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は
じ
め
に

　

近
年
、「
慰
安
婦
捏
造
報
道
」（『
朝
日
新
聞
』）、
作
家
の
「
百
田
尚
樹
の
沖
縄
新

聞
批
判
」（『
毎
日
新
聞
』
な
ど
）
そ
し
て
そ
の
四
年
前
の
当
時
米
国
国
務
省
日
本
部

長
ケ
ビ
ン
・
メ
ア
の
「
沖
縄
批
判
」（『
共
同
通
信
』
を
は
じ
め
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』、

『
琉
球
新
報
』
な
ど
）、
数
多
く
メ
デ
ィ
ア
絡
み
の
事
件
が
あ
る
。
共
通
し
て
い
る
の

は
扇
動
的
な
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
原
点
に
あ
る
。
ま
た
、
論
点
を
す
り
替
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
問
題
の
本
質
を
ず
ら
し
、
責
任
転
嫁
す
る
報
道
が
目
立
っ
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
筆
者
も
今
春
、
同
様
の
経
験
が
あ
っ
た
。
去
る
2
月
22
日
に
、
沖

縄
県
北
部
に
あ
る
海
兵
隊
施
設
キ
ャ
ン
プ
シ
ュ
ワ
ブ
前
で
普
天
間
航
空
基
地
移
設
の

反
対
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
二
人
が
基
地
に
侵
入
し
た
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
が
、
地
元
メ

デ
ィ
ア
、政
治
家
、活
動
家
の
一
同
は
、「
黄
色
の
線
を
越
え
て
い
な
い
」、逮
捕
が
「
不

当
」
と
の
批
判
を
繰
り
返
し
た
。
3
月
3
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
審
議
で
も
安

倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
政
府
の
関
係
者
は
真
相
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
答

弁
を
行
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
筆
者
は
監
視
カ
メ
ラ
の
映
像
を
公
開
す
る
こ
と
を
決
心

し
た
。

　

映
像
に
よ
れ
ば
、
地
元
の
メ
デ
ィ
ア
は
終
始
逮
捕
現
場
に
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
捏
造
記
事
を
繰
り
返
し
て
書
き
、
ま
た
社
説
、
識
者
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
連
日
に
掲
載
し
て
い
た
。
映
像
公
開
に
よ
っ
て
真
実
が
明

ら
か
に
な
っ
た
が
、
沖
縄
地
元
の
メ
デ
ィ
ア
は
反
省
し
謝
罪
も
せ
ず
「
画
像
を
流
出

さ
せ
た
の
は
誰
か
」
と
論
点
を
す
り
替
え
た
。

　

沖
縄
関
係
の
問
題
で
言
え
ば
、上
記
の
例
以
外
に
も
数
多
く
あ
る
。
田
久
保
忠
衛
、

桜
井
よ
し
こ
、
恵
隆
之
介
ら
我
々
の
大
先
輩
た
ち
の
保
守
系
の
論
客
も
、
沖
縄
メ
デ

ィ
ア
を
批
判
し
た
ら
酷
い
批
判
や
虐
め
を
受
け
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
を
よ
く
把
握
し
た
の
は
、仲
井
真
弘
多
沖
縄
県
前
知
事
だ
。
仲
井
真
は
、

昨
年
（
2
0
1
4
年
）
3
月
の
同
県
議
会
の
本
会
議
場
で
「（
沖
縄
）
タ
イ
ム
ス
は

読
ま
ん
新
聞
で
す
か
ら
」
と
述
べ
、
議
会
終
了
後
に
同
新
聞
の
記
者
が
真
意
を
確
認

し
よ
う
と
し
た
ら
、
知
事
は
「
購
読
を
や
め
た
。（
琉
球
）
新
報
も
。
特
定
の
団
体

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ー
パ
ー
と
聞
い
た
も
の
で
す
か
ら
」
と
発
言
し
た
そ
う
だ
1
。

後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
新
聞
を
読
む
人
よ
り
読
ま
な
い
人
の
ほ
う
が
教
養
が
あ
る

と
い
う
2
0
0
年
以
上
前
の
名
言
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
沖
縄
で
も
適
用
で
き

る
。

　

し
か
し
こ
の
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
昨
年
11
月
に
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
と
い
う
名
の

