
〈論
文
〉は

じ
め

に

「
下
野
新
聞
』
は
大
正

一
二
年

（
一
九
二
三
）
九
月
七
日
付
二
面
に
、
震
災

救
援
の
た
め
出
動
し
た
栃
木
県
青
年
団
の
報
告
書
を
掲
載
し
た

〈資
料
１
〉。

（見
出
し
）

帰
来

し
た
青
年
団
状
況
報
告

（本
文
）本

県
青
年
団
が
東
京
震
災
救
助
の
為
め
既
報
の
如
く
出
発
し
、
大
に
努

力
し
帰
省
し
た
が
、
活
動
状
況
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

第

一
班

第

一
班
は
宇
梶
属
引
率
で
九
月
二
日
河
内
並
に
宇
都
宮
青
年
団
は
午
後
六

時
二
十
五
分
宮
駅
出
発
し
小
山
駅
に
下
車
し
、
汽
車
不
通
の
為
め
徒
歩
で

荒
川
鉄
橋
を
渉
り
、
三
日
午
前
二
時
岩
淵
に
到
着
、
夜
営
し
た
。
然
る
に

同
地
に
鮮
人
が
既
に
浸
入
し
、
暴
動
起
り
、
軍
隊
の
活
動
で
二
十
余
名
を

逮
捕
、
現
行
犯
二
名
を
銃
殺
し
、
尚
数
名
の
潜
伏
の
模
様
あ
り
し
を
以
て
、

一
同
厳
重
に
警
戒
徹
宵
し
た
。
当
時
東
京
は

一
面
紅
空
を
呈
し
時
々
銃
声

や
爆
発
の
音
が
ド
ン
と
聞
え
物
凄
く
、
午
前
五
時

一
同
出
発
、
徒
歩
で
赤

羽
王
子
間
に
さ
し
か
か
る
や
、
警
備
の
軍
隊
よ
り
宣
告
が
あ

っ
た
。
王
子

か
ら
東
京
は
鮮
人
盛
ん
に
暴
行
を
働
き
つ
つ
あ
り
、
若
し
鮮
人
を
発
見
し

た
時
は
ぶ
ち
殺
せ
と
命
じ
た
。
尚
井
戸
の
水
に
毒
薬
投
入
さ
れ
あ
る
か
ら

一
切
飲
む
な
と
命
じ
た
。
依

っ
て
第

一
班
青
年
団
は
準
備
を
整
へ
日
暮
里

到
着
、
宇
梶
属
は
青
年
団
三
名
を
引
き
連
れ
内
務
省
社
会
局
で
打
合
せ
を

な
し
た
結
果
、
東
京
市
の
指
揮
を
受
け
第

一
班
本
部
を
社
会
局
に
置
き
宿

泊
し
、
三
日
午
後
九
時
東
京
市
の
命
に
よ
り
鮮
人
の
警
備
の
任
に
当
た
っ

『
下

野

新

聞

』

の

関

東

大

震

災

報

道

―
第
一
四
師
団
の
動
向
を
志

と
し
て
―

内

田

修

道

た
。
下
谷
区
は
河
内
郡
八
十
四
名
、
小
石
川
の
警
備
は
下
都
賀
四
十
八
と

宇
都
宮
廿
七
名
が
当
て
ら
れ
、
続
い
て
牛
込
の
警
戒
は
塩
谷
安
蘇
を
合
せ

三
十
五
名
の
配
置
、
本
郷
区
は
那
須
二
十

一
名
芳
賀
三
十
三
名
が
警
備
し

た
。
牛
込
下
谷
当
り
は
青
年
団
抜
剣
し
、
実
弾
を
打
ち
つ
つ
警
備
し
た
。

青
年
団
に
は
別
段
の
異
常
な
く
四
日
午
前
十
時
頃
引
上
げ
て
帰
郷
の
途
に

つ
い
た
。

第
二
班

第
二
班
、
戸
恒
属
の
引
率
で
六
百
十
八
名
四
日
到
着
し
、
第

一
班
の
残
り

と
第
二
班
と
合
併
し
東
京
市
の
命
令
で
上
野
公
園
自
治
会
館
下
谷
仮
区
役

所
と
な

っ
て
い
る
。
避
難
民
の
炊
出
し
を
行

っ
て
い
る
。
鮮
人
の
警
戒
、

日
本
橋
、
京
橋
、
神
田
死
体
の
整
理
を
分
担
し
て
之
に
従
事
し
た
が
、
死

体
は
電
車
道
路
に
振
出
し
あ
り
、
腸
は
出
で
凄
惨
を
極
め
て
居
る
の
を
整

理
し
、
上
野
公
園
に
引
上
げ
、
而
し
て
夜
自
治
会
館
の
警
護
に
当

っ
た
。

警
備
は
鉄
の
棒
を
以
て
鮮
人
に
備
ふ
る
の
で
あ
る
が
、
鮮
人
襲
来
の
為
め

警
官
は
折
々
消
灯
を
命
じ
、
自
治
会
館
を
包
囲
し
て
之
を
警
備
す
る
の
で

あ
る
。
上
野
公
園
は
罹
災
者
が
至
る
処
に
さ
ま
よ
い
つ
つ
あ
る
が
、
避
難

民
中
折
々
前
途
を
悲
観
し
て
毎
晩
首
く
く
り
を
な
し
て
死
す
る
も
の
多
数

に
上
る
と
の
事
で
あ
る
。

（引
用
資
料
の
傍
線
は
内
田
が
付
し
た
。
ま
た
句
読
点
は
適
宜
付
し
た
。
以
下
同
。）

〈資
料
１
〉
で
注
目
す
べ
き
は
、青
年
団
に
対
し
軍
隊
が
朝
鮮
人
の
暴
動
を
「既

成
事
実
」
と
し
て
朝
鮮
人
殺
害
を
命
令
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「既
成

事
実
」
と
し
て
軍
隊
が
列
挙
し
た
事
例
は
、
「暴
動
」
で
あ
り
、
「毒
」
の
井
戸

へ
の
投
入
で
あ
る
。
そ
し
て
警
備
隊
が
組
織
さ
れ
、
銃
で
武
装
ま
で
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

栃
木
県
の
青
年
団
が
軍
隊
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
た

「既
成
事
実
」
を

『
下
野

_2_



新
聞
』
は
ど
の
よ
う
に
報
道
し
た
の
か
。
同
紙
は
二
日
以
降
東
京

へ
特
派
員
を

写
真
班
と
と
も
に
派
遣
し
た
。
そ
し
て
九
月
四
日
以
降
の
紙
面
に
次
々
と
東
京

か
ら
の
記
事
を
掲
載
し
た
。
本
稿
の
目
的
は

『
下
野
新
聞
』
の
記
者
た
ち
が
震

災
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
青
年
団
が
突
き

つ
け
ら
れ

た

「既
成
事
実
」
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第

一
四
師
団
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
〈資
料
１
〉
と
同
じ
七
日
付

三
面
に
掲
載
し
た
第

一
四
師
団
参
謀
長
井
染
隷
朗
大
佐
の
談
話
で
あ
る

〈資
料

２
〉
。

（見
出
し
）

今
回
の
不
遅
鮮
人
の
行
動

社
会
主
義
者
と
ロ
シ
ャ
過
激
派
の
三
角
関
係
を
根
幹
に
行
は
る

怪
し
と
脱
ん
だ
裏
面
の
事
実

（本
文
）

今
回
の
不
遅
鮮
人
の
行
動
其
他
に
就
い
て
摯
″
十

四
師
団
参
謀
課
長
井
染
大

れ
が
今
度
の
大
災
厄
を
幸
ひ
と
し
て
急
速
に
な
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
又

