
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

六

号

安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
新
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
歴
史
認
識
や
政
治
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
多

く
の
国
民
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

安
倍
首
相
は
、
一
九
四
二
年
当
時
、
日
本
が
な
ん
ら
か
の
侵
略
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
侵
略
行
為
だ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
五
年
八
月
一
五
日
に
お
け
る
小
泉
純
一
郎
前
首
相
の
「
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
に
つ
い
て

「
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
で
は
「
我
が
国
は
、
か
つ
て
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ

ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
ま
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
も
同
じ
見
解
か
。

三

一
九
九
五
年
八
月
一
五
日
に
お
け
る
村
山
富
市
元
首
相
の
「
村
山
内
閣
総
理
大
臣
談
話
・
戦
後
五
〇
周
年
の
終
戦
記
念
日

に
あ
た
っ
て
」
（
以
下
「
村
山
談
話
」
）
に
つ
い
て

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
私
は
、
未
来
に
誤
ち
無
か
ら
し
め
ん
と
す
る
が
故
に
、
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
の
歴
史
の
事
実
を

謙
虚
に
受
け
止
め
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
い
た
し
ま

一



す
。
ま
た
、
こ
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
内
外
す
べ
て
の
犠
牲
者
に
深
い
哀
悼
の
念
を
捧
げ
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首

相
は
同
じ
姿
勢
か
。
同
じ
姿
勢
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
こ
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
内
外
す
べ
て
の
犠
牲
者
に
深
い
哀
悼
の
念

を
捧
げ
」
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
戦
後
処
理
問
題
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
と
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
信
頼
関

係
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
私
は
、
ひ
き
続
き
誠
実
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
姿
勢

か
。

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
核
兵
器
の
究
極
の
廃
絶
を
目
指
し
、
核
不
拡
散

体
制
の
強
化
な
ど
、
国
際
的
な
軍
縮
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
過
去
に
対
す

る
つ
ぐ
な
い
と
な
り
、
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
を
鎮
め
る
ゆ
え
ん
と
な
る
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識

か
。

四

一
九
九
五
年
六
月
九
日
に
、
衆
議
院
本
会
議
で
決
議
さ
れ
た
「
歴
史
を
教
訓
に
平
和
へ
の
決
意
を
新
た
に
す
る
決
議
」
に

つ
い
て

�

安
倍
首
相
は
同
決
議
に
賛
成
し
て
い
る
か
。

二



�

安
倍
首
相
は
同
本
会
議
を
欠
席
し
て
い
る
が
、
欠
席
し
た
理
由
は
何
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

一
九
九
三
年
八
月
四
日
に
お
け
る
河
野
洋
平
元
官
房
長
官
の
「
慰
安
婦
関
係
調
査
結
果
発
表
に
関
す
る
河
野
内
閣
官
房
長

官
談
話
」
（
以
下
「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
）
に
つ
い
て

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
今
次
調
査
の
結
果
、
長
期
に
、
か
つ
広
範
な
地
域
に
わ
た
っ
て
慰
安
所
が
設
置
さ

れ
、
数
多
く
の
慰
安
婦
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
慰
安
所
は
、
当
時
の
軍
当
局
の
要
請
に
よ
り
設
営
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
慰
安
所
の
設
置
、
管
理
及
び
慰
安
婦
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
旧
日
本
軍
が
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
こ
れ
に
関

与
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
戦
地
に
移
送
さ
れ
た
慰
安
婦
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
別
と
す
れ
ば
、
朝
鮮

半
島
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
が
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
は
我
が
国
の
統
治
下
に
あ
り
、
そ
の
募
集
、
移
送
、
管
理
等

も
、
甘
言
、
強
圧
に
よ
る
等
、
総
じ
て
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識

か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
本
件
は
、
当
時
の
軍
の
関
与
の
下
に
、
多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け

た
問
題
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

三



�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
数
多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
、
心
身
に
わ
た
り
癒
し
が

た
い
傷
を
負
わ
れ
た
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
心
か
ら
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
る
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首

相
は
同
じ
姿
勢
か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
真
実
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
歴

史
の
教
訓
と
し
て
直
視
し
て
い
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
研
究
、
歴
史
教
育
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く