下
で
実
際
に
は
共
産
党
を
中
心
と
す
る
革
新
系
の
県
政
の
誕
生
で
ま
す
ま
す
反
政

府
、
反
自
衛
隊
、
反
米
軍
基
地
の
立
場
を
鮮
明
に
し
、
翁
長
雄
志
新
県
知
事
の
政
府

と
の
対
抗
路
線
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
導
い
て
い
る
2
。
そ
の
知
事
の
活
動

を
支
援
す
る
た
め
の
一
つ
の
最
近
の
例
と
し
て
、
5
月
の
知
事
訪
米
の
直
前
に
行
わ

れ
た
「
県
民
大
会
」
に
参
加
し
た
者
の
ほ
と
ん
ど
は
県
外
の
活
動
家
で
あ
っ
た
が
、

メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
参
加
者
の
数
を
水
増
し
、
事
実
と
異
な
る
記
事
を

頻
繁
に
書
い
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
理
由
で
極
め
て
危
険
だ
と
筆
者
は
見
て
い
る
。
沖

縄
メ
デ
ィ
ア
の
意
図
的
な
誤
報
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
行
動
と
偏
向
報
道
は
、

日
本
の
近
代
的
民
主
主
義
に
と
っ
て
、
日
本
の
領
土
保
全
、
そ
し
て
日
本
の
安
全
保

1
「『
新
聞
と
権
力
』（
4
）
懐
柔
不
発　

強
ま
る
圧
力
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
2
0
1
4
年
4
月
9

日
。

2
赤
嶺
政
賢
、
具
志
堅
徹
、
仲
里
克
次
「
座
談
会　
『
オ
ー
ル
沖
縄
』
の
勝
利
は
ど
の
よ
う
に
勝

ち
取
ら
れ
た
の
か
」
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
編
『
前
衛
』
第
9
1
9
号
（
2
0
1
5
年
3
月
）、

28
―
44
頁
。
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障
に
と
っ
て
深
刻
な
挑
戦
で
あ
り
、
国
家
と
し
て
最
大
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
以

下
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
、
最
後
に
新
た
な
危
機
も
言
及

し
て
締
め
く
く
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

民
主
主
義
へ
の
危
険

　

ま
ず
、
最
初
の
問
題
は
、
民
主
主
義
へ
の
挑
戦
に
つ
い
て
だ
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
政
治
的
な
姿
勢
や
偏
向
報
道
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
致
命
的
な
打

撃
を
与
え
る
危
険
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
客
観
的
な
記
事
が
少
な
い
た
め
、
正
確
な

情
報
が
得
ら
れ
な
い
読
者
は
、
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
い
て
誘
導
さ
れ
た
有
権
者
と
し

て
投
票
行
動
を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
状
況
下
で
は
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
が
崩
壊
し

か
ね
な
い
。

　

ナ
チ
・
ド
イ
ツ
な
ど
は
全
体
主
義
の
危
険
性
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
現
在
狭
い
沖

縄
で
は
、「
オ
ー
ル
沖
縄
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動

き
を
支
え
て
い
る
中
心
的
な
主
体
は
地
元
メ
デ
ィ
ア
だ
。
沖
縄
は
確
か
に
人
口
は
少

な
く
、
面
積
は
小
さ
い
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
戦
略
的
に
重
要
だ
。
43
年
以
上

前
、
沖
縄
返
還
の
際
、
駐
日
米
国
大
使
は
「
日
本
は
沖
縄
次
第
だ
」
と
述
べ
た
よ
う

に
沖
縄
は
日
本
全
体
の
行
方
を
影
響
す
る
。
現
在
、地
元
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
「
沖
縄
」

を
左
右
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
近
代
的
、
高
度
な
民
主
主
義
を
維
持
す

る
た
め
に
沖
縄
メ
デ
ィ
ア
の
嘘
に
対
抗
し
、
正
し
い
報
道
を
さ
せ
、
正
し
い
役
割
を

果
た
す
必
要
が
あ
る
。

　

特
に
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、メ
デ
ィ
ア
は
「
第
四
の
権
力
」
と
呼
ん
で
い
る
。

行
政
、
立
法
、
司
法
と
い
う
政
党
政
治
や
政
府
な
ど
に
対
し
て
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
持

つ
報
道
機
関
を
意
味
す
る
。
こ
の
表
現
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
、
18
世
紀
に
ア
イ

ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、
哲
学
者
、
思
想
家
で
、
後
に
「
保
守
主
義

の
父
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
氏
だ
っ
た
が
、
民
主
主
義
国
家