鮮
人
の
計
画
は
秩
序
あ
り
、
系
統
あ
り
、
組
織
的
の
も
の
で
、
そ
の
準
備

も
稀
完
全
に
近
き
も
の
あ

っ
た
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
就
て
こ
れ
を
証
明
す

べ
き
幾
多
の
事
実
が
既
に
発
見
さ
れ
、
某
重
要
方
面
に
於
て
確
信
を
得
た

も
の
（でも
眺
Ｐ
陥
隆
Ⅸ
隠
雌
幽
旧
Ｆ
い
は
ｋ
一」
降
ド
Ｒ
陸
陛
匹
一Ｋ
の
根
源
を
有

す
る
が
、
ロ
シ
ア
で
あ
る
模
様
の
過
激
派
か
ら
と
り
い
れ
て
、
ロ
シ
ア
の

過
激
派
と
不
退
鮮
人
と
の
間
に
は
余
程
密
接
な
る
連
絡
が
あ
る
様
だ
。
神

戸
付
近
に
ロ
シ
ア
過
激
派
の
購
買
組
合
が
あ
る
が
、
彼
等
が
こ
こ
を
本
拠

と
し
て
上
海
と
の
連
絡
を
取

っ
て
い
る
事
実
が
あ
り
、
ョ
ツ
フ
エ
氏
滞
在

中
に
於
て
も
ロ
シ
ヤ
の
過
激
派
と
社
会
主
義
者
と
不
遅
鮮
人
と
の
間
に
あ

る
連
絡
が
あ

っ
た
様
に
思
ふ
。
要
す
る
に
今
回
不
運
行
為
は
こ
の
三
者
の

三
角
関
係
を
根
幹
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
、
こ
は
疑
ひ
な
き
所
で
あ
る
。

斯
様
に
し
て
右
の
事
実
が
漸
次
判
明
し
た
の
で
、
東
京
付
近
で
は

一
般
民

衆
の
社
会
主
義
者
に
対
す
る
激
昂
の
情
が
た
か
ま
り
、
同
時
に
主
義
者
に

近
き
者
、
若
し
く
は
軽
妄
な
る
新
思
想
家
に
対
す
る
民
衆
の
反
感
が
漸
次
　
　
一

昂
ま
り
つ
つ
あ
る
模
様
で
当
師
団
よ
り
派
遣
し
た
る
某
大
尉
は
こ
の
情
　
　
一

況
見
聞
し
て
帰

っ
て
来
た
。

次
に
田
端
付
近
の
近
況
に
就
て
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
多
数
の
救
援
隊
が

ド
シ
ド
シ
災
害
現
場
に
乗
り
込
み
頻
々
と
し
て
汽
車
で
往
復
し
て
い
る
の

で
大
混
雑
を
来
し
、
却
て
罹
災
民
を
輸
送
し
得
ざ
る
状
態
に
あ
る
か
ら
こ

れ
等
は
余
程
県
民
に
於
て
考
慮
し
て
欲
し
い
。
尚
十
四
師
団
出
動
迅
速
な

り
し
た
め
警
備
の
た
め
に
非
常
な
る
効
果
を
齋
し
て
居
る
。
糧
食
輸
送
も

亦
極
め
て
有
効
に
輸
送
せ
ら
れ
深
川
本
所
方
面
へ
の
罹
災
民

へ
食
糧
を
給

し
た
事
に
な
っ
て
居
る
。
要
す
る
に
当
師
団
の
迅
速
な
る
出
動
が
必
要
な

る
時
機
に
於
て
必
要
な
る
勢
力
を
災
害
地
に
齋
し
た
事
は
欣
幸
と
す
る
処

で
あ
る
。』
云
々

〈資
料
２
〉
は
、
既
に
姜
徳
相

・
琴
乗
洞
編

『現
代
史
資
料
６
　
関
東
大
震

災
と
朝
鮮
人
』
三
五
七
頁

（
ａ
）
（み
す
ず
書
房
、　
一
九
六
三
年
。
以
下

『現

史
６
』
と
す
る
。
）
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
関
東
大
震
災
五
〇
周
年
朝
鮮
人
犠

牲
者
追
悼
行
事
実
行
委
員
会

・
調
査
委
員
会
編

『歴
史
の
真
実
―
関
東
大
震
災

佐
は
左
の
如
く
発
表
し
た

『今
度
の
不
逢
鮮
人
の
不
運
行
為
に
就
て
は
当
初
よ
り
そ
の
背
後
に
何
等

か
の
勢
力
が
あ
つ
て
之
が
糸
を
操

っ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
と
考
察
し
て
居

た
が
、
果
し
て
日
を
逐
ふ
に
従
ふ
て
若
千
の
事
実
が
発
見
さ
れ
て
来
た
。

即
ち
今
回
の
不
運
鮮
人
の
不
運
行
為
の
裏
に
は
、
社
会
主
義
者
や
ロ
シ
ア

の
過
激
派
が
大
な
る
関
係
を
有
す
る
様
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
の
計
画
は

支
那
人
並
に
鮮
人
を
煽
動
し
て
、
不
遅
の
挙
動
並
に
不
徳
な
る
行
動
を
為

さ
し
め
、
治
安
を
素
し
、
官
憲
が
大
災
厄
に
遭
遇
し
て
、
こ
に
奔
命
し
て

居
る
を
幸
ひ
と
し
て
、
官
憲
の
無
力
を
宣
伝
し
、
盛
ん
に
不
穏
当
な
る
流

言
輩
語
を
放
ち
、
各
種
奇
怪
極
ま
る
浮
説
を
宣
伝
せ
し
め
、
官
憲
の
不
信

を
流
説
し
、
官
憲
と
民
人
と
の
間
に
対
抗
的
勢
力
を
つ
く
ら
ん
こ
と
を
策

す
る

一
方
、
鮮
人
を
煽
動
し
て
不
退
行
為
を
為
さ
し
め
、
内
乱
暴
動
を
全

国
に
波
及
せ
じ
め
て
以
て

一
挙
に
彼
等
の
希
望
す
る
極
端
な
る
民
主
政
治

を
実
現
せ
ん
と
た
く
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
計
画
に
就
て
は
あ

る
時
機
に
於
て
こ
れ
を
実
行
す
る
の
考
え
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ



と
朝
鮮
人
虐
殺
―
』
（現
代
史
出
版
会
、　
一
九
七
五
年
）
二
三
九
頁

（ｂ
）
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
著
と
も
資
料
の
重
要
部
分
が
省
略
改

変
さ
れ
、
そ
の
上
で
収
録
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
〈資
料
１
〉
の
傍

線
部
分
が
省
略
改
変
さ
れ
た
処
で
あ
る
が
、
（イ
）
の
処
は
、
史
料
そ
れ
自
体

が
文
意
が
不
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
文
意
を
損
ね
る
よ
う
に
は
改
変
さ
れ

て
い
な
い
。
問
題
は

（
口
）
の
部
分
で
あ
る
。　
ａ
・ｂ
と
も
に

「模
様
で
あ
る
」

と
書
き
換
え
、
し
か
も

「当
師
団
よ
り
派
遣
し
た
る
某
大
尉
は
こ
の
情
況
見

聞
し
て
帰

っ
て
来
た
」
以
下
を
消
去
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ｂ
に
お
い
て
は

こ
の
史
料
に

「
軍
人
の
予
断
と
虚
報
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
私
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
部
分
に
第

一
四
師
団
幹
部
の

「作
為
」
を

読
み
取

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
お
い
て
ゲ
リ
ラ
と
の
戦
い
で

手
酷
い
辛
酸
を
な
め
、
最
後
に
尼
港
事
件
を
体
験
し
、
社
会
主
義
者
に
対
す

る
激
し
い
憎
悪
を
有
し
て
い
た
彼
ら
の
「作
為
」
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
の
第
二
は
こ
の
「作
為
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