記
憶
に
と
ど
め
、
同
じ
過
ち
を
決
し
て
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
固
い
決
意
を
改
め
て
表
明
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同

じ
姿
勢
か
。
同
じ
姿
勢
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
歴
史
教
育
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く
記
憶
に
と
ど
め
」
る
た
め

に
、
何
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

六

一
九
九
六
年
八
月
一
四
日
に
お
け
る
橋
本
�
太
郎
元
首
相
の
「
元
『
慰
安
婦
』
の
方
々
に
対
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
手

紙
」
（
通
称
「
お
詫
び
の
手
紙
」
）
に
つ
い
て

�

「
お
詫
び
の
手
紙
」
で
は
、
「
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
、
当
時
の
軍
の
関
与
の
下
に
、
多
数
の
女
性
の
名
誉
と

尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
た
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

�

「
お
詫
び
の
手
紙
」
で
は
、
「
私
は
、
日
本
国
の
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
改
め
て
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
数

四



多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
、
心
身
に
わ
た
り
癒
し
が
た
い
傷
を
負
わ
れ
た
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
、
心
か
ら
お
わ
び
と
反
省

の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
姿
勢
か
。

�

「
お
詫
び
の
手
紙
」
で
は
、
「
我
々
は
、
過
去
の
重
み
か
ら
も
未
来
へ
の
責
任
か
ら
も
逃
げ
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ

ん
。
わ
が
国
と
し
て
は
、
道
義
的
な
責
任
を
痛
感
し
つ
つ
、
お
わ
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
踏
ま
え
、
過
去
の
歴
史
を
直
視

し
、
正
し
く
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
い
わ
れ
な
き
暴
力
な
ど
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
に
関
わ
る
諸
問
題
に
も
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
姿
勢
か
。

�

安
倍
首
相
は
、
橋
本
元
首
相
を
は
じ
め
、
小
渕
恵
三
元
首
相
、
森
喜
朗
元
首
相
、
小
泉
純
一
郎
前
首
相
と
同
様
に
、

「
お
詫
び
の
手
紙
」
に
署
名
す
る
の
か
。

七

安
倍
首
相
の
「
こ
の
従
軍
慰
安
婦
の
記
述
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は

思
い
ま
す
。
（
略
）
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
記
述
そ
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
と
い
う
も
の
、
こ
の
強
制

と
い
う
側
面
が
な
け
れ
ば
特
記
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
（
第
一
四
〇
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
第
二
分
科

会
、
一
九
九
七
年
五
月
二
七
日
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

�

安
倍
首
相
が
こ
こ
で
い
う
「
余
り
に
も
大
き
な
問
題
」
と
は
何
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

五



い
。

�

安
倍
首
相
の
こ
の
発
言
は
、
五
で
い
う
「
慰
安
婦
関
係
調
査
結
果
発
表
に
関
す
る
河
野
内
閣
官
房
長
官
談
話
」
を
否
定

す
る
姿
勢
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

安
倍
首
相
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
の
「
こ
の
近
隣
諸
国
条
項
に
よ
っ
て
、
喜
ん
で
も
ら
う
、
日
本
が
こ
ん
な
残
虐
な
こ

と
を
し
ま
し
た
よ
と
い
う
こ
と
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
外
国
か
ら
は
余
り
指
摘
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
特
定
の
思
惑
を
持
っ
て
行
動
す
る
人
た
ち
に
も
歓
迎
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ち
ら
の
方
面
に
お
い
て
日
本

が
残
虐
な
行
為
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
分
に
は
ど
ん
ど
ん
検
定
を
通
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
（
第
一
四
〇
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
第
二
分
科
会
、
一
九
九
七
年
五
月
二
七
日
）
と
い
う
発
言
に

つ
い
て

�

安
倍
首
相
は
、
教
科
書
検
定
基
準
に
お
け
る
「
近
隣
諸
国
条
項
」
を
見
直
す
の
か
。

�

安
倍
首
相
が
こ
こ
で
い
う
「
特
定
の
思
惑
を
持
っ
て
行
動
す
る
人
た
ち
」
と
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
発
言
し
て
い
る
の

か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
が
事
務
局
長
を
つ
と
め
ら
れ
た
「
日
本
の
前
途
と
歴
史
教
育
を
考
え
る
若
手
議
員
の
会
」
は
、
ど
の
よ
う
な

