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削
除
箇
所
一
覧

４　

二
つ
の
「
検
閲
」

Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
で
民
間
の
郵
便
物
、
電
話
、
メ
デ
ィ
ア
（
出
版
・
演
劇
・
映
画
・

ラ
ジ
オ
）
の
検
閲
を
担
当
し
た
Ｃ
Ｃ
Ｄ
（
民
間
検
閲
局
）
は
、
階
層
化
さ
れ
た
大
規
模

な
シ
ス
テ
ム
の
中
で
き
わ
め
て
念
入
り
に
そ
の
業
務
を
お
こ
な
っ
た
。
と
は
い
え
、

そ
の
意
志
決
定
は
、常
に
一
貫
性
や
合
理
性
が
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
モ
ニ
カ
・

ブ
ラ
ウ
『
検
閲 1945

―1949 

禁
じ
ら
れ
た
原
爆
報
道
』
に
よ
れ
ば
、
検
閲
規
則
は

「
変
通
自
在
」
で
あ
り
、「
首
尾
一
貫
性
」
を
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
検
閲

官
は
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
「
公
共
の
安
寧
を
乱
す
」
と
い
う
理
由
で
規
制
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る①
。

こ
の
点
は
詩
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
の
検
閲
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
削
除
指
定
で
も
同

じ
で
あ
り
、
と
く
に
後
述
の
「
Ｂ
29
の
大
音
」
削
除
の
例
の
よ
う
に
、
プ
レ
ス
コ
ー

ド
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
情
報
に
対
し
て
、
検
閲
官

の
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
変
通
自
在
性
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
特
質
と
い
う
よ
り
も
、「
検
閲
」
と

い
う
営
為
の
本
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
検
閲
」を
よ
り
効
果
的
に

内
面
化
さ
せ
る
為
に
は
、
何
が
権
力
の
逆
鱗
に
触
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
恐

怖
と
警
戒
を
蔓
延
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

戦
前
の
日
本
で
は
、
主
と
し
て
内
務
省
警
保
局
に
よ
る
出
版
検
閲
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
検
閲
手
法
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
戦
前
に
は
、
公
開
に
適
さ
な
い
箇
所
が
「
伏
せ
字
」
と
し
て
目
に
見
え
る
形
で

残
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
で
は
そ
れ
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
戦
前
の

検
閲
は
日
本
の
国
内
法
（
新
聞
紙
法
・
出
版
法
等
）
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
罰
則
規

定
が
公
に
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
検
閲
で
は
「
発
行
停
止
」
を
行
う
用
意
が

あ
る
と
政
府
に
通
告
さ
れ
て
い
た
が
、
検
閲
そ
の
も
の
が
秘
匿
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

上
罰
則
規
定
も
な
か
っ
た
。
占
領
軍
の
命
令
に
対
す
る
違
反
は
、
軍
事
裁
判
の
訴
追

対
象
で
あ
る
が
、
法
廷
が
開
か
れ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
本
国
と
同
じ
く
判
例
主
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藤
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Ｂ
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義
で
あ
り
、
一
体
誰
が
ど
の
よ
う
な
形
で
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
か
は
裁
判
が
終
わ
る

ま
で
誰
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
の
効
果
も
あ
っ
て
、
多
く
の
日

本
人
が
、
こ
の
軍
事
裁
判
に
強
い
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る②
。

内
務
省
検
閲
で
は
、
発
禁
処
分
を
受
け
れ
ば
、
諸
法
規
に
照
ら
し
て
裁
判
で
有
罪

と
な
り
、
財
産
刑
か
体
刑
を
う
け
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
新
聞
や
雑
誌
は
す
で

に
発
行
済
み
で
、
押
収
・
回
収
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
出
版
物
を
今
日
わ
れ
わ
れ
が

図
書
館
な
ど
で
閲
覧
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。一
部
の
左
翼
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
、

刊
行
前
に
襲
撃
さ
れ
て
紙
型
ま
で
す
べ
て
を
押
収
さ
れ
た
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
総

じ
て
い
え
ば
明
治
憲
法
下
の
メ
デ
ィ
ア
統
制
は
、
不
都
合
な
表
現
を
隠
す
こ
と
だ
け

を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
社
会
的
に
忌
避
す
べ
き
情
報

を
可
視
化
し
、
そ
れ
に
見
合
う
懲
罰
を
公
然
化
す
る
側
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

伏
せ
字
は
、
そ
う
し
た
権
力
側
の
思
惑
を
背
景
に
、
経
済
的
損
失
を
予
防
す
る
た

め
に
メ
デ
ィ
ア
側
が
率
先
し
て
編
み
出
し
た
慣
習
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
た
し

か
に
日
本
政
府
に
よ
る
検
閲
の
ひ
と
つ
の
「
結
果
」
と
い
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、

そ
れ
は
法
的
な
違
反
の
結
果
で
も
、
法
的
な
根
拠
を
持
つ
検
閲
手
続
き
の
結
果
で
も

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
編
集
者
か
書
き
手
（
作
家
）
の
自
主
規
制
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
厳
密
に
言
え
ば
、
戦
前
の
検
閲
で
は
削
除
痕
（
伏

せ
字
）
が
明
示
さ
れ
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
に
は
、
留
保

が
必
要
で
あ
る③
。

一
方
、
占
領
軍
の
場
合
、
一
九
四
五
年
九
月
十
日
付
の
指
令
「
言
論
及
新
聞
の
自

由
に
関
す
る
覚
書
」（S

C
A

P
IN
16

）
で
、虚
偽
の
報
道
、公
安
を
害
す
る
報
道
を
行
っ

た
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
は
、
最
高
司
令
官
が
「
発
行
停
止
」
や
「
業
務
停
止
」
を
命

ず
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
お
り④
、
企
業
に
経
済
的
損
失
を
あ
た
え
る
よ
う
な
強
制

力
を
利
用
し
て
検
閲
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
内
務
省
検
閲
と
共
通
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
令
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
に

つ
い
て
は

―
検
閲
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が

―
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
九
月

十
九
日
に
日
本
政
府
に
与
え
ら
れ
た
「
プ
レ
ス
コ
ー
ド
」（S

C
A

P
IN
33

）
の
場
合
は

さ
ら
に
曖
昧
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
占
領
軍
へ
の
言
及
に
つ
い
て
の
制
限
が
明
示
さ

れ
て
い
る
以
外
は
、
事
実
に
基
づ
き
報
道
せ
よ
と
い
う
原
則
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

プ
レ
ス
コ
ー
ド
発
表
と
同
時
に
見
せ
し
め
の
よ
う
に
『
朝
日
新
聞
』
が
二
日
間
の

発
行
停
止
に
な
っ
た
が
、こ
の
と
き
も
指
令
（S

C
A

P
IN
34

）
に
よ
る
停
刊
で
あ
っ
た⑤
。

も
ち
ろ
ん
い
つ
で
も
軍
事
裁
判
に
訴
追
す
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
種

の
行
政
処
分
と
司
法
的
処
罰
の
両
刀
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
づ
く
九
月
二
十
七
日
の
「
指
令
」（S

C
A

P
IN
66

）
に
よ
っ
て
、
戦
前
か
ら
の
出

版
言
論
関
係
の
諸
法
規
は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
統
制
は
占
領

軍
が
一
元
的
に
「
直
接
統
治
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｄ
検
閲
シ
ス
テ
ム
は
、
そ

う
し
た
絶
対
的
な
権
限
を
背
後
に
お
い
て
い
な
が
ら
、
し
か
し
モ
ノ
マ
ニ
ア
と
い
う

ほ
か
な
い
ほ
ど
繊
細
で
複
雑
な
判
定
と
、
不
可
視
化
の
徹
底
を
全
メ
デ
ィ
ア
に
対
し

て
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
検
閲
も
、
一
九
四
七
年
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
事
後
検
閲
と
な
り
、

一
九
四
八
年
七
月
に
は
最
後
に
残
っ
て
い
た
全
国
紙
や
『
ア
カ
ハ
タ
』
な
ど
も
事
後

検
閲
に
移
行
さ
れ
た
。
事
後
検
閲
で
は
よ
り
強
く
検
閲
の
内
面
化
（
自
己
検
閲
化
）
が

求
め
ら
れ
、
大
多
数
の
メ
デ
ィ
ア
は
こ
れ
に
積
極
的
に
応
え
た
。

検
閲
の
可
視
化
と
不
可
視
化
と
い
う
対
照
的
な
現
象
が
、
紙
誌
面
に
生
じ
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
反
対
の
手
法
を
用
い
な
が
ら
も
、
二
つ
の
検
閲