『下

野
新
聞
』
の
報
道
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る

（１
）０

一　
報
道
の
実
際

―
特
派
員
た
ち
は
震
災
の
実
情
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
、

紙
上
に
は
ど
の
よ
う
掲
載
さ
れ
た
か
―

（２
）

な
ぜ
か
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
の

『
下
野
新
聞
』
に
は

一
日
か
ら
三
日
ま
で

が
欠
け
て
お
り
、
四
日
付
か
ら
収
録
さ
れ
て
い
る
。
四
日
付
紙
面
の
ト
ッ
プ
に

掲
載
さ
れ
た
の
が
次
の
記
事
で
あ
る

〈資
料
３
〉
。

（見
出
し
）

不
遅
鮮
人
各
所
に
潜
入

危
険
極
り
な
く
警
備
隊
は
軍
隊
と
共
同
逮
捕
に
努
む

警
備
隊
は
武
器
を
携
へ
合
言
葉
を
使
用
し

不
遅
鮮
人
を
発
見
せ
ば
呼
子
の
笛
で
合
図
す

（本
文
）

▲
牛
込
四
谷
麻
布
小
石
川
本
郷
田
端
王
子
西
巣
鴨
板
橋
杯
の
各
市
街
に
二

日
夜
に
至
り
多
数
の
不
退
鮮
人
潜
入
し
た
り
と

（
ａ
）
其
筋
よ
り
警
告

あ
り
た
る
よ
り
、
右
市
街
地
居
住
民
は
直
に
警
備
隊
を
組
織
し
こ
れ
が

牌
肺
に
努
力
し
つ
ヽ
あ
る
が
、
何
分
に
も
電
灯
は
な
く
暗
夜
の
為
め
逮
捕

捗
捗
し
か
ら
ず
、
為
め
に
人
心
益
々
不
安
の
状
に
あ
り
、

▲
王
子
駅
付
近
に
於
て
は
某
料
理
店
の
裏
か
げ
に
約
四
十
名
の
鮮
人
集
団

し
劃
策
し
つ
ヽ
あ
る
を
警
備
隊
に
於
て
発
見
、
直
に
同
駅
付
近
警
戒
中
の

（ｂ
）
騎
兵
隊
に
報
じ
た
る
よ
り
十
数
名
の
騎
兵
隊
こ
れ
を
追
撃
し
格
闘

の
末
遂
に
約
二
十
名
を
捕

へ
た
る
が
、
之
等
の
鮮
人
は

（
ｃ
）
缶
詰
に
類

し
た
爆
弾
様
の
も
の
を
所
持
し
居
た
り
、

▲
小
石
川
伝
通
院
よ
り
西
巣
鴨
池
袋

一
帯
よ
り
板
橋
街
道
に
至
る
沿
道
は

陸
続
た
る
避
難
民
の
た
め

一
大
混
雑
を
呈
し
暗
浩
と
し
て
名
状
し
難
き
折

注
ぎ
放
火
を
為
す
の
恐
れ
あ
れ
ば
、
住
民
は
直
に
警
備
隊
を
組
織
す
べ
し

と
の
戒
告
あ
り
た
る
よ
り
、
一
人
心

一
層
不
安
の
状
に
陥
り
た
る
も
、
（
ｅ

協
力
し
て
直
に
多
数
の
警
備
隊
を
組
織
し
、
久
堅
町
大
塚
仲
町
養
育
院
前

等
に
於
て
約
数
十
名
の
鮮
人
を
引
き
捉
ひ
、　
一
々
厳
重
な
る
身
体
検
査
を

施
し
官
憲
の
手
に
之
を
引
渡
し
、
或
は
興
奮
し
た
る
警
備
隊
自
ら
適
当
の

鷹
懲
を
加
へ
専
ら
放
火
の
厄
を
免
れ
ん
と
努
力
し
つ
ヽ
あ
る
を
散
見
し
た

り
、
又
巣
鴨
監
獄
横
水
窪
に
は
従
来
多
数
の
鮮
人
居
住
し
居
る
関
係
上
、

最
も
危
険
区
域
と
看
倣
さ
れ
つ
ヽ
あ
り
し
が
、
俄
然
二
日
夜
に
入
り

（ｆ
）

右
警
備
隊
に
よ
り
六
尺
豊
な
る
巨
漢
を
初
め
数
十
名
の
鮮
人
を
逮
捕
し
た

り
、
又

一
日
本
婦
人
ら
し
き
者
松
田
と
書
け
る
提
灯
を
携

へ
巧
に
内
地
人

の
風
を
装
ひ
、
多
数
の
不
遇
鮮
人
を
交

へ
、
辛
辣
な
る
行
動
を
開
始
せ
ん

と
し
た
る
を
直
に
発
見
さ
れ
、
厄

一
百
名
の
在
郷
軍
人
青
年
団
之
れ
を
追

撃
し
た
る
も
午
後
十
時
迄
に
逮
捕
す
る
に
至
ら
ず
、
因
み
に
警
備
隊
は
梶

棒
鉄
棒
等
の
各
武
器
を
携

へ
合
言
葉
を
使
用
、
不
遅
鮮
人
を
発
見
す
る
や

呼
子
の
笛
を
以
て
警
備
隊
員
を
召
集
し
、
之
れ
を
逮
捕
す
る
等
其
の
行
動

極
め
て
敏
活
を
極
め
つ
ヽ
あ
り
、
な
お
右
方
面
に
は

（
ｇ
）
騎
兵
砲
兵
等

柄
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乗
馬
て
出
動
し
警
戒
怠
り
な
く
、
前
日
来
の
奮
闘
に
困
億
し
居
る
を
以
て

宇
都
官
六
十
六
高
崎
十
五
の
両
連
隊
の
応
援
を
求
む

こ
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
は
、
第

一
に

「不
退
」
朝
鮮
人
の
潜
入
し
た
こ
と

を

「事
実
」
と
し
て

「そ
の
筋
よ
り
の
警
告
」
で
牛
込

・
四
谷

・
麻
布

・
小
石

川

・
本
郷

・
田
端

・
王
子

・
西
巣
鴨

・
板
橋
な
ど
に
警
備
隊
が
組
織
さ
れ

（
ａ
）
、

王
子
駅
で
は
、
「缶
詰
に
類
し
た
爆
弾
様
の
も
の
の
所
持
」
し
た

「
不
退
」
朝

鮮
人
が
騎
兵
隊
に
捕
ら
え
ら
れ

（
ｃ
）
、
井
戸
へ
の
毒
薬
投
入
、
石
油
を
使

っ

た
放
火
の

「恐
れ
」
を
理
由
と
し
て

「其
筋
よ
り
警
告
」
や

「戒
告
」
に
よ
っ

て
警
備
隊
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

（ｄ
）
。
こ
の
こ
と
は
、
冒
頭

で
前
述
し
た
栃
木
青
年
団
に
対
し
て
は
軍
隊
が
朝
鮮
人
の
暴
動
を
「既
成
事
実
」

と
し
て
命
令
し
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「恐
れ
」
と
い

う
反
乱
の
可
能
性
を
理
由
と
し
て
警
備
隊
を
組
織
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
者

は

「そ
の
筋
」
か
ら
得
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
肯
定
し

「不
遅
」
行

為
を
記
事
に
し
て
い
る
。
第
二
に

ｅ
に
見
る
よ
う
に
警
備
隊
が
捕
ら
え
た
朝
鮮

人
に
対
し

「適
当
の
鷹
懲
」
＝
リ
ン
チ
を
加
え
て
い
る
様
子
を
直
接
み
て
記
事

に
し
、
し
か
も
そ
の
行
為
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
が
、
朝
鮮
人
が
武
装
し

反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
事
実
を
記
者
は
実
際
に
確
認
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
ｆ

で
は
、
火
災
に
追
わ
れ
飢
え
に
苦
し
み
逃
げ
ま
ど
う
被
災
者
た
ち
が
う
ご
め
く

な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
場
面
は
あ
り
得
な
い
作
り
話
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

ろ
う
。
こ
の
資
料
に
登
場
し
て
い
る
ｂ
や
ｇ
の
騎
兵
や
砲
兵
は
第

一
四
師
団
が

到
着
す
る
前
な
の
で
近
衛
師
団
の
兵
士
で
あ
ろ
う
。

次
の

〈資
料
４
〉
は
、
〈資
料
３
〉
と
同
じ

一
面
に
掲
載
さ
れ
た
現
地
の
状

況
を
伝
え
る
記
事
で
、
見
出
し
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
だ
か
、
本
文
は

〈資
料

３
〉
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

（見
出
し
）

不
遅
鮮
人
等
は
麦
酒
瓶
に

石
油
を
詰
め
家
屋
に

撒
布
し
て
放
火
す
る

目
的
は
大
官
と
財
産
家

（本
文
）

（
ａ
）
小
石
川
牛
込
の
両
区
は
、
小
石
川
は
被
害
割
合
に
軽
微
、
特
に
小

石
川
は
昨
夜

（
二
日
）
十
時
迄
は
砲
兵
丁
廠
付
近
の

一
部
、
区
役
所
付
近

の

一
部
音
羽
の

一
部
が

一
日
焼
失
し
た
る
外
、
未
だ
焼
失
区
域
を
見
ず
、

目
下
猛
火
は
微
南
風
に
煽
ら
れ
て
上
野
広
小
路
よ
り
本
郷
台
に
向

っ
て
漸

次
本
郷
区
及
び
小
石
川
区
を
包
囲
し
つ
ゝ
あ
る
が
、
果
し
て
小
石
川
区
ま

で
延
焼
す
る
や
否
や
、
目
下
の
所
油
断
し
難
き
も
大
体
に
於
て
本
郷
区
で

喰
止
め
る
の
で
は
な
い
か
と

一
般
に
言
は
れ
て
居
た
。

（ｂ
）
伝
通
院
よ
り
音
羽
辻
町
街
道
約

一
里
に
渡
る
電
車
道
路
に
は
、
避

難
民
芋
虫
の
如
く
横
た
は
り
、
其
両
側
は
警
備
隊
を
以
て
非
常
線
を
張
り

一
々
通
行
人
を
誰
何
す
る
の
も
見
え
た
、
又
電
車
道
路
を
中
心
と
し
左
右

の
町
々
の
露
地
横
町
等
に
は
在
郷
軍
人
で
組
織
さ
れ
た
警
備
隊
員
が
仕
込

杖
を
持
ち
不
審
の
挙
動
あ
る
男
は

一
々
誰
何
し
、
若
し
明
答
が
出
来
ん
と

ま
し
い
光
景
を
現
し
て
居
る
、
記
者
が
美
濃
部
博
士
邸
の
付
近
を
歩
行
中
、

暗
に
す
る
ど
き
呼
子
の
笛
を
聞
き
た
り
と
思
ふ
と
忽
ち
三
十
名
ば
か
り
の

警
備
隊
が
馳
せ
来
た
り
、
不
遅
鮮
人

一
名
が
此
の
区
間
に
於
て
姿
を
没
し

た
り
、
多
分
此
の
家
の
内
に
忍
び
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
口
々
に
叫
び
な