六



趣
旨
で
つ
く
ら
れ
た
の
か
。

�

同
会
の
「
日
本
歴
史
教
科
書
問
題
」
に
関
す
る
中
間
報
告
に
、
検
定
制
度
に
つ
い
て
「
教
科
書
事
件
以
来
、
い
わ
ゆ
る

『
近
隣
諸
国
条
項
』
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
『
空
洞
化
』
『
有
名
無
実
化
』
の
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
見
解
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
検
定
制
度
が
「
空
洞
化
」
し
「
有
名

無
実
化
」
し
た
と
判
断
す
る
具
体
的
な
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

九

二
〇
〇
六
年
九
月
一
三
日
、
米
下
院
の
国
際
関
係
委
員
会
が
日
本
に
よ
る
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
従
軍
慰
安
婦
動
員
に
関

す
る
決
議
案
（
下
院
第
七
五
九
号
決
議
案
）
を
満
場
一
致
で
可
決
し
た
件
に
つ
い
て

同
決
議
案
で
は
、
「
従
軍
慰
安
婦
動
員
の
事
実
を
確
実
に
認
め
、
歴
史
的
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
「
従
軍
慰
安
婦
問

題
が
人
権
に
反
す
る
恐
ろ
し
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
現
在
お
よ
び
次
世
代
の
日
本
国
民
に
教
育
す
る
こ
と
」
「
慰
安
婦
動
員

を
否
認
す
る
い
か
な
る
主
張
に
対
し
て
も
公
に
強
く
繰
り
返
し
反
論
す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
米
下
院
の
国
際
関
係
委
員
会

が
こ
の
よ
う
な
決
議
を
し
た
こ
と
は
内
政
干
渉
と
考
え
る
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

一
〇

安
倍
首
相
の
「
ま
だ
学
問
的
に
確
定
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
な
い
状
況
で
は
な
い
か
。
（
略
）
さ
き
の
大
戦

を
ど
の
よ
う
に
こ
れ
は
定
義
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り
、
こ
れ
は
政
府
の
仕
事
で
は
な
い
だ

七



ろ
う
と
私
は
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
歴
史
家
の
判
断
に
ま
つ
べ
き
で
は
な
い
か
。
（
略
）
歴
史
と
い
う
の

は
長
い
連
続
性
の
中
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
（
略
）
政
府
が
歴
史
の
裁
判
官
に
な
っ
て
そ
れ
を
単
純
に
白
黒
つ
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
私
は
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
第
一
六
四
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
、
二
〇

〇
六
年
二
月
一
六
日
）
と
い
う
答
弁
に
つ
い
て

�

七
や
八
で
い
う
よ
う
に
安
倍
首
相
は
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
委
員
会
な
ど
で
積
極
的
に
発
言
を
し
て
き
た
。

「
我
が
国
の
教
科
書
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
外
交
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
非
常
に
特
殊
性
が
あ
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
」
「
私
も
従
来
か
ら
我
が
国
の
歴
史
教
科
書
の
記
述
に
つ
い
て
は
問
題
点
が
多
い
な
、
こ
う
思
っ
て
お
り
ま
し

た
」
（
第
一
四
〇
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
第
二
分
科
会
、
一
九
九
七
年
五
月
二
七
日
）
と
発
言
し
て
い
る
。

こ
こ
で
安
倍
首
相
が
い
う
「
外
交
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

�

こ
こ
で
安
倍
首
相
が
い
う
「
歴
史
教
科
書
の
記
述
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
」
と
は
、
具
体
的
に
何
に
つ
い
て
の
記
述

を
さ
す
の
か
、
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
は
「
歴
史
は
歴
史
家
の
判
断
に
待
つ
べ
き
」
「
政
府
の
仕
事
で
は
な
い
」
と
主
張
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、

八



「
日
本
の
前
途
と
歴
史
教
育
を
考
え
る
若
手
議
員
の
会
」
を
結
成
し
、
歴
史
教
科
書
の
記
述
や
あ
り
方
に
つ
い
て
積
極
的

に
発
言
し
て
き
た
。
こ
の
両
者
の
姿
勢
は
矛
盾
す
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
は
、
政
治
家
と
し
て
歴
史
認
識
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
何
を
根
拠
に
「
歴
史
教
科
書
が
問