は
、
究
極
的
に
は
検
閲
の
内
面
化
、
す
な
わ
ち
「
自
己
検
閲
」「
自
主
検
閲
」
を
指
向

し
て
い
た
点
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
検
閲
と
は
自
己
否
定
の
運

動
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
検
閲
は
、
検
閲
制
度
を
無
効
化
す
る
ほ
ど
の
市
民
自
身
に
よ

る
相
互
監
視
的
な
「
検
閲
状
態
」
に
よ
っ
て
そ
の
最
高
の
段
階
に
達
す
る
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る⑥
。

戦
前
の
日
本
政
府
は
、
伏
せ
字
を
黙
認
し
、
結
果
的
に
利
用
し
た
に
せ
よ
、
そ
れ
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は
部
分
的
な
削
除
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
検
閲
や
発
禁

処
分
の
正
当
性
お
よ
び
合
法
性
に
い
さ
さ
か
で
も
後
ろ
め
た
さ
が
あ
っ
た
た
め
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
言
論
の
ゆ
が
み
を
制
限
し
矯
正
す
る
こ
と
で
、
風
俗
の
頽

廃
や
思
想
的
逸
脱
を
許
容
し
な
い
と
い
う
姿
勢
を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
意
味
が

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
国
家
の「
権
威
」を
隠
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
検
閲
に
よ
っ
て
ゲ
ラ
の
削
除
や
掲
載
不
許
可
と
な
っ
た
箇
所
は
、

す
べ
て
プ
レ
ス
コ
ー
ド
違
反
と
し
て
の
処
分
の
「
結
果
」
で
あ
り
、
部
分
削
除
や
記

事
単
位
で
の
掲
載
禁
止
自
体
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
。不
可
視
化
を
徹
底
し
た
の
は
、

「
言
論
の
自
由
」
と
い
う
建
前
を
貫
き
な
が
ら
、占
領
政
策
に
都
合
の
良
い
言
論
空
間

を
築
く
た
め
で
あ
る
。発
行
停
止
処
分
や
訴
追
が
何
度
か
行
わ
れ
た
が
、そ
れ
に
よ
っ

て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
権
威
を
あ
ら
た
め
て
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で

も
適
切
な
記
事
だ
け
が
社
会
に
流
通
し
て
い
る
状
態
を
作
る
と
い
う
建
前
を
守
る
た

め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
出
版
の
自
由
」
と
い
う
芝
居
の
演
技
指
導
で
あ
り
、

Ｃ
Ｃ
Ｄ
検
閲
の
四
年
間
は
、「
自
己
検
閲
」
が
「
自
由
」
と
「
民
主
主
義
」
を
作
り
出

す
と
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
等
価
関
係
を
日
本
が
内
面
化
し
て
い
く
た
め
の
訓
練
期
間

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

５　

削
除
、
不
掲
載
、
忘
却

詩
雑
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
第
七
号
は
、
奥
付
で
は
一
九
四
七
年
十
月
三
十
一
日
発
行

と
な
っ
て
い
る
が
、芝
田
村
町
（
現
西
新
橋
）
に
あ
っ
た
関
東
配
電
ビ
ル
四
階
の
民
間

検
閲
局
で
ゲ
ラ
二
部
が
受
け
付
け
ら
れ
た
の
は
十
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
。
一
週
間

後
の
、
十
一
月
四
日
が
検
閲
締
め
切
り
と
定
め
ら
れ
、
最
初
の
検
閲
が
十
一
月
五
日

に
完
了
し
た
と
検
閲
文
書
一
枚
目
の
「M

A
G

A
Z

IN
E

 R
O

U
T

IN
G

 S
L

IP

」（
雑
誌

処
理
票
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、二
件
の
削
除
指
示
（S

L
IP

で
は
三
件
と
あ
る
が
）
の
他
に
一
件
の
保
留
が

あ
っ
た
。
保
留
の
一
件
は
伊
藤
和
の
詩
「
Ｂ
29
の
大
音
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
二

段
組
で
三
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
組
ま
れ
て
い
る
。
全
五
十
頁
ほ
ど
の
不
定
期
刊
行
の
小

雑
誌
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
厚
い
待
遇
で
あ
っ
た
。

詩
は
、
全
九
ス
タ
ン
ザ
・
八
十
五
行
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
四
箇
所
・
二
十
八
行

分
が
「
削
除
」
と
決
定
し
た
の
は
十
一
月
十
日
で
あ
る
。
別
掲
【
翻
刻
Ⅱ
】
に
示
し

た
よ
う
に
、
四
箇
所
の
削
除
の
う
ち
、
最
後
の
箇
所
は
、
第
八
・
九
ス
タ
ン
ザ
全
体
に

及
ん
で
い
る
。
掲
載
禁
止
で
は
な
か
っ
た
が
、詩
の
三
分
の
一
を
削
ら
れ
た
こ
と
で
、

実
質
的
に
掲
載
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
刊
行
版
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
掲
載
見

送
り
は
、
出
版
社
（
編
集
者
）
側
の
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

詩
の
ゲ
ラ
が
奇
数
ペ
ー
ジ
（
三
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
た
め
、ま
ず
二
頁
分
が
抜
き
取

ら
れ
、残
り
一
頁
分
を
別
の
記
事
で
差
し
替
え
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
急
遽「
巻

頭
言
」
が
差
し
込
ま
れ
た
。
ふ
だ
ん
は
「
巻
頭
言
」
の
な
い
雑
誌
で
あ
っ
た
た
め
、

い
か
に
も
不
自
然
な
体
裁
と
な
っ
た
（
八
号
以
降
に
も
「
巻
頭
言
」
は
な
い
）。

印
刷
さ
れ
た
刊
行
版
の
雑
誌
が
確
認
用
に
ふ
た
た
び
民
間
検
閲
局
に
届
け
ら
れ
た

の
は
十
二
月
二
日
で
あ
る
（
納
本
表
紙
の
書
き
込
み
に
よ
る
）。
こ
の
間
約
三
週
間
。
店

頭
に
並
ん
だ
の
も
こ
の
頃
だ
と
す
れ
ば
、
奥
付
の
発
行
日
か
ら
約
二
月
遅
れ
の
刊
行

と
な
っ
た
。
し
か
も
、予
定
外
の
記
事
（「
巻
頭
言
」）
を
追
加
し
た
た
め
に
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の

要
注
意
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
。

　
　
　
　

＊

『
コ
ス
モ
ス
』の
編
集
発
行
人
は
秋
山
清
で
あ
っ
た
。
秋
山
は
戦
前
か
ら
の
ア
ナ
キ

ス
ト
詩
人
で
あ
り
、
伊
藤
和
も
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
詩
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
た
農
民
詩
人

で
あ
っ
た
。
両
者
の
交
流
も
戦
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
は
千
葉
県
匝そ

う
さ瑳

郡
栄

村
川
辺
（
現
匝
瑳
市
）
に
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
生
ま
れ
た
。
寺
島
珠
雄
は

『
日
本
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
人
名
事
典
』（
ぱ
る
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
の
伊
藤
和
の
項
目

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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確
認
で
き
る
最
初
の
詩
集
は
『
泥
』（
ド
ロ
社 

一
九
三
〇
年
）
で
、
こ
の
ガ

リ
版
詩
集
は
発
禁
と
な
っ
た
。
三
一
年
二
月
発
行
人
だ
っ
た
同
人
詩
誌
『
馬
』

も
発
売
禁
止
と
な
り
、『
馬
』
事
件
に
拡
大
。『
馬
』
の
発
禁
は
高
神
村
（
現
・

銚
子
市
）
に
生
じ
た
農
漁
民
蜂
起
事
件
の
公
判
を
機
と
し
て
、
村
政
非
難
、
蜂

起
支
持
の
田
村
栄
の
文
章
を
掲
載
し
た
こ
と
か
ら
だ
っ
た
。
伊
藤
に
は
発
行
人

の
責
任
と
、
自
作
「
高
神
村
事
件
の
と
き
の
詩
」
に
つ
い
て
の
責
任
と
が
課
さ

れ
、
千
葉
県
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
不
敬
罪
、
治
安
維
持
法
違
反
、
出
版
法