で
あ
る
日
本
で
も
同
じ
概
念
が
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昨
今
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
と
り
わ
け
沖
縄
メ
デ
ィ
ア
が
捏
造

記
事
な
ど
の
偏
向
報
道
を
し
、「
第
四
の
権
力
」
的
な
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
ず
暴

走
し
て
い
る
状
態
が
続
い
て
い
る
。
本
来
、
市
民
の
代
わ
り
に
（
あ
る
い
は
市
民
と

共
に
）
政
府
を
監
視
す
る
は
ず
の
メ
デ
ィ
ア
が
、
現
在
は
、
国
民
に
監
視
さ
れ
る
べ

き
最
大
の
権
力
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

市
民
参
加
は
歓
迎
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
無
責
任
さ
は
、
民
主

主
義
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
だ
。
数
百
年
間
、
健
全
な
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
期
待
は
、

近
代
的
か
つ
普
遍
的
な
概
念
で
あ
り
、そ
れ
な
し
に
国
家
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
だ
。

　

そ
の
崩
壊
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
、
民
主
主
義
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
の
健

全
的
な
役
割
の
再
建
が
中
長
期
的
な
課
題
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
目
の

前
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
沖
縄
の
報
道
は
、
全
国
、
そ
し
て
世
界
的
に
「
事
実
」

と
見
な
さ
れ
、
日
本
の
安
全
保
障
を
死
活
的
に
左
右
す
る
沖
縄
県
で
の
米
軍
の
プ
レ

ゼ
ン
ス
の
今
後
の
行
方
と
県
知
事
を
含
め
て
沖
縄
県
内
で
独
立
を
目
指
し
て
い
る
勢

力
の
存
在
と
活
動
は
日
本
国
の
分
断
に
な
り
う
る
。

領
土
保
全
へ
の
危
険

　

第
二
の
問
題
は
、
領
土
の
保
全
だ
。
数
名
か
ら
始
ま
っ
た
「
琉
球
の
独
立
」
の
議

論
は
最
近
急
速
に
「
自
己
決
定
権
」
あ
る
い
は
「
独
立
」
そ
の
も
の
を
集
会
で
度
々

発
言
す
る
よ
う
に
な
り
、
県
政
の
議
題
に
も
な
っ
た
。
翁
長
知
事
は
今
年
9
月
に
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
あ
る
国
際
連
合
人
権
理
事
会
で
「
沖
縄
問
題
」
に
つ
い
て
講
演
す
る

こ
と
を
調
整
し
て
い
る
こ
と
は
新
聞
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
国

連
の
特
別
報
告
者
の
ビ
ク
ト
リ
ア
・
タ
ウ
リ
コ
ー
プ
ス
氏
が
8
月
半
ば
に
、
沖
縄
の

県
庁
で
翁
長
知
事
と
面
会
し
た
。
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
だ
け
の
基
地
負

担
を
沖
縄
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
差
別
的
な
状
況
』
で
は
な
い
か
と
思

う
。
沖
縄
の
自
己
決
定
権
実
現
に
向
け
、
で
き
る
限
り
支
援
し
て
い
き
た
い
」
と
協

力
を
約
束
し
た
と
い
う
3
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
知
事
は
「
沖
縄
の
歴
史
や
基
地
形

成
過
程
を
説
明
し
、『
普
天
間
飛
行
場
が
世
界
一
危
険
だ
か
ら
、
ま
た
お
前
た
ち
が

（
代
替
地
を
）負
担
し
ろ
』と
政
府
は
言
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
理
不
尽
な
こ
と
は
な
い
」

と
述
べ
た
よ
う
だ
。

　

国
連
の
同
事
務
所
は
以
前
か
ら
沖
縄
の
活
動
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
歴
史

3
「
沖
縄
、『
差
別
的
状
況
だ
』
国
連
特
別
報
告
者
が
知
事
と
面
談
」『
琉
球
新
報
』
2
0
1
5
年

8
月
17
日
（http://ryukyushim

po.jp/new
s/storyid-247391-storytopic-3.htm

l

）。
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観
に
影
響
さ
れ
て
き
た
が
、
知
事
自
ら
が
こ
の
件
で
ス
イ
ス
に
行
く
の
は
初
め
て
。

こ
の
進
展
は
、
如
何
に
扇
動
的
な
報
道
に
よ
っ
て
の
誤
認
が
国
内
外
に
拡
大
し
、
政

治
的
か
つ
外
交
的
に
如
何
に
悪
影
響
を
与
え
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
昨
年
、
沖
縄
選
出
で
民
族
衣
装
を
着
用
し
た
糸
数
慶
子
参
議
員
は
、
国
連
の

