兄
が
い
と

お
し
い
か
ら
こ
こ
に
祀
っ
て
ほ
し
く
な

い
」
と
。
そ
の
言
葉
に
と
て
も
感
銘
を
受

け
た
と
い
う
話
を
さ
れ
た
の
で
す
。

韓
国
の
ビ
ョ
ン
・
ヨ
ン
ジ
ュ
監
督
が
ナ

ヌ
ム
の
家
に
住
む
ハ
ル
モ
ニ
を
撮
影
し
た

映
画
『
ナ
ヌ
ム
の
家
』
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
私
は
、
昔
に
そ
の
映
画
を
京
都
で

上
映
す
る
会
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
関
係
す
る
本
を
出
版
す
る
と

い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
学
生
や
学
者
と

対
談
を
し
た
の
で
す
。
戦
争
を
し
た
い
人

た
ち
、
安
倍
と
か
そ
う
い
う
考
え
方
を
持

っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
自
分
の
お
じ
い
さ

ん
や
お
ば
あ
さ
ん
を
愛
す
る
か
ら
こ
そ
、

お
じ
い
さ
ん
が
侵
略
し
た
と
は
考
え
た
く

な
く
て
、
な
ぜ
他
国
の
、
例
え
ば
韓
国
の

お
ば
あ
さ
ん
や
お
じ
い
さ
ん
の
こ
と
を
思

い
、
同
じ
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
人
を
い
と
お
し
い
と
思

う
、
そ
の
気
持
ち
は
と
て
も
大
事
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
こ
と

を
、
山
内
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
す
ご
く
思

い
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に
こ
の

仕
組
み
を
解
体
す
る
ヒ
ン
ト
で
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
田
中
さ
ん
の
お
話
で
も
「
記

憶
の
再
生
」
を
し
続
け
て
い
く
市
民
が
と

て
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の

つ
な
が
り
を
大
事
に
、
反
骨
精
神
と
愛
、

と
い
う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

私
自
身
と
し
て
、
こ
こ
四
年
、
靖
国
訴

訟
弁
護
団
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
て
す
ご

く
よ
か
っ
た
し
、
人
格
的
に
も
弁
護
士
と

し
て
も
成
長
し
た
と
思
い
ま
す
し
、
本
当

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
「
反
骨
と

愛
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

二
〇
一
八
年
四
月
一
三
日

（
本
稿
も
四
月
一
三
日
集
会
の
お
話
に
加
筆
補

正
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
す
）

東京・ノー！ハプサ第２次訴訟よりのお知らせ

第１８回口頭弁論 原告本人尋問（２回目） ９月１８日（火） 午前１０時～、午後１時１５分～

証人尋問予定期日 １０月２日（火） １０月２３日（火）

法廷はいずれも東京地方裁判所１０３号大法廷。証人、スケジュールは未定です。

★「ノー！ハプサ」の会員になって、裁判を支えてください。証人尋問を支えるカンパにもご協力を！

法廷通訳料、意見書作成費用、来日費用等、多くの費用が必要です。皆さんの力を貸してください。

（年会費）一般 3000 円 学生･年金生活者 1000 円 団体 10000 円

（郵便振込） 口座番号 ００２７０－３－１３３１５７ 口座名義 ノー！ハプサ

e-mail:nohapsa@yahoo.co.jp ブログ：http://no-hapsa.at.webry.info/

＝重要な局面です、関東にお住まいの皆さん、ぜひ傍聴に駆けつけてください！！＝

http://no-hapsa.at.webry.info/
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八
月
一
〇
日
、
エ
ル
大
阪
に
て
第
三
期

第
一
回
、
映
像
に
よ
る
靖
国
連
続
学
習
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

チ
ワ
ス
・
ア
リ
さ
ん
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー

ジ
今
回
は
当
初
、
台
湾
か
ら
チ
ワ
ス
・
ア

リ
（
高
金
素
梅
）
さ
ん
が
来
ら
れ
る
予
定

で
し
た
が
、
台
湾
の
国
会
の
都
合
で
、
残

念
な
が
ら
来
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
最
初
に
、
チ
ワ
ス
・
ア
リ
さ
ん
か