違
反
で
懲
役
二
年
執
行
猶
予
四
年
。（
中
略
）
三
五
年
一
一
月
無
共
党
事
件
〔
無

政
府
共
産
党
事
件
〕
に
よ
る
検
挙
で
東
京
砂
町
署
に
六
ヵ
月
留
置
、
翌
三
六
年

七
月
に
は
農
青
社
事
件
〔
農
村
青
年
社
事
件
〕
で
千
葉
県
八
日
市
場
署
に
検
挙
、

こ
の
あ
と
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
詩
筆
を
絶マ

マ

っ
た
。
四
五
年
一
月
に
は
反

戦
的
言
辞
を
吐
い
た
と
し
て
千
葉
県
旭
署
に
検
挙
。（〔　

〕
内

―
村
田
注
）

伊
藤
和
は
、
こ
う
し
た
一
見
華
々
し
い
活
動
と
は
対
照
的
に
、
中
央
の
詩
壇
と
は

ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
っ
た
。
彼
の
詩
は
、
生
活
の
中
か
ら
出
て
く
る
平
易
な
言
葉
で

一
つ
一
つ
現
実
を
つ
み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
力
強
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
秋
山

清
は
、
彼
が
編
ん
だ
『
伊
藤
和
詩
集
』（
国
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
の
解
説
の
な
か
で
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
退
潮
し
か
け
た
頃
か
ら
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
た
リ
ア
リ
ズ

ム
と
い
う
こ
と
に
伊
藤
和
た
ち
の
作
品
は
、た
し
か
に
重
い
足
ど
り
で
踏
み
出
し
て
」

お
り
、「
そ
れ
は
百
姓
生
活
と
そ
の
た
め
の
日
常
闘
争
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
も
の
で

あ
っ
た
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る⑦
。

秋
山
は
つ
づ
け
て
、「
は
げ
し
い
詩
を
か
い
た
伊
藤
和
は
、
そ
れ
で
い
て
実
直
で
、

ひ
か
え
目
で
、
几
帳
面
で
原
稿
の
締
切
な
ど
お
く
れ
た
た
め
し
が
な
い
。
戦
前
の
時

代
で
も
た
ま
に
上
京
す
る
と
き
は
自
分
の
食
料
と
し
て
米
を
持
参
し
て
泊
ま
り
歩
く

よ
う
な
細
心
な
行
き
と
ど
き
を
も
っ
て
い
た
。
人
に
も
自
分
に
も
誠
実
、
そ
の
戦
闘

精
神
の
足
は
地
ベ
タ
を
は
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
一
八
二
頁
）
と
も

述
べ
て
い
る⑧
。

し
か
し
、
と
も
に
『
コ
ス
モ
ス
』
の
同
人
と
し
て
活
動
し
た
伊
藤
和
の
戦
後
占
領

期
の
作
品
に
対
し
て
は
、秋
山
の
評
価
は
低
い
。「
作
品
は
以
前
の
力
づ
よ
さ
を
失
っ

て
」
お
り
、
戦
時
下
十
年
の
沈
黙
の
あ
と
だ
け
に
「
回
復
し
な
い
点
も
あ
り
」、
ま
た

「
日
共
あ
た
り
の
文
化
政
策
に
歩
み
よ
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
重
荷
も
あ
っ
た
と
見
受

ら
れ
る
」
と
い
う
評
価
が
、
詩
を
引
く
こ
と
な
く
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い⑨
。
つ
づ
け
て
最
後
に
は
、「
む
し
ろ
戦
前
よ
り
ボ
リ
ユ
ー
ム
を
減
少
し
た
の
は
、
要

す
る
に
た
た
か
う
意
欲
の
減
退
か
、
解
放
感
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

努
力
は
あ
っ
た
が
、
十
分
に
は
回
復
し
な
い
ま
ま
、
一
九
五
〇
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
病

気
で
、
彼
は
ひ
き
こ
も
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
あ
る
。
死
去
は
一
九
六
五
年
で
あ
る

が
、
晩
年
の
活
動
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、『
伊
藤
和
詩
集
』
の
出
版
が
決
ま
っ
て
、「
あ
つ
め
ら
れ
る
だ
け

の
作
品
を
も
っ
て
す
ぐ
上
京
す
る
よ
う
に
」
と
伊
藤
に
伝
え
た
の
は
、
秋
山
自
身
で

あ
っ
た⑩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
詩
集
に
「
Ｂ
29
の
大
音
」
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

一
九
五
六
年
十
一
月
の
こ
と
と
い
う
か
ら
、「
Ｂ
29
の
大
音
」
の
削
除
・
不
掲
載
か
ら

す
で
に
九
年
経
っ
て
い
る
。両
者
と
も
こ
の
詩
の
存
在
を
忘
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
原
稿
も
ゲ
ラ
も
な
か
っ
た
た
め
に
、
見
送
る
し
か
な
か
っ
た
の
か
。
し
か

し
、
そ
の
時
点
ま
で
に
『
コ
ス
モ
ス
』
を
十
七
冊
出
し
て
き
て
、
詩
を
無
惨
に
切
り

刻
ま
れ
て
不
掲
載
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
た
だ
一
回
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
戦
前
か
ら
の
権
力
と
の
闘
争
を
膨
大
な
資
料
を
用
い
て
跡
づ
け
、
の
ち
に
『
ア

ナ
キ
ズ
ム
文
学
史
』（
一
九
七
五
年
）
を
書
き
上
げ
た
秋
山
が
、
ひ
と
言
も
「
Ｂ
29
の

大
音
」
不
掲
載
に
つ
い
て
記
録
し
な
か
っ
た
の
は
奇
異
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
篇
の
詩
の
削
除
、
不
掲
載
、
そ
し
て
忘
却
へ
と
い
う
「
過
程
」
の
全
体
に
お
い

て
、は
た
し
て
誰
が

0

0

削
除
を
お
こ
な
っ
た
の
か
と
い
う
重
い
問
い
が
浮
か
ん
で
く
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
は
、
占
領
期
間
が
終
了
す
れ
ば
、
検
閲
の
事
実
が
明
る
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み
に
出
る
こ
と
を
当
然
予
測
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
部
あ
っ
た
ゲ
ラ
の
内
、

編
集
者
に
戻
し
た
ゲ
ラ
の
使
用
後
の
回
収
は
行
わ
ず
、
手
元
に
残
っ
た
膨
大
な
ゲ
ラ

も
焼
却
し
な
か
っ
た
。
ゴ
ー
ド
ン
・
Ｗ
・
プ
ラ
ン
ゲ
博
士
の
尽
力
あ
っ
て
の
こ
と
だ

が
、
そ
れ
ら
の
証
拠
が
残
る
こ
と
は
事
実
上
容
認
さ
れ
た
。
一
方
、
日
本
の
出
版
社

や
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
人
々
が
、ひ
そ
か
な
決
意
を
も
っ
て
組
織
的
に
ゲ
ラ
を
隠
蔽
・

秘
匿
し
た
と
い
う
例
は
寡
聞
な
が
ら
聞
か
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
ア
メ

リ
カ
は
、
検
閲
の
証
拠
を
後
世
に
残
し
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
日
本
の
出
版
関
係
者

は
、
積
極
的
・
組
織
的
に
、
検
閲
の
具
体
的
事
実
と
な
る
証
拠
を
保
全
し
削
除
箇
所

を
記
録
に
残
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
検
閲
の
可
視
化
と
不
可
視
化
を
め
ぐ
る
、
も
う
一
つ
の
ね
じ
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
検
閲
が
削
除
痕
を
残
さ
な
か
っ
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
占

領
期
間
に
限
っ
て
の
話
で
あ
る
。「
検
閲
」
と
い
う
も
の
を
、検
閲
さ
れ
る
側
に
そ
の

内
面
化
を
促
し
つ
つ
、制
度
終
了
後
に
も
そ
の
効
果
が
持
続
・
浸
透
す
る
一
連
の
「
過

程
」
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、「
検
閲
」
の
主
体
は
、
検
閲
者
か
ら
被
検
閲
者
へ
と
移
り

変
わ
る
。
い
や
、
そ
の
両
者
の
混
交
的
な
複
合
体
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