先
住
民
族
会
議
や
人
権
理
事
会
に
出
席
し
、
沖
縄
の
県
民
が
先
住
少
数
民
族
で
あ
り

日
米
両
政
府
に
よ
っ
て
基
地
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
差
別
を
受
け
て
い
る
と
主
張
し

た
。

　

こ
れ
ら
に
対
抗
す
る
発
言
が
な
け
れ
ば
、
上
記
の
非
常
識
な
主
張
は
「
常
識
」
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
反
論
は
存
在
す
る
が
、
情
報
操
作
や
印
象
操
作
を
し
て
い

る
地
元
新
聞
は
正
論
や
建
設
的
な
議
論
を
取
り
上
げ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
沖
縄

県
内
、
日
本
国
内
、
そ
し
て
国
際
的
に
本
土
の
人
間
や
日
米
両
政
府
は
沖
縄
を
差
別

し
て
い
る
と
批
判
、最
終
的
に
「
独
立
し
か
な
い
」
と
い
う
状
態
に
陥
り
か
ね
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
数
年
間
水
面
下
で
調
整
が
重
な
っ
て
き
た
「
先
住
民
族
」
や
「
差
別

さ
れ
て
い
る
少
数
民
族
」
と
「
可
愛
い
そ
う
な
」
沖
縄
と
見
な
し
て
い
る
国
連
は
、

そ
の
「
自
己
決
定
権
」
や
「
独
立
」
を
承
認
し
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
日
本
の
分

断
に
な
る
。
こ
の
ま
ま
日
本
は
領
土
の
保
全
が
出
来
な
く
な
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、日
本
が
同
理
事
会
で
の
任
期
は
今
年
ま
で
だ
。
そ
し
て
、

国
際
的
に
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
族
へ
の
弾
圧
の
批
判
を
受
け
て
い
る
中
国
は
、
同

じ
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
そ
の
任
期
は
来
年
ま
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
中

国
は
尖
閣
諸
島
を
含
む
琉
球
諸
島
に
対
抗
し
て
の
領
土
に
関
す
る
発
言
を
繰
り
返
し

て
行
い
、
沖
縄
の
独
立
は
、
中
国
の
軍
事
戦
略
、
経
済
戦
略
、
そ
し
て
外
交
戦
略
に

合
致
す
る
。
沖
縄
の
独
立
を
主
張
す
る
者
は
、
中
国
寄
り
な
の
か
、
甘
え
な
の
か
、

両
方
と
も
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
奇
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
―
即
ち
、
日
本
の
代

表
が
不
在
の
ま
ま
沖
縄
の
問
題
が
提
起
な
い
し
決
議
・
決
定
さ
れ
る
時
期
―
で
行
う

と
す
る
の
は
、
気
懸
か
り
で
あ
る
。
後
ろ
で
、
中
国
が
誘
導
し
て
い
る
の
か
、
単
に

喜
ん
で
見
守
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、恐
ら
く
前
者
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、

翁
長
知
事
の
中
国
と
の
長
年
の
深
い
繋
が
り
も
あ
り
、
そ
し
て
独
立
派
の
メ
ン
バ
ー

た
ち
の
中
国
と
の
「
学
術
」
交
流
の
こ
と
で
も
伺
え
る
。

　

こ
の
件
は
70
年
前
の
終
戦
、
ま
た
は
日
本
の
領
土
を
決
定
し
た
63
年
前
の
講
和
条

約
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
問
題
だ
。
こ
れ
を
容
易
に
し
て
い
る
の
は

や
は
り
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
だ
。

安
全
保
障
上
の
危
険

　

最
後
の
第
三
の
問
題
は
、日
本
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
の
挑
戦
だ
。
沖
縄
県
に
は
、

1
9
5
1
年
9
月
締
結
し
、
1
9
6
0
年
1
月
に
改
定
さ
れ
た
「
日
本
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」
に
基
づ
い
て
米
軍
の
基
地
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
沖
縄
が
地
政
学
的
に
極
め
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
一
部
の
革
新