が
ら
猿
の
如
く
十
数
名
の
壮
漢
が
柵
を
乗
り
越
え
不
遅
鮮
人
何
処
に
あ
り

と
猛
烈
な
勢
ひ
で
飛
び
込
ん
だ
が
結
局
逮
捕
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
隊
員

等
は
忽
ち
伝
令
を
発
し
て
、
注
意
せ
よ
鮮
人
行

っ
た
と
付
近

一
帯
に
蜘
蛛

の
巣
の
如
く
非
常
線
を
張

っ
た
、
更
に

（
ｃ
）
大
塚
仲
町
付
近
に
於
て
五

名
の
鮮
人
を
引

っ
捕
へ
巡
査
四
名
、
之
に
警
備
隊
員
十
数
名
が
加
は
り
、

厳
重
な
る
服
装
検
査
を
行
ひ
、
所
持
品
を
取
り
調
べ
、
其
の
使
用
目
的
を

尋
ね
て
た
が
、
気
早
の
青
年
等
は

『遣

っ
付
ろ
』
と
口
々
に
絶
叫
し
て
居

っ
た

、
（ｄ
）
間
鮨
人
犯
行
に
就
て
某

一
市
吏
員
の
語
る
所
に
依
れ
ば
彼

等
は
ビ
ー
ル
瓶
に
石
油
を
詰
め
之
を
目
的
と
す
る
付
近
の
家
屋
に
撒
布
し

以
て
放
火
を
敢
へ
て
な
す
と
言
ふ
、

固
く
、
彼
等
が
狙
は
ん
と
す
る
家
は
旧
家
か
乃
至
は
財
産
家
か
若
く
は
大

官
の
宅
で
あ
る
ら
し
く
、
若
し
火
を
放
つ
際
に
は
目
差
す
所
の
付
近
数
ヶ

立|
所|

に
十
数
名
の
同
隊
員
が
集
ま
り
来
た
り
て
袋
打
に
す
る
と

ふ
す
さ
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又
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所

一
度
に
放
火
す
る
と
言
ふ
云
々

こ
の
記
事
は

ａ
で
ま
ず
火
災
の
状
況
を
正
確
に
伝
え
、
ｂ
で
は
在
郷
軍
人
で

組
織
さ
れ
た
警
備
隊
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
朝
鮮
人
狩
り
の

「す
さ
ま
し
い

光
景
」
を
描
写
的
に
伝
え
、　
ｃ
で
は
巡
査
に
警
備
員
が
加
わ
っ
て
朝
鮮
人
に
対

す
る
厳
し
い
尋
間
と
検
査
が
行
わ
れ
、
興
奮
し
た
警
備
員
が
今
に
も
リ
ン
チ
を

加
え
よ
う
と
し
て
い
る
緊
迫
し
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ｄ
で
は
朝

鮮
人
の
犯
行
に
関
し
て

「某
市
吏
員
の
語
る
と
こ
ろ
」
と
し
て
石
油
に
よ
る
放

火
を
伝
え
て
い
る
。
犯
行
説
の
情
報
源
を
明
確
に
示
し
、
伝
間
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。
編
集
部
が
こ
の
伝
間
を
あ
た
か
も
事
実
で
あ
る
よ
う
に
見

出
し
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈資
料
５
〉
は
四
日
付
で
あ
る
が
三
面
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

（見
出
し
）

流
石
繁
華
を
誇
り
し
帝
都
も

古
の
武
蔵
野
原
其
儘
と
な
り

山
の
手
方
面
に
僅
の
人
家
を
望
む
に
過
ぎ
ず

荒
川
よ
り
川
口
駅
迄
人
の
川
を
作
る

（本
文
）

東
京
市
内
主
要
地
に
焼
け
残

っ
た
上
野
広
小
路
付
近
は
、
二
日
午
後
二
時

頃
泉
町
方
面
か
ら
延
焼
忽
ち
下
谷
区
役
所
を
紙
め
尽
し
、
岩
倉
鉄
道
学
校

を
焼
き

一
時
下
火
と
な

っ
た
が
、
強
風
起
り
再
燃
し
、
い
と
う
松
坂
屋
を

始
め
都
舘
並
池
の
端
付
近
料
理
芸
妓
屋
等

一
面
の
火
の
海
と
化
し
、
三
日

午
前
二
時
頃
迄
猛
火
を
帳
ら
し
、
上
野
山
上
か
ら
全
市
街
を
見
渡
す
と
、

浅
草
の
観
音
、
湯
島
の
天
神
中
央
駅
等
の
建
造
物
を
認
む
る
の
み
で
他
は

昔
の
武
蔵
野
ヶ
原
そ
の
ま

ヽ
の
状
態
に
陥
り
、
山
の
手
方
面
に
僅
か
の
人

家
を
望
む
に
過
ぎ
な
い
。
尚
赤
坂
溜
池
付
近
は
工
兵
隊
が
出
動
、
家
屋
を

取
壊
し
、
防
火
に
努
め
て
ゐ
る
。
又
、
『
栃
木
県
地
方
は
強
震
な
し
避
難

せ
よ
』
と
掲
載
し
た
ビ
ラ
が
市
内
各
要
所
に
張
り
出
さ
れ
て
あ
る
為
め
、

上
野
方
面
の
避
難
者
は
続
々
と
赤
羽
を
経
て
川
口
町
方
面
に
入
り
込
み
、

三
日
正
午
頃
は
同
町
付
近
に
集
ま

っ
た
避
難
者
と
見
舞
者
が
十
万
人
の
多

数
に
達
し
、
荒
川
の
渡
か
ら

口
駅
迄
は
人
の
川
が
作

ら

れ
、
発
車
毎
に

列
車
の
屋
根
上
に
ま
で
無
数
の
乗
客
を
数
へ
、
駅
員
の
制
止
は
何
等
効
な

く
、
女
子
供
の
踏
み
倒
さ
れ
て
泣
き
叫
ぶ
物
凄
い
声
が
各
所
に
起
り
、
凄

惨
の
気
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
た
。

火
災
の
現
状
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
少
し
時
間
が
ず
れ
て
い
る
が
、
第

一
四

師
団
の
兵
士
や
栃
木
県
青
年
団
が
通
過
し
た
川
日
、
赤
羽
の
騒
然
と
し
た
状
況

を
伝
え
て
い
る
。
と
く
に
市
内
各
所
に
張
り
出
さ
れ
た

「栃
木
県
地
方
は
強
震

な
し
避
難
せ
よ
」
と
書
か
れ
た
ビ
ラ
に
よ

っ
て
避
難
者
が
川
口
方
面
に
殺
到
し

た
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
は
朝
鮮
人
の
反
乱
や
警
備
隊

や
軍
の
動
向
に

一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。

〈資
料
６
〉
は
翌
五
日
付

一
面
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

（見
出
し
）

食
料
品
の
供
給

幾
百
万
の
罹
災
人
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

Ａ

Ｖ

救
済
し
得
る
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

国
家
は
昏
睡
状
態
に
陥
る

（本
文
）

大
東
京

の
火
災
は
全
く
予
想
以
上

の
大
自
然

の
威
力

に
依
る
。
東
京
は
日

本
の
心
臓
部
だ
が
、
其
の
心
臓
部
は
全
く
破
壊
さ
れ
た
。
行
政
経
済
交
通

通
信
の
中
枢
機
関
は
根
底
的
に
破
壊
し
尽
さ
れ
た
。
此
の
破
壊
し
去
ら
れ

た
心
臓
を
持
ち
我
日
本
は
現
在
全
く
休
眠
状
態
に
置
か
れ
た
。
九
月

一
日

を
期
し
日
本
は
昏
睡

状
態
に
陥

っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
科
学
文
明
の
粋

を
集
め
て
其
幾
多
の
機
関
完
備
に
恵
ま
れ
て
漸
く
建
設
膨
張
し
来
っ
た
大

東
京
が

一
瞬
に
し
て
破
壊
さ
れ
総
て
の
統

一
秩
序
は
破
れ
て

一
大
混
乱
に

陥
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
混
乱
の
様
は
名
状
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
斯