６　

四
人
の
検
閲
官

秋
山
清
の
証
言
で
二
度
繰
り
返
さ
れ
た
「
回
復
し
な
い
」
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
言

葉
は
、秋
山
の
詩
人
と
し
て
の
見
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

も
し
「
Ｂ
29
の
大
音
」
の
こ
と
が
い
さ
さ
か
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
た
ら
、
伊
藤
和

の
詩
業
の
集
大
成
を
意
図
し
た
作
品
集
で
そ
の
詩
に
ま
っ
た
く
言
及
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
考
え
に
く
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
が
部
分

0

0

削
除
し
た
詩
は
、
実
際
に

は
完
全
に
不
掲
載
に
な
っ
て
、
そ
の
後
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
た

ち
の
記
録
か
ら
（
あ
る
い
は
記
憶
か
ら
も
）
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

伊
藤
和
の
詩
「
Ｂ
29
の
大
音
」
は
、
田
舎
の
上
空
を
「
Ｂ
29
」
が
轟
音
を
立
て
て

飛
び
過
ぎ
る
光
景
を
描
き
出
す
。
人
々
は
も
は
や
恐
怖
を
感
じ
る
必
要
の
な
い
「
演

習
」
を
や
や
放
心
し
た
よ
う
に
見
送
る
。
し
か
し
、
し
だ
い
に
そ
の
轟
音
の
持
続
の

中
で
、
あ
ら
た
な
戦
争
の
予
感
が
芽
生
え
る
が
、
詩
の
語
り
手
は
、
そ
れ
は
「
愚
劣
」

な
空
想
だ
と
い
う
。「
Ｂ
29
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
か
た
ち
で
語
り
手
は
、田
舎
に
蛙
が

鳴
き
、
若
者
た
ち
が
芸
能
会
の
稽
古
を
す
る
様
子
を
示
す
。
復
員
兵
た
ち
が
無
気
力

に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
光
景
も
あ
る
。
し
か
し
語
り
手
は
、
ま
た
そ
れ
も
「
空
虚
」

と
突
き
放
す
。
最
後
に
も
う
一
度
、
田
舎
者
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
飛
行
機
を
仰
ぎ
見

る
視
線
に
切
り
替
わ
り
、「
間
尺
に
あ
わ
」
な
い
戦
争
や
演
習
は
「
そ
ち
ら
さ
ま
の
御

都
合
だ
ろ
う
」
と
切
り
捨
て
ら
れ
る
。

こ
の
詩
が
、Ｂ
29
に
焦
点
を
当
て
て
占
領
軍
の
「
演
習
」
に
言
及
し
て
い
る
点
で
、

何
ら
か
の
削
除
は
免
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

詩
は
、以
下
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
「
保
留
」
か
ら
「
削
除
」
の
確
定
に
至
っ

た
（
な
お
「
Ｂ
29
の
大
音
」
本
文
お
よ
び
検
閲
報
告
書
の
試
訳
は
別
掲
【
翻
刻
Ⅱ
】
を
参
照

の
こ
と
。）

『
コ
ス
モ
ス
』
第
七
号
の
検
閲
を
最
初
に
担
当
し
た
の
は
、「
Ｔ
・
フ
ク
シ
マ
」
で

あ
る
。
彼
／
彼
女
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｂ
出
版
部
門
雑
誌
係
の
末
端
に
位
置
す
る
日
本
人
検
閲

官
で
あ
ろ
う⑪
。
彼
ら
の
報
告
の
多
く
は
、
几
帳
面
な
筆
記
体
で
書
か
れ
、
書
き
損
じ

も
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。「
フ
ク
シ
マ
」
の
場
合
、
筆
圧
が
弱
く
、
ペ
ン
（
ま
た
は
鉛

筆
）
の
軌
跡
は
薄
い
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
そ
の
報
告
コ
メ
ン
ト
も
遠
慮
が
ち
な
も

の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
詩
に
は
Ｂ
29
に
対
す
る
「
日
本
人
の
感
嘆
」
と
、
あ
ま
り
思
慮
深
く
な
い

人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
し
か
し
、
毎
度
の
こ
と
な
が
ら

「
現
代
詩
」
が
何
を
言
い
た
い
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
、
と
率
直
に
記
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
以
下
の
部
分
（
最
終
部
）
だ
け
は
、
見
逃
せ
な
い
も
の
を
感
じ
取
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
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い
ず
れ
の
国
も
。

も
う
、

損
な
こ
と
わ
間
尺
に
あ
わ
ぬ
。

さ
て
演
習
わ
、

そ
ち
ら
さ
ま
の
御
都
合
だ
ろ
う
。

 

―
『
コ
ス
モ
ス
』
第
七
号
ゲ
ラ
本
文
よ
り

フ
ク
シ
マ
は
、「
そ
ち
ら
さ
ま
」
と
い
う
慇
懃
無
礼
な
表
現
に
「
皮
肉
」sarcasm

を
嗅
ぎ
つ
け
た
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
そ
れ
を
、「M

r. O
ccu

pation
 F

orces

」
と
直

接
的
な
表
現
に
置
き
換
え
て
訳
し
、
し
か
し
、
原
文
に
は
そ
う
し
た
語
は
な
く
、
検

閲
官
が
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
付
言
す
る
形
で
こ
の
詩
の
報

告
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

伊
藤
和
の
詩
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、「
Ｂ
29
の
大
音
」
の
詩
句
は
、
表
現
が
切
り
詰

め
ら
れ
て
い
て
、
名
詞
の
羅
列
に
近
い
場
合
も
あ
り
、
検
閲
官
で
な
く
と
も
、
そ
こ

か
ら
明
確
な
詩
人
の
意
図
を
つ
か
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
公
式
に
発
表

さ
れ
て
い
な
い
占
領
軍
の
作
戦
・
行
動
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
プ
レ
ス

コ
ー
ド
お
よ
び
キ
ー
ロ
グ
違
反
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
フ
ク
シ
マ
の
指
摘
は
、
検
閲

官
と
し
て
は
妥
当
な
判
断
で
あ
る⑫
。

フ
ク
シ
マ
は
、
同
じ
号
で
金
子
光
晴
の
エ
ッ
セ
イ
を
「
情
報
の
疑
い
」P

ossible 

in
form

ation

と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
。
金
子
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
民
衆
が
封
建
的

な
意
識
と
訣
別
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
を
短
く
述
べ
た
だ
け
の
も
の
だ
っ
た

が
、
フ
ク
シ
マ
は
「
詩
人
の
金
子
光
晴
の
鋭
敏
な
直
感
が
捉
え
た
も
の
で
、
日
本
に

お
け
る
あ
る
種
の
大
衆
的
傾
向
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
事

実
で
あ
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
書
き
記
し
て
い
る
。
彼
／
彼
女
は
、
金
子
光
晴
を

す
で
に
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
分
自
身
が
金
子
を
そ
の
よ
う
に
「
鋭
敏

な
直
感
」
を
も
っ
た
詩
人
と
し
て
認
知
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
加

え
て
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

伊
藤
和
の
詩
で
も
、
現
代
詩
は
ロ
ジ
ッ
ク
と
ア
イ
デ
ア
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い

る
と
い
っ
た
表
現
を
し
て
、
現
代
文
学
に
対
し
て
多
少
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
ほ
の
め
か
す
か
の
よ
う
な
報
告
書
の
全
体
か

ら
受
け
る
印
象
は
、
強
い
自
己
顕
示
欲
を
隠
し
き
れ
な
い
若
さ
や
未
熟
さ
で
あ
り
、

そ
れ
と
不
可
分
の
誠
実
さ
や
几
帳
面
さ
で
も
あ
る
。

教
師
の
前
の
生
徒
の
よ
う
な
謙
虚
さ
は
、
し
か
し
、
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
非

常
に
戦
略
的
で
狡
猾
な
も
の
と
も
い
え
る
。
曖
昧
な
詩
の
表
現
に
含
ま
れ
る
批
判
的

な
要
素
を
正
し
く
認
識
し
、言
外
の
言
葉
を
最
小
限
の
作
為
（
訳
し
替
え
）
に
よ
っ
て

引
き
出
し
て
、
そ
れ
を
遠
慮
が
ち
に
伝
え
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
は
皮
肉
を
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
目
的
と
す
る
「
風
刺
詩
」
へ
と
見
事
に
解
体
さ
れ
、
最
終
的
に
「
違
反
」
へ