題
で
あ
る
」
と
こ
れ
ま
で
発
言
し
て
き
た
の
か
。
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

歴
代
の
総
理
大
臣
や
閣
僚
が
歴
史
認
識
を
示
し
て
き
た
の
は
、
安
倍
首
相
か
ら
見
れ
ば
「
政
府
が
歴
史
の
裁
判
官
」
に

な
っ
た
と
い
う
適
切
で
は
な
い
政
治
姿
勢
な
の
か
。

一
一

安
倍
首
相
の
自
著
の
「
た
し
か
に
軍
部
の
独
走
で
あ
り
、
も
っ
と
も
大
き
な
責
任
は
時
の
指
導
者
に
あ
る
。
」
（
『
美

し
い
国
へ
』
二
五
頁
）
「
日
本
は
講
和
と
ひ
き
か
え
に
、
服
役
中
の
国
民
を
自
国
の
判
断
で
釈
放
で
き
る
と
い
う
国
際
法
上

慣
例
と
な
っ
て
い
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
の
だ
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
七
二
頁
）

「
天
皇
は
『
象
徴
天
皇
』
に
な
る
前
か
ら
日
本
国
の
象
徴
だ
っ
た
の
だ
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
一
〇
四
頁
）
「
六
〇
年

前
、
天
皇
が
特
別
の
意
味
を
も
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
若
者
た
ち
の
、
哀
し
い
悲
劇
が
生
ま
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
一
〇
六
頁
）
と
い
う
記
述
と
、
「
昭
和
の
歴
史
を
虚
心
に
振
り
返
れ
ば
、
極
東
軍
事
裁
判

に
よ
っ
て
Ａ
級
戦
犯
と
さ
れ
た
人
々
に
戦
争
の
責
任
を
す
べ
て
帰
す
の
は
、
不
可
能
で
す
。
」
（
「
諸
君
！
」
二
〇
〇
五
年

九



三
月
号
）
な
ど
の
一
連
の
発
言
に
つ
い
て

�

こ
う
し
た
具
体
的
な
判
断
は
、
安
倍
首
相
自
ら
が
歴
史
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
。

安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

歴
史
認
識
の
も
と
で
の
発
言
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
安
倍
首
相
は
何
を
根
拠
に
意
見
表
明
を
し
て
い
る
の
か
示
さ
れ

よ
。

一
二

安
倍
首
相
の
「
中
身
で
い
え
ば
、
ま
ず
自
虐
史
観
に
侵
さ
れ
た
偏
向
し
た
歴
史
教
育
、
教
科
書
の
問
題
が
あ
り
ま

す
。
」
「
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
左
サ
イ
ド
ぎ
り
ぎ
り
に
す
べ
て
の
球
が
集
ま
っ
て
い
て
、
全
体
で
み
る
と
、
ひ
ど
く
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。
（
略
）
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
ど
真
ん
中
の
記
述
ば
か
り
で
あ
っ
た
扶
桑
社
教
科
書
の
市
販
本
は

百
万
部
近
く
売
れ
て
国
民
に
支
持
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
現
場
で
の
採
択
は
惨
憺
た
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
現

状
の
採
択
の
仕
組
み
で
は
、
大
多
数
の
国
民
の
良
識
が
反
映
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
の

状
況
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
（
略
）
現
在
は
、
自
分
が
裁
判
官
に
な
っ
た
か
の
ご
と
く
祖
国
の
歴
史
を
裁
い

て
、
し
た
り
顔
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
採
択
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
子
供
た
ち
に
一
方
的
な
断
罪
史
観
を
押
し
つ
け
て
い

る
。
」
（
「
正
論
」
二
〇
〇
五
年
一
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

一
〇



�

安
倍
首
相
は
「
自
虐
史
観
」
「
断
罪
史
観
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
考
え
方
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

�

安
倍
首
相
が
「
自
虐
史
観
」
「
断
罪
史
観
」
と
判
断
し
た
根
拠
は
何
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

「
自
虐
史
観
」
「
断
罪
史
観
」
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
安
倍
首
相
自
ら
が
歴
史
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
い
か
が
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
一