系
の
学
者
・
評
論
家
・
活
動
家
・
政
治
家
の
い
う
「
差
別
に
よ
る
」
も
の
で
は
な
い
。

間
違
い
で
あ
る
「
在
日
米
軍
の
75
％
は
沖
縄
に
集
中
し
て
い
る
」
と
い
う
都
合
の
い

い
数
字
し
か
使
わ
ず
、
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
の
偏
向
報
道
に
よ
っ
て
こ
れ
は
全
国
的
、

全
世
界
的
に
定
着
さ
せ
た
。

　

そ
の
結
果
、
日
本
政
府
は
米
側
に
対
し
て
整
理
縮
小
を
要
請
し
、
こ
の
19
年
間
、

協
議
や
そ
の
実
際
の
土
地
返
還
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

皮
肉
に
も
、
沖
縄
の
様
々
な
利
害
・
利
権
を
は
じ
め
、
反
対
運
動
の
た
め
、
普
天

間
飛
行
場
の
県
内
の
条
件
付
け
の
返
還
や
そ
の
他
に
2
0
0
1
年
～
2
0
0
3
年
ま

で
完
成
す
る
対
象
の
返
還
が
実
現
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
基
地
の
た
め

の
軍
用
地
面
積
が
な
か
な
か
減
ら
ず
、
逆
説
的
に
こ
れ
は
日
米
両
政
府
批
判
へ
の
理

由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
だ
。
む
し
ろ
、
政

府
へ
の
批
判
を
拡
大
し
、そ
れ
が
政
治
的
な
圧
力
に
発
展
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
沖
縄
県
は
、
政
府
に
財
政
的
に
極
め
て
依
存
し
な
が
ら
、
基
地
の
整
理
縮

小
に
伴
う
移
設
に
協
力
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
要
求
額
を
毎
年
増
や
す
。
政
府

は
、
協
力
を
引
き
出
せ
る
た
め
に
払
い
続
け
て
い
る
。
政
府
は
、
沖
縄
の
地
上
戦
の

悲
劇
や
27
年
間
の
米
軍
に
よ
る
占
領
・
統
治
と
い
う
複
雑
な
感
情
や
歴
史
も
配
慮
し

て
援
助
し
て
き
た
が
、「
沖
縄
を
売
ら
な
い
」と
先
頭
に
た
っ
て
批
判
し
て
い
る
の
は
、

や
は
り
沖
縄
メ
デ
ィ
ア
だ
。
国
際
政
治
学
や
心
理
学
に
は
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
弱

者
の
論
理
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

現
在
の
県
知
事
翁
長
は
「
基
地
の
な
い
平
和
な
沖
縄
」
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に

し
、「
平
和
の
緩
衝
地
帯
に
」す
べ
き
と
国
内
外
に
お
い
て
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
れ
も
積
極
的
に
応
援
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
で
、
そ
れ
と
連

携
し
て
い
る
本
土
の
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
と
数
多
く
の
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

　

本
稿
を
書
く
最
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ
デ
ィ
ア
・
映
画
監
督
の
取
材
を
受
け
た
。

質
問
か
ら
伺
う
と
極
左
と
分
か
っ
た
が
、
や
は
り
彼
ら
が
使
っ
て
い
た
材
料
は
沖
縄

の
メ
デ
ィ
ア
が
発
信
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
気
に
な
る
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、
沖

縄
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
米
の
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
な
く
、
第
三
国
の
メ
デ
ィ
ア
機

関
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
主
張
は
、
安
全
保
障
上
極
め
て
危
険
だ
。
ま
ず
こ
れ
は
、
抑
止
論
を
真
正
面

で
否
定
す
る
。
鳩
山
由
紀
夫
政
権
の
と
き
、「
抑
止
力
は
何
か
」
の
よ
う
な
議
論
が

あ
っ
た
が
、
実
は
難
し
く
な
い
概
念
だ
。

　

一
番
分
か
り
や
す
い
例
え
は
、
警
察
だ
。
交
番
、
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
、
ま
た
は
警

察
官
そ
の
も
の
が
居
れ
ば
、
簡
単
に
違
法
的
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
遠
慮
す
る
か
、

慎
重
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
完
全
に
断
念
す
る
か
、
悪
意
の
あ
る
人
の
様
々
な
反
応

が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
警
察
が
何
ら
か
の
形
で
居
れ
ば
そ
の
行
動
に

対
し
て
抑
止
で
き
る
。
犯
罪
を
犯
し
た
い
人
に
と
っ
て
迷
惑
な
存
在
だ
が
、
一
般
市

民
・
住
民
、
商
売
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
警
察
は
あ
り
が
た
い
存
在
だ
。