と
持
ち
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
度
目
の
検
閲
を
担
当
し
た
の
は
「
Ｓ
・
フ
ル
ヤ
」
と
い
う
署
名
の
人
物
で
あ
る
。

同
じ
部
署
の
経
験
豊
か
な
検
閲
官
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
／
彼
女
は
フ

ク
シ
マ
よ
り
も
ず
っ
と
手
慣
れ
た
仕
方
で
詩
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

最
初
に
、
Ｂ
29
を
賞
賛
し
つ
つ
日
本
の
空
が
軍
事
的
な
力
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い

う
「
皮
肉
」
に
こ
の
詩
の
主
題
が
あ
る
と
の
断
定
が
下
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
次
の
世

界
大
戦
の
到
来
を
信
じ
、
う
わ
さ
話
に
夢
中
に
な
る
日
本
人
も
ま
た
風
刺
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
、
最
後
に
、「
削
除
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
詩
か
ら
ト
ゲ
を
除
き
、

平
和
的
な
要
素
、
つ
ま
り
賞
賛
に
値
す
る
Ｂ
29
と
日
本
の
人
々
を
若
干
元
気
づ
け
る

部
分
だ
け
を
残
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

フ
ル
ヤ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
検
閲
を
、
外
科
的
施
術
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
語
っ

て
い
て
興
味
深
い
。
風
刺
の
ト
ゲ
を
取
り
除
く
の
は
、
都
合
の
悪
い
部
分
を
隠
す
行

為
で
は
な
く
、民
主
化
の
た
め
の
積
極
的
な
治
療
行
為
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

外
科
手
術
と
同
様
に
、
異
物
を
切
除
し
た
痕
は
目
立
た
ぬ
よ
う
に
縫
合
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
部
分
削
除
に
よ
っ
て
「
若
干
元
気
づ
け
る
部
分
」
が
残
る
と
み
な
さ
れ
た
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点
が
、大
幅
な
削
除
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、掲
載
禁
止
が
回
避
さ
れ
た
主
要
因
だ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
回
目
の
検
閲
（
一
回
目
の
再
検
閲
）
に
よ
っ
て
、
削
除
箇
所
は
四
ヶ
所
、
最

終
的
な
削
除
決
定
箇
所
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
っ
た
。
一
つ
目
の
「
墜
落
す
る
一
機
も
な

か
つ
た
。」
は
、
大
戦
中
に
打
ち
落
と
さ
れ
た
Ｂ
29
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
し
て
削

除
。
二
つ
目
は
、「
神
と
云
う
奴
が
、
僕シ

モ
ベに

命
じ
た
よ
う
に
、」
の
箇
所
で
、
こ
こ
で

は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
そ
の
も
の
の
浸
透
を
風
刺
し

て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
削
除
指
定
と
な
っ
た
。

三
箇
所
目
は
「
ド
カ
ン
と
始
ま
る
気
配
ぢ
や
」
か
ら
始
ま
る
八
行
分
で
あ
る⑬
。
詩

で
は
、「
田
舎
者
」
た
ち
の
そ
う
し
た
空
想
は
、「
愚
劣
」
だ
と
歌
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
も
詩
人
が
風
刺
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
た
。

最
後
は
、「

―
墜
落
の
こ
と
や
、」
か
ら
末
尾
ま
で
の
七
行
で
あ
る
。
一
回
目
の

「
フ
ク
シ
マ
」
に
よ
る
検
閲
で
は
末
尾
五
行
分
で
あ
っ
た
が
、風
刺
を
取
り
除
く
た
め

に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
で
、
詩
の
終
わ
り
は
「
Ｂ
29
よ
。
／
ま
つ
た
く
、
／
ひ

さ
し
ぶ
り
に
、
／
例
の
大
音
よ
。
／
田
舎
者
の
び
つ
く
り
す
る
飛
行
機
よ
。」
と
、
Ｂ

29
の
威
容
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
締
め
く
く
ら
れ
た
。

フ
ル
ヤ
が
、
違
反
に
あ
た
る
語
句
を
削
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
当
然

だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
削
っ
た
あ
と
の
詩
の
全
体
的
な
仕
上
が
り
に
配
慮
し
て
い

る
こ
と
は
、「
元
気
づ
け
る
部
分
」
を
残
す
と
い
う
先
ほ
ど
の
コ
メ
ン
ト
と
対
応
し
て

い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
検
閲
官
た
ち
は
こ
の
詩
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
不
穏
な
臭

気
に
過
敏
に
反
応
す
る
。
三
度
目
の
検
閲
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
人
目
の

検
閲
官
は
「
ヤ
マ
モ
ト
」
と
名
乗
る
者
で
あ
る
。
ヤ
マ
モ
ト
は
詩
の
全
訳
を
作
成
し

て
い
る
。
削
除
箇
所
は
フ
ル
ヤ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
四
箇
所
目
は
大
幅
に
拡
大
さ

れ
、
第
八
ス
タ
ン
ザ
以
下
十
七
行
す
べ
て
を
削
除
と
し
た
。
タ
イ
プ
さ
れ
た
全
訳
の

最
後
に
Ｙ
Ｙ
と
い
う
署
名
の
手
書
き
の
わ
ず
か
な
コ
メ
ン
ト
が
付
け
足
さ
れ
て
い

る
。「
Ｙ
Ｙ
」
と
「
ヤ
マ
モ
ト
」
は
同
一
人
物
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
コ
メ
ン
ト

は
、
詩
の
全
体
が
す
る
ど
い
風
刺
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
、
部
分
的
な
削
除
で

は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、「
掲
載
禁
止
」su

ppression

を
推
奨
す
る
と
い
う
内
容

で
あ
る
。

最
終
的
に
は
部
分
削
除
止
ま
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
最
初
は
謙
虚
に
示
さ
れ
た
違

反
容
疑
は
、
翻
訳
さ
れ
る
た
び
に
削
除
箇
所
が
拡
大
さ
れ
、
よ
り
悪
意
に
満
ち
た
風

刺
詩
と
し
て
掲
載
禁
止
の
推
奨
に
ま
で
い
た
っ
た
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
末
尾
の
二
行
「
さ
て
演
習
わ
、
／
そ
ち
ら
さ
ま
の
御
都
合
だ
ろ

う
」
は
次
の
よ
う
に
訳
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。

H
ow

ever, T
h

e practice alon
e

seem
s adm

issible at th
e con

ven
ien

ce

of M
r. O

ccu
pation

 F
orces.　

 

　
　

―F
u

ku
sh

im
a

W
h

y th
at battle practice, th

en
?

T
h

at m
ay be th

eir ow
n

 bu
sin

ess, pooh
! 

　
　

―F
u

ru
ya

A
n

d so I su
ppose th

at th
is m

an
oeu

vre n
ow

Is bein
g carried ou

t by th
ose h

on
orable on

es

Ju
st for th

e fu
n

 of it.　

 

　
　

―Yam
am

oto

A
n

d so I su
ppose th

at th
is m

an
eu

ver

Is bein
g carried ou

t by th
ose in

 com
m

an
d

Ju
st for th

e fu
n

 of it... 

　
　

―
裁
決
書

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
表
現
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
そ
ち
ら
さ
ま
」
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を
「
占
領
軍
様
」M

r. O
ccu

pation
 F

orces

と
書
い
て
、不
自
然
な
敬
意
表
現
で
皮

肉
を
表
し
た
フ
ク
シ
マ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
原
詩
の
意
訳
と
し
て
上
出
来
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
検
閲
官
は
訳
語
の
彫
琢
を
通
し
て
不
敬
表
現

の
創
造
行
為
に
参
与
す
る
と
い
う
「
皮
肉
」
を
実
践
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

次
の
フ
ル
ヤ
が
「pooh

!