く
総
て
の
機
関
に
依

っ
て
東
京
の
住
民
数
百
万
の
飲
料
は
円
滑
に
供
給
さ

れ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
交
通
機
関
の

一
大
破
壊
に
伴

っ
て
飲
食

料
物
の
供
給
は
全
く
途
絶
し
、
其
上
在
庫
品
各
戸
の
貯
蔵
物
も
総
て
灰
焼

＾
マ

マ
）

に
帰
し
た
の
で
あ
る
し
、
し
然
も
其
等
の
罹
災
民
数
十
万
宛
が
各
広
場
に



避
難
し
て
喪
心
の
態
で
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
に
飲
食
料
物
の
供
給

は
即
ち
罹
災
民
の
救
済
は
切
羽
詰
ま

っ
た
重
大
緊
急
問
題
で
あ
る
。
ロ
ハ
一

つ
に
近
県
の
自
動
車
等
を
以
て
近
県
の
助
力
を
得
、
此
れ
等
の
問
題
を
解

決
せ
ん
と
当
局
は
奔
走
し
て
居
る
。
果
し
て
是
が
円
滑
に
出
来
る
か
ど

う
か
、
（
ａ
）
二
日
の
如
き
罹
災
民
は
各
広
場
に
避
難
し
、
漸
く
狼
狽
の

到
静
す
る
に
つ
れ
て
疲
労
空
腹
を
痛
感
じ
初
め
て
災
害
地
外
部
の
各
地
に

同

っ
て
飲
食
料
物
を
得
る
べ
く
猛
烈
な
る
大
襲
撃
を
行
へ
る
為
大
騒
擾
起

ゲ
、
遂
に
憲
兵
抜
剣
し
て
此
れ
を
防
止
す
る
の
不
祥
事
を
惹
起
し
た
。
全

く
数
百
万
の
罹
災
民
は
最
初
避
難
せ
る
場
合
は

『何
に
か
し
て
呉
れ
る
で

あ
ろ
う
』
と
の
他
動
的
な
り
し
も
、
其
後
愈
空
腹
を
覚
ゆ
る
に
つ
れ
て

『何

う
に
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
の
自
動
的
に
移

っ
た
も
の
な
れ
ば
現
在
は
最

も
危
険
な
状
態
に
あ
り
と
謂
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
局
の
必
死
奔
走
と
自

動
車
等
の
交
通
機
関
が
果
し
て
此
れ
等
の
需
要
を
満
た
し
得
る
か
、
今
東

京
罹
災
民
の
心
理
状
態
を
見
る
に
恰
度
数
名
の
子
供
が
何
事
か
必
死
と
な

っ
て
喧
嘩
し
つ
ヽ
あ
る
最
中
露
庭
の
大
雷
鳴
と
猛
然
た
る
降
雨
に
逢

っ
て

呆
然
自
失
し
た
る
と
等
し
く
、
最
も
激
烈
に
名
利
に
争
闘
し
つ
ヽ
あ

っ
た

大
東
京
が

一
瞬
の
大
地
震
と
大
火
災
と
に
逢
ひ
、
着
の
身
着
の
儘
と
な
っ

て
逃
出
し
、　
一
瞬
前
の
各
種
の
階
級
は
全
く

一
掃
さ
れ
て
何
人
も

一
様
の

木
阿
弥
と
化
し
去
り
喪
心
自
失
の
状
態
で
、
只
如
何
に
し
て
命
を
維
持
す

る
か
の
原
始
的
に
還
っ
た
の
で
あ
る
。
右
様
の
始
末
で
警
察
官
も
総
て
数

十
時
間
の
奮
闘
に
疲
労
し
切
り
、
無
秩
序
の
混
乱
裡
に
此
の
原
始
的
罹
災

民
に
満
た
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
数
日
飲
食
料
物
の
供
給
に

全
力
を
注
ぎ
、
此
に
満
足
を
与

へ
な
か
っ
た
な
ら
、
由
々
敷
大
問
題
を
惹

起
す
る
や
も
測
り
難
い
。
（ｂ
）
此
れ
等
の
関
係
と
不
遇
鮮
人
に
関
す
る

流
言
等
よ
り
此
の
秩
序
を
恢
復
す
る
べ
く
第
十
四
師
団
ま
で
東
京
に
出
動

し
て
戒
厳
令
を
二
日
夜
よ
り
行
ふ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
例

へ
大
困
難
な

り
と
し
て
も
官
民
協
力
に
全
力
を
傾
注
し
、
此
れ
等
の
不
祥
事
惹
起
す
る

事
無
き
様
努
む
る
事
が
緊
急
の
問
題
と
思
は
れ
る

（一
一日
夜
特
派
員
）

こ
の
記
事
は
二
日
の
夜
に
書
か
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈資
料
３
〉

や

〈資
料
４
〉
と
は
異
な
り
、
避
難
民
が
い
か
な
る
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の

か
を
論
じ
、
避
難
民
が
飢
餓
に
襲
わ
れ
、
暴
動
状
態
に
い
た
る

「最
も
危
険
な

状
態
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
今
何
が
必
要
な
の
か
を
提
起
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て

ａ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
飲
食
料
を
得
る
べ
く
猛
烈
な
る
大

襲
撃
を
行
い
、
大
騒
擾
が
各
地
に
発
生
し
、
つ
い
に
憲
兵
が
抜
剣
し
て
防
止
す

る
不
祥
事
が
発
生
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ｂ

で
、
こ
の
食
料
暴
動
の
よ
う
な
秩
序
素
乱
を
回
復
す
る
た
め
戒
厳
令
が
施
行
さ

れ
、
第

一
四
師
団
ま
で
が
出
動
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈資
料
３
～
５
〉
の
記
者
と
異
な
り
、
食
糧
暴
動
の
実
際
を
把
握
し
て
い
る

た
め

「不
遇
」
朝
鮮
人
侵
入
説
や
放
火
、
掠
奪
を
デ
マ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

『現
史
６
』
（
一
五
九
～
六
〇
頁
）
に

『福
島
民
友
新
聞
』
九
月
四
日
付
の
左

の
記
事
が
地
方
紙
流
言
記
事
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

食
料
争
奪
開
始

憲
兵
抜
剣
し
鎮
撫
に
努
む

東
京
は
飲
食
物
欠
乏
の
為
め
飲
食
物
の
争
奪
行
は
れ
憲
兵
が
抜
剣
し
て
之

が
鎮
撫
し
て
居
る
其
中
に
は
朝
鮮
人
の

一
隊
が
飲
食
物
欠
乏
の
た
め
に
暴
　
　
７
一

動
を
お
こ
し
た
る
も
の
な
り
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

食
料
暴
動
が
朝
鮮
人
暴
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
伝
聞
と
し
て
報
道
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
軍
が
流
し
た
朝
鮮
人
の

「
不
運
」
行
為
と
は
、

実
は
下
野
記
者
が
指
摘
す
る
各
地
に
起
き
た
食
料
暴
動
の
こ
と
で
は
な
い
の

か
。
食
料
暴
動
が
軍
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
の

「不
運
」
行
為
と
読
み
換
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
火
災
か
ら
逃
げ
ま
ど
い
、
飢
え
を
凌
ご
う
と
し
て
い

る
朝
鮮
人
を
積
極
的
に
殺
害
し
、
そ
れ
を

「既
成
事
実
」
す
な
わ
ち
、
放
火

・

掠
奪

・
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
ゆ
え
に
射
殺
し
た
朝
鮮
人
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を

発
し
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。
栃
木
県
青
年
団
が
体
験
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

「既
成
事
実
」
作
り
の
最
中
で
は
な
か

っ
た
の
か
。

二
　
報
道
と
物
語

『下
野
新
聞
』
の
震
災
報
道
は
、
〈資
料
３
～
５
〉
で
み
た
よ
う
な
記
者
自
身

が
取
材
し
、
東
京
の
現
状
を
報
告
す
る
記
事
だ
け
で
な
く
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ



ル
な
朝
鮮
人
の
反
乱
と
そ
れ
へ
の
対
応
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四
日
付

１

「大
森
方
面
に
於
て
不
運
鮮
人
隊
と
我
歩
兵
小
隊
と
戦
闘
開
始
」
二
日
午
後

七
時
特
派
員
発
。

２

「東
海
道
方
面
は
数
百
の
鮮
人
群
を
な
し
て
武
器
を
携

へ
避
難
民
を
襲
撃
し

つ
つ
あ
り
」
二
日
午
後
十
時
。

３

「
三
河
島
方
面
よ
り
不
運
鮮
人
が
三
百
名
押
寄
す
」
三
日
朝
三
時
。

４

「検
挙
し
た
鮮
人
約
二
百
名
　
殺
し
た
も
の
六
十
名
」
日
時
な
し
。

５

「大
塚
火
薬
庫
付
近
で
不
遇
鮮
人
と
青
年
団
格
闘
　
火
薬
庫
を
爆
破
の
陰

謀
」
二
日
夜
　
丸
の
内
方
面
。

６

「大
久
保
で
鮮
人
が
井
戸
に
毒
を
投
じ
三
百
名
死
亡
、
倉
庫
を
襲
ひ
金
庫
を

破
壊
」
日
時
な
し
。

７

「救
助
よ
り
防
火
あ
り
、
不
遅
鮮
人
の
検
挙
、爆
弾
の
音
絶
え
ず
」
日
時
な
し
。

８

「不
運
鮮
人
疲
労
し
死
物
狂
ひ
と
な
る

三
日
午
後
三
時
発
　
不
退
鮮
人
は
疲
労
と
食
料
欠
乏
の
為
め
今
夜
辺
り
死
物

狂
と
な
り
暴
動
を
起
す
惧
れ
あ
り
と
」

五
日
付

１

「県
内
に
於
け
る
鮮
人

（中
略
）

不
穏
の
行
動
を
取
り
た
る
も
の

一
名
も

無
し
と
当
局
は
言
明
し
た
り
」
四
日
夜
　
宇
都
宮
発
。

２

「現
状
視
察
記
」
吉
原
遊
郭
、
浅
草
公
園
、
丸
の
内
、
呉
服
橋
、
深
川
の
状

況
。
三
日
午
後
三
時
。

３

「山
谷
の
彼
方
に
銃
声
聞
ゆ
」
三
日
午
前
　
福
島
県
某
技
士
談
。

４

「東
京
地
方
裁
判
所
構
内
で
二
名
の
不
遅
鮮
人
発
見
、
数
個
爆
弾
所
持
」
三

日
午
後
。

５

「今
回
の
不
退
鮮
人
の
系
統
は
上
海
及
間
島

◇
今
秋
を
期
し
て
秩
序
破
壊
の

◇
行
動
に
出
づ
る
所
を
今
回
の

震
災
を
機
会
に
勃
発

某
々
方
面
に
於
て
今
回
の
不
遅
鮮
人
の
暴
挙
に
就
き
観
察
せ
る
処
に
依
れ

ば
、
そ
の
系
統
は
上
海
及
間
島
の
不
運
鮮
人
に
し
て
予
て
よ
り
今
秋
挙
行
せ

ら
る
る
○
○
○
○
○
当
日
を
期
し
て
秩
序
破
壊
の
行
動
に
出
づ
る
予
定
な
り

し
を
、
は
か
ら
ず
も
今
回
の
震
災
を
機
会
と
し
這
般
の
行
動
に
及
び
た
る
極

め
て
憎
む
べ
き
性
質
に
属
す
る
を
以
て
当
局
に
於
て
は
徹
底
的
に
不
遇
鮮
人

を
絶
減
す
る
方
針
ら
し
い
と
云
ふ
。
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
及
拳
銃
其
他
の
武
器
の

系
統
に
就
い
て
は
詳
か
な
ら
ざ
る
も
多
分
露
国
製
の
も
の
な
り
と
云
ふ
」
日

時
な
し
。

６

「挙
動
不
審
の
看
護
婦
の
帽
子
か
ら
爆
弾
発
見
　
（前
略
）
富
坂
署
に
引
致

（中
略
）
厳
刑
に
処
し
た
り
」
三
日
午
前
　
小
石
川
富
坂
町
。

六
日
付

１

「
四
名
の
不
退
鮮
人
列
車
を
爆
破
せ
ん
と
し
捕
は
る
、　
一
名
は
逃
走
赤
羽
駅

の
出
来
事
」
四
日
午
後
二
十
分
。

２

「誰
何
を
受
け
る
事
十
数
回
に
及
ひ
漸
く
東
京
に
入
る
　
四
日
帰
宮
の
石
田

氏
語
る
」

３

「横
浜
付
近
の
惨
状
　
海
水
浴
客
外
九
百
名
不
明
　
麻
布
連
隊
警
戒
　
現
時

実
見
者
談
」
日
時
な
し
。

４

「熊
谷
町
の
町
端
で
逃
走
せ
ん
と
す
る
不
遅
鮮
人
が
壮
士
に
斬
殺
さ
る
」
四

日
夜
　
特
派
員
発
。

５

「流
言
輩
語
に
惑
は
ぬ
様
に
と
本
県
警
察
部
の
急
告
」
五
日
　
管
下
各
警
察

署
宛
。

６

「警
察
権
を
尊
重
せ
よ
、
不
遅
鮮
人
の
後
に
は
社
会
主
義
者
あ
り
と
　
師
団

長
の
話
」
五
日
午
後
　
朝
久
野
師
団
長
談
。

７

「鮮
人
の
暗
号
」
特
派
員
報
。

こ
れ
ら
の
記
事
で
特
徴
的
な
事
は
、
ま
ず
、
「
不
遅
」
朝
鮮
人
の
反
乱

・
暴

動
記
事
の
発
信
時
日
が
二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
記
者
が

「不
遅
」
行
為
や
武
器
を
実
見
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た

情
報
が

一
般
的
な
流
言
で
は
な
く
、
軍
の

「作
為
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
央
か
ら
流
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
第

一
四
師
団
の
お

膝
元
字
都
宮
で
は
虚
報
で
あ
る
こ
と
が
、
警
察
の
調
べ
で
次
々
明
ら
か
に
な
っ

て
い
っ
た

（五
日
付
の
１
）。
ま
た
、
四
日
付
の
８
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
主

語
さ
え
入
れ
替
え
れ
ば
、
〈資
料
６
〉
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
罹
災
民
の

「危
険

_8_



な
状
態
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
状
況
と
相
前
後
し
て
五
日
付
の
５
と
六
日
付
の
６
・７
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
韓
国
独
立
運
動
の
拠
点
が
置
か
れ
た
上
海
、
間
島
と
そ
れ
を
支
援
す

る
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
者
と
今
回
の
朝
鮮
人
の

「
不
退
」
行
為

（軍
に
よ

っ

て
作
り
出
さ
れ
た

「既
成
事
実
」
）
を
結
び

つ
け
る
物
語
が
報
道
記
事
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
作
者
は

「某
某
方
面
」
と
云

っ
て
い
る
が
、

一
四
師
団
の
幹
部
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

三

「主
義
者
」
摘
発
の
論
理

―
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
遺
産

・
結
び
に
か
え
て
―

前
述
し
た
よ
う
に
師
団
幹
部
に
よ
る

「作
為
」
は
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に

参
謀
長
談
話
と
な

っ
て
結
実
す
る
。
そ
の
物
語
作
成
が
師
団
か
ら
派
遣
さ
れ
た

「某
々
大
尉
」
の
東
京
で
の
行
動
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

師
団
幹
部
の
創
作
が
可
能
と
な

っ
た
の
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
軍
に
同
行
し
、

現
地
で
の
グ
リ
ラ
と
の
戦
闘
を
連
日
の
よ
う
に
送
り
続
け
、
尼
港
事
件
を
目
の

当
た
り
に
見
た
従
軍
記
者
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
軍
幹
部
と
密
接
な
関
係
を

持

っ
て
お
り
、
同
社
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

左
記
の
資
料
は

〈資
料
２
〉
で
紹
介
し
た
参
謀
長
談
話

（二
面
）
を
報
じ
た
七

日
付
の
一
面
の
社
説
の
す
ぐ
に
下
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ラ
ム
で
あ
る
。