ら
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
上
映
さ
れ
ま

し
た
（
通
訳

墨
面
さ
ん
）
。
そ
の
ビ
デ
オ

：

で
、
チ
ワ
ス
・
ア
リ
さ
ん
が
国
会
の
都
合

で
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
お
詫
び
と
イ
ン
カ

メ
ビ
ン
さ
ん
の
歌
が
紹
介
さ
れ
、
今
後
と

も
原
住
民
の
文
化
と
誇
り
を
取
り
戻
す
闘

い
を
し
て
い
く
決
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

「
還
我
祖
霊
」

続
い
て
、
台
湾
で
制
作
さ
れ
た
短
編
映

像
「
還
我
祖
霊
」
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
は
、
多
く
の
台
湾
原
住
民
が
原

告
と
し
て
参
加
し
た
小
泉
首
相
靖
国
参
拝

違
憲
訴
訟
（
大
阪
提
訴
第
二
次
＝
い
わ
ゆ

る
「
台
湾
訴
訟
」
）
の
法
廷
闘
争
以
外
の
台

湾
原
住
民
に
よ
る
靖
国
神
社
へ
の
抗
議
行

動
、
及
び
彼
ら
が
、
靖
国
神
社
に
勝
手
に

合
祀
さ
れ
た
自
分
達
の
「
祖
霊
」
を
取
り

戻
そ
う
と
す
る
祈
り
の
模
様
、
そ
の
彼
ら

の
怒
り
の
元
で
あ
る
戦
前
、
戦
中
の
日
本

の
台
湾
に
対
す
る
侵
略
の
歴
史
、
そ
し
て
、

大
阪
で
の
裁
判
闘
争
の
映
像
が
映
し
出
さ

れ
ま
し
た
（
通
訳

墨
面
さ
ん
）
。

：

台
湾
靖
国
訴
訟
の
経
過
と
そ
の
意
義

次
に
「
台
湾
靖
国
訴
訟
」
の
経
過
と
そ

の
意
義
に
つ
い
て
菱
木
さ
ん
が
話
し
ま
し

た
。こ

の
訴
訟
を
提
訴
す
る
に
あ
た
り
、
ま

ず
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
と
二
月
に
事
務

局
代
表
と
弁
護
士
が
台
湾
へ
説
明
に
行
き
、

台
湾
で
も
原
告
を
募
り
、
二
月
に
提
訴
。

し
か
し
、
一
審
の
大
阪
地
裁
で
は
同
年
五

月
に
棄
却
判
決
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
控
訴
審
の
大
阪
高
裁
で
は
、
チ
ワ
ス

・
ア
リ
さ
ん
が
本
人
尋
問
に
採
用
さ
れ
、

二
〇
〇
五
年
九
月
の
判
決
で
は
、
裁
判
所

は
損
害
賠
償
は
棄
却
し
ま
し
た
が
、
日
本

に
よ
る
台
湾
の
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る

台
湾
原
住
民
に
対
す
る
加
害
の
歴
史
と
そ

の
被
害
者
で
あ
る
台
湾
原
住
民
が
彼
ら
の

祖
先
の
祀
り
方
と
は
全
く
異
な
っ
た
方
法

で
加
害
者
と
い
っ
し
ょ
に
靖
国
神
社
に
合

祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
事
実
認
定
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
小
泉
首
相
の
靖
国
参
拝
は