」
と
付
け
加
え
る
に
と
ど
め
た
の
は
、ま
さ
に
そ
う
し
た

翻
訳
に
と
も
な
う
行
為
遂
行
性
を
回
避
す
る
も
っ
と
も
簡
便
な
方
法
を
え
ら
ん
だ
結

果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
て
、
フ
ル
ヤ
が
原
詩
の
行
間
か
ら
侮
蔑
の

声
を
聞
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
フ
ク
シ
マ
の
場
合
と
大
差
な

い
。ヤ

マ
モ
ト
の
場
合
は
、
直
訳
だ
け
で
は
「
皮
肉
」
な
響
き
が
足
り
な
い
と
感
じ
た

の
だ
ろ
う
。
演
習
は
「
立
派
な
方
々
」
の
「
ほ
ん
の
お
遊
び
」
だ
、
と
原
詩
に
は
な

い
言
葉
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
不
適
切
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
こ
そ
、
取
り
締
ま
り
が
す
ぎ
て
本
音
を
暴
露
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
詩
の

前
で
検
閲
官
た
ち
が
試
行
錯
誤
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、み
ず
か
ら
「
占
領
」
や
「
検
閲
」

と
い
う
権
力
の
い
か
が
わ
し
さ
を
露
呈
す
る
表
現
へ
と
落
ち
込
む
。こ
の
悪
循
環
が
、

彼
ら
の
意
識
の
表
面
に
上
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。検
閲
官
に
課
せ
ら
れ
た「
翻

訳
」
と
い
う
仕
事
は
、
違
反
を
取
り
締
ま
る
者
み
ず
か
ら
が
「
物
証
」
を
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
魔
法
の
権
力
で
あ
り
、
そ
の
安
全
圏
の
な
か
で
は
、
彼
ら
の
意
識
の

奥
底
に
生
じ
た
か
す
か
な
き
し
み
も
す
ぐ
に
消
え
去
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

７　

詩
の
多
義
性

そ
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
が
こ
の
詩
を
「
風
刺
」
と
み
な
し
た
の
は
、
占
領
軍
そ
の

も
の
へ
の
許
容
し
が
た
い
批
判
を
直
感
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
の

検
閲
官
フ
ク
シ
マ
が
報
告
書
の
中
で
、
詩
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
を
「
検
閲

官
が
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、

ヤ
マ
モ
ト
が
再
検
閲
報
告
書
の
最
後
に
「
詩
全
体
の
ト
ー
ン
」
に
問
題
が
あ
る
と
書

か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
三
度
の
検
閲
を
経
て
も
な
お
、
詩
の
中
の
何0

が
問

題
で
あ
る
か
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
詩
の
多
義
性
は
、検
閲
・

翻
訳
と
い
う
仕
事
に
は
も
っ
と
も
や
っ
か
い
な
相
手
だ
っ
た
。

こ
の
詩
に
は
、「
Ｂ
29
」
に
ま
つ
わ
る
田
舎
の
光
景
が
、
い
く
つ
も
の
荒
削
り
な
言

葉
で
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
検
閲
官
が
占
領
軍
批
判
と
解
し
た
「
墜
落
す
る
一
機
も

な
か
つ
た
」
と
い
う
表
現
も
、
皮
肉
と
言
え
ば
皮
肉
だ
が
、
空
襲
を
経
験
し
た
こ
と

の
あ
る
人
々
か
ら
み
れ
ば
単
純
な
事
実
の
指
摘
、率
直
な
感
想
の
表
明
で
し
か
な
い
。

「
Ｂ
29
」
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
し
な
が
ら
も
、上
空
を
「
や
す
ら
か
に
」
浮
遊
し

て
い
る
さ
ま
は
、
彼
ら
「
田
舎
者
」
か
ら
見
れ
ば
、「
そ
ち
ら
さ
ま
の
御
都
合
」
で
し

か
な
く
、
詩
句
の
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
ま
で
の
簡
潔
さ
は
、
こ
う
し
た
断
絶
感
や
、
関

係
性
の
欠
如
と
対
応
し
て
い
る
。

さ
ら
に
詩
の
語
り
手
は
、「
Ｂ
29
よ
！
」
と
親
し
げ
に
呼
び
掛
け
な
が
ら
、「
田
舎
」

の
様
子
を
描
き
出
す
。
光
る
星
、
溝
の
蛙
、
笛
太
鼓
の
音
色
、
芸
能
会
の
若
衆
、
そ

し
て
復
員
兵
。
上
空
の
轟
音
な
ど
と
は
無
縁
に
存
在
す
る
者
た
ち
の
姿
が
点
描
さ
れ

る
。
短
い
詩
句
を
重
ね
て
田
舎
の
遠
景
・
近
景
を
立
ち
上
が
ら
せ
る
手
法
は
、
俳
句

的
な
省
略
に
も
通
じ
て
効
果
的
で
あ
る
。

詩
の
空
間
は
、
占
領
軍
と
「
田
舎
者
」
と
の
間
だ
け
で
は
な
い
、
い
く
つ
も
の
断

絶
や
空
虚
感
に
満
ち
て
い
る
。
復
員
兵
は
、
お
の
れ
自
身
の
「
生
」
を
も
て
あ
ま
す

か
の
よ
う
に
漂
っ
て
い
る
し
、
田
舎
者
の
お
し
ゃ
べ
り
や
空
想
は
、
向
か
う
先
を
持

た
な
い
。「
Ｂ
29
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
を
爆
音
で
埋
め
つ
つ
、
断
絶
を
ま
す
ま
す
深

め
る
か
の
よ
う
に
飛
び
去
る
。

田
舎
者
の
代
理
表
象
さ
れ
ざ
る
声
は
、
し
た
が
っ
て
、
噂
話
と
妄
想
に
終
始
す
る

し
か
な
く
、「
Ｂ
29
」
の
「
大
音
」
は
、
対
話
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
害
し
不

全
に
陥
れ
る
暴
力
的
「
騒
音
」
の
象
徴
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
暴
力
性
が
、「
検
閲
」

の
暴
力
性
と
近
似
的
で
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
検
閲
は
、
情
報
の
淘
汰
に
よ
る



九

詩
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
検
閲
の
研
究

275

ノ
イ
ズ
の
低
減
と
い
う
よ
り
も
、
過
剰
な
ノ
イ
ズ
を
各
所
に
発
生
さ
せ
て
通
信
障
害

を
起
こ
さ
せ
る
機
械
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
削
除
も
禁
止

も
及
ば
な
い
田
舎
者
の
「
お
喋
べ
り
」
や
愚
劣
な
空
想
は
、
か
え
っ
て
「
Ｂ
29
」
の

「
大
音
」
と
対
峙
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
見
え
る
。

こ
の
詩
の
一
見
素
朴
な
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
検
閲
制
度
そ
の
も
の
の
暗
喩
的
批
評
に

達
す
る
一
方
で
、
爆
音
・
や
す
ら
か
さ
・
咏
嘆
・
饒
舌
・
空
虚
な
ど
の
諸
要
素
は
、

必
ず
し
も
一
元
的
な
意
味
に
回
収
さ
れ
た
り
高
次
の
統
一
を
与
え
ら
れ
た
り
す
る
こ

と
な
く
、
対
立
し
た
ま
ま
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
検
閲
官
の
感
じ
取
っ
た
詩
の
不

可
解
さ
は
、
説
明
の
不
足
と
い
う
よ
り
も
、
統
御
的
な
論
理
の
欠
如
か
ら
来
て
い
る

と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
は
多
義
的
な
読
解
を
読
者
に

許
容
す
る
。

た
と
え
ば
、
二
つ
目
の
削
除
箇
所
（
傍
線
部
）
に
「
神
と
云
う
奴
が
、
僕シ

モ
ベに

命
じ
た

よ
う
に
／
直
ぐ
に
、
／
咏
嘆
の
お
喋
べ
り
が
立
つ
」
と
あ
る
部
分
に
つ
い
て
フ
ル
ヤ

は
、「
神
」
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
」、
と
い
う
よ
り
も
「
ア
メ
リ
カ
的
な
考
え
方
」
を
意

味
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
を
混
同

す
る
一
種
の
被
害
妄
想
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
深
読
み
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ソ
ア
・

ヴ
ィ
ヨ
ン
が
『
遺
言
書
』
で
歌
う
神
や
、エ
ラ
ス
ム
ス
の
痴
愚
神
に
通
じ
る
よ
う
な
、

民
衆
の
愚
劣
さ
と
真
っ
当
さ
を
丸
ご
と
肯
定
す
る
よ
う
な
「
神
」
を
こ
こ
で
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、「
Ｂ
29
」
の
「
震
動
」
に
打
た
れ
て
田
舎
者
が
お
し
ゃ
べ
り

