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西
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Ｑ
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一 

は
じ
め
に 

 

「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」 

「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
。
日
本
新

聞
協
会
が
発
行
す
る
『
新
聞
研
究
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
は
「
関

西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
今
」と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。そ
こ
で
、

毎
日
放
送
の
西
村
秀
樹
は
「
関
西
マ
ス
コ
ミ
の
特
徴
と
し
て
よ

く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
市
民
と
の
距
離
感
の
近
さ
」
だ
と
書
い

た(

一)

。
ま
た
、
現
役
の
産
経
新
聞
大
阪
本
社
の
記
者
で
あ
る
野

瀬
吉
信
は
「
効
率
や
生
産
性
、
合
理
性
を
度
外
視
し
た
『
紙
面

を
埋
め
る
』『
他
紙
に
は
負
け
ら
れ
な
い
』
と
い
う
関
西
独
特
の

事
情
」
を
強
調
し
た(

二)

。 

「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
岡
満
男
は
著
書
『
大
阪
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
で
、

そ
の
特
質
を
中
央
＝
政
治
権
力
か
ら
の
距
離
に
見
出
し
て
い
る
。

「
政
治
の
中
心
地
か
ら
地
理
的
に
あ
る
て
い
ど
へ
だ
た
り
、
し

か
も
た
え
ず
活
発
な
う
ご
き
を
え
が
く
大
阪
は
、
政
治
権
力
に

た
い
し
て
精
神
的
な
距
離
を
た
も
つ
の
に
絶
好
の
環
境
と
い
え

よ
う
」(

三)

。
し
か
し
、
大
阪
同
様
、
関
西
も
中
央
か
ら
の
距
離

が
あ
る
と
い
う
性
質
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を

「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
な
よ

う
に
も
思
え
る
。「
関
西
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
発
展
さ
せ
る
」

と
う
た
う
坂
田
記
念
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
賞
も
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
の
趣
旨
説
明
に
お
い
て
、「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
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鹿
の
関
、美
濃
の
不
破
の
関
、越
前
の
愛
発
＝
あ
ら
ち
＝
の
関
）

を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
関
を
現
代
の
地
図
に
落

と
せ
ば
、
お
の
ず
と
京
都
と
福
井
の
境
あ
た
り
、
滋
賀
と
岐
阜

と
の
境
あ
た
り
、
さ
ら
に
は
三
重
・
鈴
鹿
あ
た
り
を
境
界
と
す

る
「
関
西
」
が
浮
か
び
上
が
る(

六)

。
そ
の
後
三
関
と
し
て
愛
発

に
か
わ
っ
て
近
江
の
逢
坂
が
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た

江
戸
時
代
に
は
「
関
」
と
し
て
箱
根
が
代
表
的
な
存
在
と
な
っ

た
り
し
た
が
、
そ
れ
で
も
箱
根
以
西
を
関
西
と
は
い
わ
ず
、
鈴

鹿
関
や
不
破
関
あ
た
り
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
以
西
を
関
西
と

呼
ん
で
い
た
と
い
う(

七)

。 

関
西
と
い
う
地
域
概
念
が
近
畿
を
越
え
て
瀬
戸
内
一
帯
、
山

陰
地
方
、
九
州
、
四
国
南
部
ま
で
ひ
ろ
く
含
ん
だ
広
い
地
域
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
電
話
帳
に
現
れ
る
事
業
所

名
に
「
関
西
」
が
つ
け
ら
れ
る
範
囲
を
み
る
と
、
富
山
以
西
の

西
日
本
に
ま
で
広
が
る
と
の
調
査
結
果
も
あ
る(

八)

。
行
政
的
に

定
め
ら
れ
た
範
囲
で
は
な
い
た
め
、
行
政
区
分
と
し
て
確
立
し

た
「
近
畿
」
と
比
べ
る
と
、「
関
西
」
に
は
あ
い
ま
い
さ
が
残
っ

て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
が
つ
く
る
「
想
像
の
共
同
体
」
と
し
て
の
関
西 

そ
こ
に
、
メ
デ
ィ
ア
が
つ
く
る
「
想
像
の
共
同
体
」
と
い
う

概
念
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
黒
田
勇
で
あ
る
。
黒
田
に
よ
る
と
、

近
代
に
な
っ
て
新
た
に
「
関
西
」
が
地
理
的
概
念
と
し
て
構
築

さ
れ
た
経
緯
に
は
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
大
阪

か
ら
朝
日
、
毎
日
と
い
う
ふ
た
つ
の
全
国
紙
が
誕
生
し
た
歴
史

が
関
係
し
て
い
る
。
両
紙
は
地
理
的
に
近
接
す
る
府
県
に
行
政

区
分
を
超
え
て
拡
張
を
図
っ
た
。
そ
う
し
た
明
治
末
期
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
の
『
大
阪
朝
日
（
大
朝
）』
や
『
大
阪
毎
日
（
大