職
務
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
違

憲
で
あ
る
と
明
確
に
判
断
し
ま
し
た
（
上

告
せ
ず
確
定
）。

靖
国
・
台
湾
訴
訟
と
訪
台
報
告

次
は
服
部
さ
ん
が
、
靖
国
・
台
湾
靖
国

訴
訟
に
関
す
る
話
と
、
今
年
、
東
ア
ジ
ア

青
年
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
＊
）
と
し
て

台
湾
を
訪
れ
た
報
告
を
し
ま
し
た
。

服
部
さ
ん
は
、
中
曽
根
首
相
、
小
泉
首

相
、
そ
し
て
安
倍
首
相
と
ず
っ
と
首
相
の

靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
を
闘
っ
て
こ
ら
れ
ま

し
た
が
、
靖
国
神
社
は
、
け
っ
し
て
戦
死

者
を
追
悼
す
る
も
の
で
は
な
く
、
戦
死
者

を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
を
侵
略

戦
争
に
動
員
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う

正
体
を
暴
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
ま
し
た
。

「
台
湾
訴
訟
」
で
は
多
く
の
台
湾
人
原

告
の
方
々
も
原
告
と
し
て
参
加
さ
れ
ま
し

た
が
、
服
部
さ
ん
は
、
あ
ら
た
め
て
、
日

本
が
過
去
五
十
年
に
も
わ
た
っ
て
台
湾
を

植
民
地
と
し
て
支
配
し
て
き
た
こ
と
、
し

か
も
、
台
湾
人
を
日
本
軍
の
兵
士
と
し
て

徴
兵
し
（
当
時
、
日
本
が
名
付
け
た
「
高

砂
義
勇
隊
」
と
し
て
）
、
多
く
の
戦
死
者
を

出
し
、
靖
国
神
社
に
合
祀
し
て
い
る
こ
と

を
話
し
ま
し
た
．

今
回
、
東
ア
ジ
ア
青
年
交
流
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
訪
れ
た
台
湾
の
川
中
島
で
は
戦
前
、

台
湾
の
原
住
民
が
日
本
の
支
配
に
対
し
て

起
こ
し
た
反
乱
を
日
本
軍
が
武
力
で
弾
圧

し
、
多
く
の
台
湾
原
住
民
が
殺
さ
れ
ま
し

た
（
霧
社
事
件
）
が
、
そ
こ
へ
行
っ
た
と

き
の
様
子
が
映
像
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
今
後
と
も
ア
ジ
ア
の
人
と
連