を
始
め
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
か
ら
、「
神
」
＝
「
Ｂ
29
」
と
い
う
比
喩
関
係
を
ま
ず

押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、「
神
」
す
な
わ
ち
「
Ｂ
29
」
を
、
単
に

「
占
領
軍
」
や
「
検
閲
」
の
比
喩
と
み
な
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、民
主
主
義
や
ア
メ
リ
カ

的
な
価
値
（
の
騒
々
し
さ
）
の
象
徴
と
理
解
す
る
な
ら
、
か
え
っ
て
フ
ル
ヤ
の
読
み
は

深
奥
を
究
め
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

検
閲
官
フ
ル
ヤ
は
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
は
、「
非
武

装
日
本
の
空
が
、
も
っ
と
も
軍
事
的
な
Ｂ
29
の
轟
音
で
響
き
渡
っ
て
い
る
」
様
子
を

皮
肉
に
示
し
て
い
る
が
、
他
方
、
日
本
人
も
ま
た
「
風
刺
の
目
標
」
に
さ
れ
て
い
る

と
。
フ
ル
ヤ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
人
々
は
、「
Ｂ
29
の
威
厳
と
優
雅
さ
の
こ
と
、
平
和

と
文
化
の
こ
と
な
ど
を
、
寄
り
集
ま
っ
た
馬
鹿
者
み
た
い
に
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
し
ゃ

べ
り
し
て
」
お
り
、「
み
じ
め
な
国
民
」m

iserable n
ation

で
あ
る
。

は
た
し
て
こ
れ
は
、「
検
閲
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
彼
／
彼
女
は
、
ま
る
で

み
ず
か
ら
の
内
な
る
日
本
人
嫌
悪
を
あ
ば
き
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
情
的
で
あ

る
。
プ
レ
ス
コ
ー
ド
や
キ
ー
ロ
グ
を
参
照
し
て
も
、
日
本
（
人
）
批
判
は
、
違
反
項

目
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、
同
じ
第
七
号
の
金
子
光
晴
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
封

建
的
な
思
考
を
脱
し
な
い
日
本
人
を
批
判
的
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
有
効
情
報
に

挙
げ
ら
れ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。

最
後
の
検
閲
官
ヤ
マ
モ
ト
の
場
合
は
さ
ら
に
興
味
深
い
。
原
詩
の
第
七
ス
タ
ン
ザ

に
は
「
復
員
の
な
か
か
ら
の
、
も
つ
ぱ
ら
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
が
ご
ろ
ご
ろ
し
」
と
あ
る

が
、ヤ
マ
モ
ト
は
こ
の
「
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
」
の
部
分
に
注
を
付
し
、こ
れ
は
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
の
小
説
中
の
人
物
だ
と
す
る
誤
っ
た
説
明
を
加
え
て
い
る
。

ヤ
マ
モ
ト
は
、
二
葉
亭
四
迷
以
来
、
日
本
の
知
識
人
の
宿
痾
と
し
て
何
度
も
呼
び

返
さ
れ
て
き
た
こ
の
名
前
に
注
意
を
払
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、第
八
・
九
ス
タ
ン
ザ
全

体
を
削
除
す
る
こ
と
で
、
復
員
知
識
人
が
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
化
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

だ
と
喋
っ
た
り
、
や
に
下
が
っ
た
り
、
半
端
な
愛
情
し
か
持
て
な
か
っ
た
り

―
そ

う
し
た
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
の
「
空
虚
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
第
七
ス
タ
ン
ザ
で
詩

を
締
め
く
く
る
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

ヤ
マ
モ
ト
が
日
本
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
復
員
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
日
本
的
な
「
姓
」
を
も
ち
、
高
い
英
語
運
用
能
力
を
も
っ
て

占
領
軍
に
奉
仕
し
て
い
る
彼
／
彼
女
が
、
検
閲
に
よ
っ
て
伊
藤
の
詩
を
「
復
員
者
」

＝
「
余オ

ブ
ロ
ー
モ
フ

計
者
」
批
判
の
詩
に
変
貌
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
こ
そ
「
皮
肉
」
で
あ
る
。

フ
ル
ヤ
は
、
日
本
人
の
愚
鈍
さ
に
い
ら
だ
ち
、
ヤ
マ
モ
ト
は
余
計
者
と
な
っ
た
日
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本
人
の
空
虚
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
彼
ら
は
ひ
と
り
の
読
者
と
し
て
、
こ
の
詩
の

多
義
性
と
格
闘
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
さ
ら
け
出
し
、
占
領
の
矛
盾

を
体
現
す
る
自
己
の
存
在
に
も
光
を
あ
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
が
彼
ら
の
言
う
よ
う
に
「
風
刺
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
よ
く
で
き
た
風
刺

と
は
、
指
さ
れ
た
者
が
、
刺
さ
れ
た
箇
所
を
み
ず
か
ら
申
告
す
る
こ
と
で
暴
露
が
完

成
す
る
よ
う
な
性
質
の
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
詩
句
に
は
ひ
と
言
も
書
か
れ
て
い

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
「
自
由
」
を
創
出
す
る
と
い
う
大
義
が
、
日

本
の
「
都
合
」
と
は
無
関
係
に
、
占
領
軍
の
軍
事
的
な
傘
の
下
で
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
打
ち
明
け
る
報
告
書
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
同

時
に
、
検
閲
の
傘
を
全
国
に
広
げ
、
人
々
の
自
由
な
情
報
発
信
を
押
さ
え
込
ん
だ
Ｇ

Ｈ
Ｑ
検
閲
の
偽
善
性
の
告
白
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

詩
に
普
遍
的
読
者
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
一
つ
の
詩
は
、

あ
ら
ゆ
る
「
特
殊
」
な
読
者
に
向
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。

読
者
と
の
間
で
結
ば
れ
た
関
係
性
の
反
映
と
し
て
の
詩
は
、
読
む
者
に
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
姿
態
を
与
え
、
望
み
通
り
に
応
え
て
み
せ
る
。
そ
れ
が
不
快
さ
や
嫌
悪
感

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
あ
る
「
特
殊
」
な
読
者
＝
検
閲
官
に
、

そ
の
詩
が
、
き
わ
め
て
不
穏
な
も
の
と
映
る
の
は
、
多
様
な
読
解
へ
と
開
か
れ
て
い

る
詩
に
向
け
て
、
被
害
幻
想
に
近
い
偏
執
的
な
「
読
み
」
を
お
こ
な
っ
た
結
果
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
誤
解
や
曲
解
に
近
い
「
読
み
」
に
こ
そ
、
真
実
の
一
端
は

宿
る
も
の
で
あ
る
。

「
Ｂ
29
の
大
音
」
は
、
検
閲
官
に
、「
日
本
人
」
の
愚
劣
さ
や
怠
惰
へ
の
憤
り
を
駆

り
立
て
た
。
そ
し
て
そ
の
憤
り
が
、
検
閲
官
を
し
て
矛
盾
の
核
心
へ
と
み
ず
か
ら
実

践
的
に
歩
み
寄
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
読
解
を
導
い
た
。
彼
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
、
い
か

に
偏
り
、歪
ん
だ
も
の
に
見
え
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
彼
ら
が
詩
と
向
き
合
わ
な
か
っ

た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
彼
ら
の
態
度

は
き
わ
め
て
率
直
か
つ
真
剣
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
到
達
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
人
の

読
者
が
詩
の
多
義
性
と
格
闘
し
た
、
そ
の
必
然
的
な
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
コ
ス
モ
ス
』
の
同
人
に
は
左
翼
的
な
人
物
が
多
か
っ
た
た
め
に
、こ
の
雑
誌
は
第

七
号
ま
で
事
前
検
閲
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
雑
誌
は
そ
の
最
後
で
、
も
っ
と
も
大
き
な

削
除
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
戦
前
か
ら
の
弾
圧
を
知
り
抜
き
、
戦
後
に
は
日
本
共

産
党
に
入
党
し
た
と
さ
れ
る
伊
藤
和
や
、
雑
誌
発
行
人
の
ア
ナ
キ
ス
ト
詩
人
秋
山
清

が
、
検
閲
と
い
う
「
制
度
」
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
領
軍
へ
の
「
風
刺
」
と
も
読
め
る
こ
の
詩
が
、
処
分
対