そ
の
日
そ
の
日

（前
略
）

鮮
人
が
火
を
つ
け
た
か
ら
、
こ
ん
な
大
火
に
な

っ
た
ん
だ
と
避
難
者
の
ど

れ
も
彼
れ
も
が
云
ふ
。
だ
か
ら
鮮
人
は
皆
殺
し
に
し
て
終

へ
と
教

へ
る
。

各
駅
に
は
梶
棒
や
ト
ビ
ク
チ
や
太
刀
を
携
へ
た
勇
敢
な
人
々
が
鮮
人
は
見

付
け
次
第
殺
し
て
ゐ
る
。
だ
が
惜
し
い
事
に
は
彼
等
の

一
人
も
社
会
主
義

者
を
捕

へ
よ
う
と
す
る
も
の
は
な
い
。
社
会
主
義
者
は
同
胞
を

一
人
も
焼

き
殺
し
は
し
な
か

っ
た
の
か
。

◇
　
◇

昔
高
麗
百
済
が
神
功
皇
后
に
返
逆
し
た
時
に
背
後
に
は
、
シ
ラ
ギ
が
あ
り
、

支
那
大
国
が
あ

っ
た
筈
だ
。
今
度
の
鮮
人
の
放
火
を
、
我
国
の
社
会
主
義

者
が
後
援
し
て
ゐ
た
事
を
少
し
も
気
付
か
な
か

っ
た
か
。

鮮
人
は
歴
史
的
に
み
て
も
独
り
歩
き
の
出
来
な
い
人
間
ど
も
で
あ
る
事
を

我
々
は
知
る
と
共
に
社
会
主
義
者
と
の
関
係
を
考

へ
ね
ば
な
ら
い
な

い
。

◇
　
◇

同
胞
に
同
胞
を
裏
切
り
或
は
売

っ
た
も
の
は
、
我
国
の
社
会
主
義
者
で
あ

つ
た
。
鮮
人
狩
り
に
次

い
で
来
る
可
き
も
の
は
社
会
主
義
者
狩
り
で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

◇

◇

ど
ん
な
社
会
主
義
者
で
も
個
々
の
人
間
に
は
な
ん
の
恨
み
も
呪
も
持

っ
て

ゐ
な
い
筈
だ
。
決
し
て
人
間
そ
の
も
の
ゝ
虚
無
は
願
ふ
て
ゐ
な
い
筈
だ

っ

た
。
夫
が
ど
う
で
あ
る
か
。
今
度
の
東
京
市
の
大
火
に
際
し
て
同
胞
を
殺

し
、
同
胞
を
売

っ
た
の
は
社
会
主
義
者
で
は
な
い
か
。
日
本
の
社
会
主
義

者
は
明
ら
か
に
国
民
の
、
同
胞
の
人
間
の
虚
無
を
願
ひ
、
国
民
全
体
の
敵

と
な

っ
た
。
来
る
可
き
日
本
人
の
覚
悟
は
彼
等
人
間
其
の
其
の
も
の
ゝ
虚
　
　
一

無
の
実
現
を
目
的
と
す
る
主
義
者
の

一
団
を

一
掃
す
る
事
で
あ
ら
ね
ば
な
　
　
一

ら
な
い
。

◇

◇

青
年
団
員
も
在
郷
軍
人
も
亦
巡
査
も
駅
員
も
民
衆
も
同
胞
の
皮
を
カ
ブ
つ

て
ゐ
る
主
義
者
を
み
つ
け
よ
。
彼
の
犯
し
た
罪
悪
は
鮮
人
以
上
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
ぞ
。

社
会
主
義
者
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
、
コ
ラ
ム
が
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
社
内
に

〈資
料
６
〉
で
見
た
怜
悧
な
目
を
も

っ

た
記
者
も
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
反
社
会
主
義
の
鬼
と
化
し
た
様
な
記
者
も
存

在
し
て
る
の
で
あ
る
。

〈資
料
２
〉
で
み
た
参
謀
長
談
話
で
は
、
社
会
主
義
者
摘
発
に
楽
観
的
な
見

方
を
示
し
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
の
よ
う
に
進
行
し
な
か
っ
た
。

次
の
資
料
は
九
日
付
で
報
じ
ら
れ
た
帝
国
在
郷
軍
人
会
宇
都
宮
支
部
長
の
訓

辞
で
あ
る
。



（見
出
し
）

在
郷
軍
人
に
訓
示

（本
文
）

今
回
帝
都
付
近
の
震
災
に
対
す
る
在
郷
軍
人
会
の
活
動
に
関
し
、
帝
国
在

郷
軍
人
会
宇
都
宮
支
部
長
は
左
の
如
き
訓
示
を
発
し
た
り

訓
　
示

今
次
帝
都
付
近
未
曾
有
大
惨
害
の
報
伝

へ
ら
る

ゝ
や
、
各
分
会
翁
然
奮
起

し
、
犠
牲
的
行
動
に
出
で
会
員

一
致
協
力
、
寝
食
を
忘
れ
救
済
の
事
業
に

熱
誠
従
事
せ
ら
れ
つ
ヽ
あ
る
は
頗
る
欣
快
に
絶
へ
ず
、
且
各
位
の
労
に
対

し
満
腔
の
誠
意
を
以
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
所
な
り
、
此
の
際
に
於
け
る

各
分
会
活
動
の
準
備
に
関
し
て
は
桑
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
あ
り
た
る
も
、