帯
し
、
靖
国
や
国
家
に
対
し
闘
っ
て
い
き

た
い
と
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

（
＊
）
東
ア
ジ
ア
青
年
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト

日
本
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
朝
鮮

：
民
主
主
義
人
民
共
和
国
、
極
東
ロ
シ
ア
の

若
い
世
代
が
、
対
話
に
よ
っ
て
正
し
い
歴

史
認
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

歴
史
の
清
算
と
和
解
、
平
和
構
築
、
新
自

由
主
義
政
策
へ
の
対
抗
、
持
続
可
能
な
循

環
型
社
会
の
確
立
の
た
め
に
相
互
に
学
習

す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

（
報
告

髙
橋

靖
）

靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
原
点

私
た
ち
が
再
び
無
自
覚
な
「
加
害
者
」
と
な
ら
な
い
た
め
に

第一回

報 告
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合祀イヤです・今年も続けます！

ますます重要性が増す合祀取消要求行動

２０１８年・今年はあなたも参加してみませんか

2018年10月9日（火）

１０時１５分 靖国神社大鳥居前集合

１０時３０分 靖国行動参加者みんなで各自の「合祀取り消し要求書」を靖国神社に提出

１１時～ 合祀イヤです訴訟元原告他で靖国神社と面談

（人数制限あり、面談に入れない人は待機していただくことになります）

１３時～ 昼食を兼ねて報告集会（在日韓国 YMCA 予定）２時間程度

私たち「靖国合祀イヤです・アジアネットワーク」は、今年も、第７回｢合祀取り消し靖国行動｣を行います。

イラクや南スーダンに派兵された自衛隊の「日報」隠しが問題となり、その内容がやっと少し明らかになってい

ます。私たちが心配したように、現地は「戦闘」状態にあり、自衛隊員は「殺し 殺され 殺させられる」寸前に

あったのです。私たちは、南スーダンでの自衛隊員の死が新たな「合祀」につながるのではないかという危惧をも

ち、一昨年、昨年の靖国行動での面談でも質問書でも問題にしてきました。靖国神社は、「合祀の対象とするかど

うかは、従来の合祀基準のみならず時代の要請をも踏まえ、当神社の崇敬者総代会が最終的に判断することになり

ます」と私たちに回答し、面談では「国が戦死と認めれば可能性がある」と発言しました。

「靖国合祀イヤです・アジアネットワーク」は、今現在も靖国神社に合祀され続けている戦没者の遺族が靖国神

社での「合祀｣を許し、放置し続けるならば、私たち遺族が「新たな戦争」「戦争する国」に加担することになって

しまうと考え、｢合祀はイヤだ！｣と声を上げ、行動してきましたが。まだまだ少数、一人でも多くの遺族が「合祀

はイヤだ！」の声を挙げ続けることが求められているのです。

遺族の皆さんの積極的な「合祀取り消し靖国行動」への参加を呼びかけます。今年も引き続いて「合祀取り消し

要求書」を靖国神社に突きつけましょう。

「合祀取り消し要求書」で「合祀イヤです！」の意思表示を！

靖国行動当日参加がむずかしい場合は、最終ページの「合祀取り消し要求書」を切り取り、記入の上

９月２３日までに「靖国合祀イヤです・アジアネットワーク」にお送りください。私たちが靖国神社

に届けます。

靖国合祀イヤです・アジアネットワーク

連絡先：大阪市中央区内淡路町 1-13-11-402号

電 話 ０６－７７７７－４９３５

ファックス ０６－７７７７－４９２５
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第2回 靖国連続「映像」学習会

「靖国の檻」
－映画上映と菅原龍憲さんのお話－

2006年8月、我が国の裁判史上初めて、靖国神社を相手取って戦没者

の合祀取消を求めた裁判が提訴された。この歴史的な裁判の意味と原

告の内面を描いたドキュメンタリー。

第２次大戦の戦没者らを英霊として祀る靖国神社が管理する合祀

（ごうし）名簿から、親族の名前を削除することなどを求めている訴

訟の原告ら９人がその心情を語る。原告団長で、島根県大田市に住む

僧侶の菅原龍憲さんが、関西、四国、北陸などに暮らす原告と原告で

ないが、戦没者の遺族１人を訪ねインタビューし、その内面に鋭く切

り込んだ渾身のロードムービー。

今、「日本人」が問われる。2011年2月制作（監督：はなたろう）

読者のみなさんへ

今年に入り、地震、猛暑、大雨洪水と大変な事態でした。特に9月に入っての台風21号、北海道の大地震、被

災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。

自然災害のみならずこの国の政治状況もますます悪化、人権意識の後退も甚だしい限りです。それでも私たち

は「黙らない」を貫きたいと思います。

さて、4/13 訴訟終結集会をもって「安倍首相の靖国参拝違憲訴訟団」は解散し、この通信も最終号となりま

した。しかし、「靖国」問題については今後とも皆さんと共に目を凝らし続けます。長い間物心共に会を支えて

いただき感謝！ありがとうございました。まだまだこれからも共に！

今後について以下３点ご協力よろしくお願いします。

◆通信は引き続き「靖国合祀イヤです・アジアネットワーク通信」として、発行いたします。（年２，３回予定、

内容として靖国問題や、政教分離、信教の自由についての情報発信を中心に考えています）

◆現在通信は約1000通発送しています。送料の負担が大きいこともあり、訴訟団の解散と新通信の発行を機に発

送者名簿の見直しを予定しております。新しい通信辞退をご希望される方はご一報ください。

長年ご連絡をいただいていない方については発送を停止させていただくこともあります。ご了承

ください。なお通信は引き続きホームページ、集会等での配布等でご覧になれます。

◆会の再出発は残念ながら逼迫会計からです。いつもながらの暖かい支援の上にカンパ要

請、心苦しい限りですが、よろしくお願いします。

（すでに入金くださっている方にも振込用紙同封しておりますが、ご放念ください）

１１月７日（水）

６時３０分～
エル・おおさか

５階視聴覚室
参加費 ８００円

事務局より

会計逼迫

カンパ
おねがい
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２０１８年 月 日

宗教法人靖国神社 様

住所

名前

合祀取り消し要求書

私の 、 を霊爾簿から削除してください。

（戦没者との関係） （戦没者の名前）

戦没者の名前

戦没者の本籍あるいは都道府県名

靖国神社への合祀日時

合祀取り消しを求める理由

年 月 日までに返答してください。

要求に応じられない場合はその理由を記してください。
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