象
と
な
る
こ
と
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

顧
み
れ
ば
、
き
っ
か
け
は
、
検
閲
官
フ
ク
シ
マ
が
末
尾
の
「
そ
ち
ら
さ
ま
」
と
い

う
表
現
に
反
応
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
は
、
占
領
軍
検
閲
官
と
し
て
黙
過

し
が
た
い
以
上
に
、
検
閲
官
の
な
か
の
内
な
る
「
日
本
（
人
）」
を
逆
撫
で
す
る
表
現

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
伊
藤
ら
は
、
検
閲
官
と
い

う
「
読
者
」
を
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

＊

詩
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
に
関
す
る
検
閲
文
書
の
報
告
と
分
析
は
以
上
で
あ
る
。
文
学

作
品
の
検
閲
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
削
除
さ
れ
た
箇
所
を
復
元
し
、
そ
の
処
分
理
由

を
検
閲
文
書
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
し
か
し
、
処
分
の
確
定
に
は
、

そ
の
組
織
内
部
の
力
学
や
、
検
閲
官
ひ
と
り
一
人
の
経
歴
・
性
格
な
ど
、
記
録
と
し

て
残
さ
れ
て
い
な
い
要
素
も
大
き
く
作
用
す
る
よ
う
で
あ
る
。
統
計
的
な
結
果
で
あ

れ
ば
、
処
分
理
由
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
分
析
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
個
別
の
削

除
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
の
必
然
性
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
偶
然
の
結
果
だ
と
い
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
「
削
除
」
も
、
文

学
作
品
と
一
読
者
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
、
き
わ
め
て
偏
向
し
て
は
い
る
が
、
ひ
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と
つ
の
「
読
み
」
の
提
示
と
み
る
と
き
、
い
く
つ
か
の
発
見
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
事
後
的
に
処
分
結
果
を
ま
と
め
た
「
裁
決
書
」
に
注
目
す
る
方
法
は
、「
検
閲
」

と
い
う
も
の
を
、
歴
史
の
あ
る
一
点
で
確
定
さ
れ
た
「
判
断
」
と
み
な
す
見
方
を
支

え
る
が
、
今
回
の
研
究
で
は
、「
報
告
書
」
を
中
心
に
据
え
て
、
処
分
確
定
か
ら
そ
の

後
の
記
憶
の
喪
失
に
ま
で
い
た
る
「
過
程
」
と
し
て
検
閲
を
と
ら
え
る
よ
う
に
試
み

た
。
私
た
ち
は
、
今
な
お
、
そ
の
検
閲
の

―
「
Ｂ
29
」
の
下
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

伊
藤
和
が
詩
に
託
し
た
問
い
は
続
い
て
い
る
。

（
下
篇
・
了
）

注①　
モ
ニ
カ
・
ブ
ラ
ウ
『
検
閲 1945

―1949 
―
禁
じ
ら
れ
た
原
爆
報
道

―
』（
立

花
誠
逸
訳
、時
事
通
信
社
、一
九
八
八
年
〔
原
書
一
九
八
六
年
刊
〕）
一
一
一
〜
一
一
五

頁
。

②　

軍
事
裁
判
の
可
能
性
が
直
接
的
に
示
唆
さ
れ
た
例
は
、最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
『
ア

カ
ハ
タ
』
を
事
後
検
閲
に
移
す
際
（
四
八
年
七
月
）
に
見
ら
れ
た
。
山
本
武
利
『
占
領

期
メ
デ
ィ
ア
分
析
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
）
三
一
九
頁
。

③　

非
公
式
の
接
触
の
中
で
削
除
に
相
当
す
る
箇
所
が
示
唆
さ
れ
、そ
れ
が
制
度
的
な
形

を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
内
閲
」
制
度
お
よ
び
伏
せ
字
の
超
法
規
性
に

つ
い
て
は
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
『
風
俗
壊
乱
』（
今
井
康
子
他
訳
、世
織
書
房
、二
〇
一
一

年
）
三
三
〜
三
八
頁
。
ま
た
横
手
一
彦
『
被
占
領
下
の
文
学
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』

（
武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
六
年
）
一
三
九
頁
に
、
内
閲
制
度
と
Ｃ
Ｃ
Ｄ
検
閲
と
の
類
縁

性
の
指
摘
が
あ
る
。

④　

福
島
鑄
郎
「
占
領
初
期
に
お
け
る
新
聞
検
閲
」、『
共
同
研
究
日
本
占
領
軍
そ
の
光
と

影
』
上
（
思
想
の
科
学
研
究
会
編
、
徳
間
書
店
、
一
九
七
八
年
）
所
収
、
一
一
六
頁
。

⑤　

前
掲
、
山
本
『
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
分
析
』
四
八
頁
。
ま
た
、
間
接
統
治
が
「
満
足
な

成
果
」
を
挙
げ
な
い
場
合
に
「
直
接
に
行
動
す
る
」
権
限
が
あ
る
こ
と
は
、米
国
政
府

か
ら
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
宛
て
ら
れ
た
「
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
関
す
る
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
元
帥
へ
の
通
達
」（
一
九
四
五
年
九
月
六
日
）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。

木
村
正
明
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ

―
権
力
と
構
造
」、
前
掲
『
共
同
研
究
日
本
占
領
軍
そ
の
光
と

影
』
上
・
所
収
、
七
四
頁
。

⑥　

モ
ニ
カ
・
ブ
ラ
ウ
は
、「
検
閲
は
、
そ
の
存
在
す
ら
公
表
さ
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た

た
め
に
、
ま
た
違
反
行
為
の
処
罰
に
た
い
し
て
決
ま
っ
た
規
則
が
な
か
っ
た
た
め
に
、

発
行
者
は
、
自
己
の
発
行
物
が
無
事
通
過
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
処
罰
の
対
象
と
さ

れ
、
こ
と
に
よ
る
と
何
年
も
重
労
働
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
知
る
由
も
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
に
、日
本
の
発
行
者
が
か
な
り
徹
底
し
た
自
己
検

閲
を
行
い
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
ま
た
、そ
の
こ
と
を
占
領
当
局

は
当
て
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
、『
検
閲 1945

―1949

』

一
二
六
〜
一
二
七
頁
。

⑦　

秋
山
清
「
伊
藤
和
と
「
馬
」
事
件
な
ど
」、『
伊
藤
和
詩
集
』（
国
文
社
、
一
九
六
〇

年
）
一
七
九
頁
。
秋
山
は
、『
コ
ス
モ
ス
』
第
十
八
号
（
一
九
五
七
年
五
月
二
十
五
日
）

に
も
「
伊
藤
和
と
「
馬
」
事
件
」
を
書
い
て
い
る
。

⑧　

秋
山
の
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
伊
藤
和
詩
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
際
、出
版

社
側
に
い
て
直
接
編
集
に
か
か
わ
っ
た
松
永
伍
一
も
彼
の
大
著『
日
本
農
民
詩
史
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
八
年
）
の
な
か
で
伊
藤
の
詩
と
活
動
を
詳
述
し
て
い
る
。

⑨　

前
掲
、『
伊
藤
和
詩
集
』
一
八
九
頁
。

⑩　

同
前
、
一
六
八
頁
。

⑪　

前
掲
、
ブ
ラ
ウ
『
検
閲 1945

―1949

』（
八
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
六
年
五
月

の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
総
員
八
、七
三
四
名
中
、
外
国
市
民
（
日
本
人
や
朝
鮮
人
）
は
八
、〇
八
四

名
。

⑫　

一
九
四
八
年
一
月
二
日
付
の
「
キ
ー
ロ
グ
」
第
一
項
に
は
、「
直
接
、
間
接
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
、
占
領
軍
、
連
合
軍
部
隊
、
連
合
国
に

い
さ
さ
か
な
り
と
も
言
及
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
前
掲
、山
本
『
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
分

析
』
五
九
五
頁
。

⑬　

や
や
時
期
が
異
な
る
が
、一
九
四
六
年
十
一
月
の
Ｐ
Ｐ
Ｂ
の
「
月
間
業
務
報
告
」
に

は
「
第
三
次
世
界
大
戦
に
か
ん
す
る
論
評
」
が
削
除
・
禁
止
項
目
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
た
。
前
掲
、
ブ
ラ
ウ
『
検
閲 1945

―1949

』
九
一
頁
。

（
本
学
文
学
部
助
教
）