　

自
衛
隊
を
は
じ
め
、
在
日
米
軍
も
、
地
域
的
に
も
、
国
際
的
に
も
警
察
と
同
じ
よ

う
な
抑
止
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
日
本
と
い
う
「
国
際
市
民
の
一
人
」
の
周

辺
に
、
領
土
の
泥
棒
そ
の
他
の
悪
意
の
あ
る
他
の
国
際
的
な
主
体
に
対
し
て
抑
止
を

果
た
す
。

　

そ
の
最
も
効
果
的
な
抑
止
力
は
、
在
沖
米
軍
だ
。

　

歴
史
的
に
地
政
学
上
に
重
要
な
沖
縄
県
で
の
米
軍
基
地
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
、

朝
鮮
半
島
や
台
湾
海
峡
を
は
じ
め
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
諸
島
な
ど

ア
ジ
ア
太
平
洋
全
体
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
安
定
の
要
因
だ
。
例
え
ば
、
沖
縄
に
あ

る
海
兵
隊
の
担
当
地
域
は
、
地
球
面
積
52
％
も
カ
バ
ー
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違

っ
て
N
A
T
O
の
よ
う
な
信
頼
し
合
え
る
安
全
保
障
機
構
が
存
在
し
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
尊
重
な
ど
の
日
本
や
ア
メ
リ
カ
と
共
通
の
価

値
観
の
あ
る
国
は
ま
だ
少
な
い
。
む
し
ろ
、
資
源
を
め
ぐ
る
、
国
境
を
め
ぐ
る
、
歴

史
認
識
な
ど
の
摩
擦
が
多
く
て
、
こ
の
不
安
だ
ら
け
の
地
域
に
一
番
安
全
保
障
を
提

供
し
て
い
る
の
は
、
在
日
、
と
り
わ
け
在
沖
米
軍
だ
。

　

こ
の
米
軍
が
沖
縄
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
場
合
、
平
和
ど
こ
ろ
か
、
上
記
の
紛
争
が

直
ぐ
勃
発
す
る
。
ま
た
、
台
湾
が
侵
略
を
受
け
、
中
台
の
衝
突
な
い
し
戦
争
が
生
じ

る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
戦
争
が
再
び
再
発
し
、
日
本
も
両
方
の

紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
の
状
況
の
中
で
、
日
本
と
平
和
条
約
が

ま
だ
締
結
し
て
い
な
い
ロ
シ
ア
は
黙
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
沖
縄
県
の
知
事
や
そ
れ
を
支
え
る
革
新
系
の
基
盤
の
行
動
は
、
単
な
る

1
4
0
万
人
の
県
民
の
将
来
を
影
響
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
米
の
双
方
の
人
口
で

あ
る
5
億
人
に
加
え
て
、
中
国
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
東
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
東
ア
ジ
ア

20
億
人
、
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
な
ど
ア
ジ
ア
太
平
洋

地
域
全
体
の
人
口
の
35
億
人
の
将
来
ま
で
影
響
す
る
第
三
次
世
界
大
戦
的
な
も
の
に

発
展
し
か
ね
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
35
億
人
と
い
う
の
は
、
現
在
の
世
界
人
口
の
半
分

に
近
い
。

　

大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
沖
縄
が
戦
略
的
に
重
要
で
、

そ
こ
ま
で
沖
縄
の
偏
向
報
道
が
無
責
任
か
つ
日
本
に
と
っ
て
危
う
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
結
論
す
れ
ば
、
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
は
単
な
る
言
論
の
自
由
で
新
聞
を
経

営
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
政
治
的
な
意
図
に
基
づ
い
て
行
動
を
し
て
い

る
。
メ
デ
ィ
ア
の
姿
勢
は
、「
無
責
任
な
報
道
」
と
し
て
軽
視
し
て
片
付
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
す
る
必
要
が
な
い
の
だ
が
、
こ
の
沖
縄
メ
デ
ィ
ア
の

挑
戦
は
、
日
本
を
良
く
思
わ
な
い
国
際
的
な
メ
デ
ィ
ア
や
主
体
と
同
調
し
て
、
近
代

日
本
が
作
り
上
げ
た
民
主
主
義
、
国
土
や
国
防
（
そ
し
て
国
際
の
安
全
保
障
）
に
致

命
的
な
打
撃
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
近
代
日
本
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
問

題
は
な
い
。

（
敬
語
は
略
）