尚
現
下
の
現
況
に
鑑
み
、
特
に
弦
に
諸
官
の
注
意
を
換
気
せ
ん
と
す

仄
聞
す
る
処
に
依
れ
ば
、
彼
の
不
遅
鮮
人
に
対
す
る
反
感
憎
悪
の
余
憤

は
、
牽
い
て
順
良
無
事
の
鮮
人
に
及
び
、
往
々
鮮
人
に
向
直
に
残
忍
な
る

制
裁
を
加

へ
、
加
之
内
地
人
に
し
て
鮮
人
と
誤
認
せ
ら
れ
不
測
の
奇
禍
に

遭
遇
し
た
る
も
の
あ
り
、
就
中
地
方
警
備
秩
序
に
任
ず
る
団
体
員
に
し
て
、

猥
り
に
凶
器
を
携

へ
却

っ
て
暴
行
の

な
り
或
は
行
動
の
節
制
を
欠

き
、
た
め
に
人
心
を
不
安
に
導
き
、
益
々
民
心
を
刺
激
昂
奮
せ
し
め
、
今

や
社
会
秩
序
素
乱
の
端
を
為
さ
ん
と
す
、
之
元
よ
り

一
部
の
訛
伝
に
過
ぎ

ざ
る
べ
し
と
雖
、
若
し
果
た
し
て
事
実
と
せ
ば
誠
に
遺
憾
に
堪

へ
ざ
る
所

な
り
、
抑
も
不
遅
鮮
人
の
暴
行
は
□
人
共
に
許
す
能
は
ざ
る
所
な
り
と
雖
、

鮮
人
必
ず
し
も
悉
く
不
遇
に
あ
ら
ず
、
彼
等
も
亦
等
し
く
我
帝
国
の
臣
民

に
し
て
、
其
純
朴
な
る
も
の
に
対
し
て
は
寧
ろ
此
際
進
ん
で
同
情
救
護
を

与

へ
彼
等
を
し
て
益
々
感
謝
の
念
を
増
さ
し
む
る
は
国
家
百
年
の
大
計
に

□
ふ
所
以
に
し
て
、
之
に
反
し
徒
ら
に
無
事
の
鮮
民
を
虐
く
る
が
如
き
は

実
に
邦
家
の
将
来
に

一
大
禍
根
を
残
す
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
す
、
我
会
員

諸
子
宜
し
く
慎
重
考
慮
し
濫
り
に
無
節
制
な
る
団
体
の
妄
動
に
付
和
す
る

こ
と
な
く
、
往
事
訓
練
の
真
価
を
発
揮
し
、
厳
に
軽
挙
を
戒
め
、
節
制
あ

る
行
動
を
以
て
自
ら
範
を
世
に
示
し
、
加
て
之
が
善
導
に
任
ず
る
の
□
な

か
る
へ
か
ら
す
、
而
し
て
此
際
特
に
注
意
す

へ
き
は
人
員
の
出
動
を
必
要

の
限
度
に
止
め
、
区
署
を
明
確
に
し
、
以
て
会
員
統
制
に
遺
憾
な
か
ら
し

め
、
且
彼
の
猥
り
に
武
器
の
類
を
携
帯
す
る
か
如
き
は
厳
に
之
を
戒
め
ざ

る
べ
か
ら
ず
、

（
ａ
）
諸
子
よ
剖
目
せ
よ
、
彼
の
残
虐
な
る
不
遅
鮮
人
の
背
後
に
は
某
主

義
者
の
使
喉
煽
動
あ
る
あ
り
、
而
し
て
之
れ
が
事
実
は
、
彼
の
逮
捕
鮮
人

の
自
白
に
徴
す
る
も
明
ら
か
な
る
の
み
な
ら
ず
、
若
し
夫
れ
惨
害
場
裡
自

動
車
を
駆

っ
て
憐
む
へ
き
罹
災
者
を
蹂
躙
し
、
所
々
に
爆
弾
を
投
し
、
火

を
放
ち
、
資
財
を
掠
め
、
食
を
奪
ひ
た
る
は
勿
論
、
或
は
避
難
民
の
群
に

石
油
を
注
ぎ
、
火
を
投
じ
、
或
は
生
残
者
の
依

っ
て
以
て

一
績
の
生
命
を

繋
ぎ
つ
ヽ
あ
る
誰

一
の
井
水
に
毒
を
投
じ
、
或
は
救
護
員
を
装
ふ
て
飢
渇

の
窮
民
に
毒
物
を
勧
め
た
る
は
必
し
も
不
遅
鮮
人
の
み
に
あ
ら
ざ
る
の
み

な
ら
ず
、
往
々
妙
齢
の
日
本
婦
人
を
交

へ
た
る
も
の
す
ら
あ
り
と
云
ふ
に

至
り
て
は
蓋
し
思
半
ば
に
過
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん

（ｂ
）
憶
今
次
帝
都
の
惨
状
を
聞
く
も
の
誰
れ
か
涙
な
き
を
得
ん
や
、
然

る
に
等
し
く
生
を
我
国
に
稟
け
な
が
ら
音
に
同
情
の
涙
な
き
の
み
な
ら

ず
、
未
曾
有
の
災
厄
に
苦
し
め
る
我
が
同
胞
に
加
ふ
る
に
更
に
此
の
残
虐

を
以
て
す
、
其
凶
悪
憎
み
て
も
尚
余
り
あ
り
、
今
や
主
義
者
の
使
喉
に
迷

は
さ
れ
た
る
無
知
の
鮮
人
に
対
し
て
は
国
民
の
反
感
其
極
に
達
し
、
余
憤

往
々
純
良
の
鮮
人
に
迄
及
ば
ん
と
す
る
も
の
あ
る
に
反
し
、
之
れ
が
主
動

た
り
実
体
た
る
彼
主
義
者
に
対
し
て
は
敢
て
懐
慨
の
声
あ
る
を
聞
か
ざ
る

は
真
に
吾
人
の
遺
憾
に
堪

へ
ざ
る
処
な
り
、
之
れ
元
よ
り
諸
報
道
尚
詳
な

ら
ざ
る
も
の
あ
る
亦
其

一
因
た
り
と
雖
、
庶
幾
は
我
在
郷
軍
人
各
位
宜
し

く
前
陳
の
実
証
に
鑑
み
、
此
の
如
き
主
義
思
想
の
倶
に
天
を
許
さ
ざ
る
も

の
な
る
こ
と
を
銘
肝
し
、
愈
々
堅
確
な
る
思
想
を
堅
持
し
て
以
て
郷
党
を

し
て
絶
対
に
主
義
者
を
排
斥
す
る
の
気
概
を
高
□
せ
し
め
ん
こ
と
に

一
段

の
努
力
を
望
む

右
訓
示
す

大
正
十
二
年
九
月

帝
国
在
郷
軍
人
会
宇
都
宮
支
部
長

齋
藤
泰
治
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前
半
こ
そ
過
剰
警
備
に
よ
る

一
般
朝
鮮
人
へ
の
危
害
を
戒
め
て
い
る
が
、
後

半
は
、
軍
が
創
作
し
た

「
不
退
」
朝
鮮
人
の
犯
行
を
並
び
立
て
、
「
不
遅
」
朝

鮮
人
の
背
後
に

「主
義
者
」
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し

（
ａ
）
、
こ
の

「主
義
者
」

に
国
民
大
衆
が
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
新
聞
が
詳
し
く
報
道
し
な
い

か
ら
だ
と
非
難
し
、
在
郷
軍
人
が
率
先
し
て
在
住
す
る
町
村
か
ら

「主
義
者
」

を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
て
い
る

（ｂ
）。
冒
頭
に
紹
介
し
た

七
日
付
の
第

一
四
師
団
参
謀
長
の
談
話
と
あ
わ
せ
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
第

一
四
師
団
幹
部
が
も
く
ろ
ん
だ
社
会
主
義
者
摘
発
の
論
理
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
主
義
者
摘
発
の
論
理
こ
そ

シ
ベ
リ
ア
出
兵
で
彼
ら
が
背
負
い
込
ん
だ
重
い
遺
産
で
あ

っ
た
。
こ
の
遺
産
を

背
負
い
込
ん
だ
の
は
軍
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
『
下
野
新
聞
』
も

一
四
師
団
が

シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
さ
な
か
八
年

一
一
月
陸
軍
大
臣
田
中
義

一
の
増
兵
論
を
批
判

し
て
い
た
。
し
か
し
、
シ
ベ
リ
ア
の
酷
い
体
験
を
経
験
し
て
き
た
従
軍
記
者
が

軍
同
様
の
遺
産
を
背
負
い
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
七
日
付
の
コ
ラ
ム
に
色
濃
く

表
れ
て
い
た
。

（１
）
『鹿
沼
市
史
　
通
史
編
　
近
現
代
』
「第
３
部

第
１
章

第
４
節

シ
ベ

リ
ア
出
兵

・
関
東
大
震
災
と
鹿
沼
」
を
参
照
。
な
お
、
植
山
淳

「
関
東

大
震
災
直
後
の
軍
隊
と
警
察
―
戒
厳
令
に
関
す
る

一
考
察
」
（『京
浜
歴

科
研
年
報
』

一
四
号
、
二
〇
〇

一
年

一
月
）
参
照
。

（２
）
山
岸
秀
は

『関
東
大
震
災
と
朝
鮮
人
虐
殺
８０
年
後
の
徹
底
検
証
』
（早

稲
田
出
版
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）
六
五
頁
で

「報
道
態
勢
に
支
障
を
き

た
さ
な
か

っ
た
地
方
新
聞
社
は
し
か
し
、
逆
に
真
実
の
報
道
な
く
、
流

言
を
検
証
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
報
道
し
た
。
そ
の
地
方
報
道
が
東
京
に
貫

流
し
流
言
を
さ
ら
に
煽

つ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
地
方
紙
を
ど
の

よ
う
な
手
続
き
で
検
証
し
た
の
か
、
本
稿
を
見
る
通
り
疑
間
を
呈
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

［付
記
］

な
お
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
鹿
沼
市
史
編
さ
ん
委
員
会
近
現
代
史

部
会
の
皆
様
に
ご
教
示
を
え
ま
し
た
。
室
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
を
使
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

注
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『京
浜
歴
科
研
年
報
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第

一
八
号

〈
京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
創
立
二
〇
周
年
記
念
講
演
〉

自
由
民
権
運
動
の
再
考

―
民
権

一
二
〇
周
年
を
迎
え
て
新
し
い
切
り
口
が
見
え
る
か
―

新
井
勝
紘

〈
論
　
文
〉

開
国
後
の
漂
流
民
の
帰
国
に
つ
い
て

―
人
幡
丸
の
勇
之
助
を
例
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
由
子

Ｆ
Ｏ
Ｏ
”
】
ｒ
ｏ
”
Ｏ
①
【
∽

，
いＯ

ｒ
″
一
コ
Φ

因
一”
ヨ
”
∽
”
ズ
”
”
①ヽ
∝
い
〇
”

『
８
８

∪
丼

〓
ヨ
”
∽̈
“
一
ｏ
〓
ｏ
こ
い
　

　

Ｚ
Φ
口
ｒ
姜

”
一①
【
∽
／

訳
者
香

川

雄

一

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

勘
定
吟
味
役

・
設
楽
八
三
郎
の
周
辺

〈
紀
行
文
〉

幕
末
長
州
紀
行

―
二
〇
〇
五
年
、
広
島

・
山
口
紀
行

（抄
）
―

野
村
靖
の
国
家
論

（二
〇
〇
六
年
二
月

一
日
発
行
）

倉
田
純

一

大
湖
賢

一

伊
東
清
風