毎
）』
の
販
売
拡
大
が
「
関
西
」
と
い
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を

作
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
は
、
戦
後
の
テ
レ
ビ
の
放
送
エ
リ
ア
と

し
て
関
西
広
域
圏
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
も
、「
関
西
」
と
い
う
自

意
識
を
作
り
出
す
の
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た(

九)

。 

た
だ
し
、『
朝
日
』『
毎
日
』
は
全
国
紙
で
あ
り
、「
大
阪
」
の

地
域
性
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
関

西
」
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。『
朝
毎
』
の
本
質
は
「
全
国

性
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
代
の
「
関
西
」
が
戦
後
の
近
畿
広

域
放
送
圏
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
昭

「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
ふ
た
つ
の
用
語
を
同
居
さ
せ
て

い
る(
四)

。 
以
上
の
用
例
を
検
討
す
る
限
り
、「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

と
「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
間
に
明
確
な
違
い
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。
実
際
、
野
瀬
は
「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
関

西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
置
き
換
え
て
も
い
い
」
と
も
述
べ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、
新
た
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
神
戸
や
京
都
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
す
べ
て
「
大
阪
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
等
し

い
の
だ
ろ
う
か
。「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
境
界
は
ど
こ
ま

で
広
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
岡
山
や
徳
島
、
あ
る
い
は
三

重
や
福
井
と
い
っ
た
地
域
は
、「
関
西
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
想

定
す
る
地
域
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
に
お
け
る
「
関

西
」
の
定
義
に
は
あ
い
ま
い
な
点
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。 

大
阪
の
新
聞
を
研
究
す
る
際
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
そ
れ
が

「
大
阪
」
の
地
域
性
（「
大
阪
」
性
、「
大
阪
ら
し
さ
」）
と
結
び

つ
い
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
関
西
」
の
地
域
性
と
結
び
つ

い
て
い
る
の
か
、と
い
う
形
で
、し
ば
し
ば
立
ち
現
れ
て
く
る
。

本
稿
は
そ
の
問
い
に
対
す
る
ひ
と
ま
ず
の
論
点
整
理
の
試
み
で

あ
る
。 
 地

域
呼
称
と
し
て
の
「
関
西
」 

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
役
割
を

果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
近
代
を
離
れ
て
、
そ
の
は
る
か
以
前
に

そ
も
そ
も
「
関
西
」
と
い
う
用
語
自
体
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し

て
き
た
も
の
か
を
み
て
み
よ
う
。網
野
善
彦
に
よ
る
と
、「
関
西
」

の
呼
称
の
初
見
は
、
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
に
さ
か

の
ぼ
る
。
富
士
川
の
戦
い
で
平
氏
を
撃
破
し
、
上
洛
を
逸
る
源

頼
朝
に
、武
将
た
ち
が
さ
ら
な
る
平
定
を
進
め
た
後
に「
関
西
」

に
至
る
べ
し
と
説
得
し
た
、
と
い
う
下
り
で
あ
る
。
網
野
は
そ

こ
に
、
東
国
に
独
立
し
た
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
人
々
に

と
っ
て
の
西
の
王
朝
を
表
象
す
る
地
域
概
念
の
成
立
を
み
る

(
五)
。 関

西
の
「
関
」
と
は
、
関
所
を
意
味
す
る
。
作
道
洋
太
郎
に

よ
れ
ば
、
関
西
と
い
う
地
域
概
念
は
、
元
来
三
関
（
伊
勢
の
鈴
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鹿
の
関
、美
濃
の
不
破
の
関
、越
前
の
愛
発
＝
あ
ら
ち
＝
の
関
）

を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
関
を
現
代
の
地
図
に
落

と
せ
ば
、
お
の
ず
と
京
都
と
福
井
の
境
あ
た
り
、
滋
賀
と
岐
阜

と
の
境
あ
た
り
、
さ
ら
に
は
三
重
・
鈴
鹿
あ
た
り
を
境
界
と
す

る
「
関
西
」
が
浮
か
び
上
が
る(

六)

。
そ
の
後
三
関
と
し
て
愛
発

に
か
わ
っ
て
近
江
の
逢
坂
が
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た

江
戸
時
代
に
は
「
関
」
と
し
て
箱
根
が
代
表
的
な
存
在
と
な
っ

た
り
し
た
が
、
そ
れ
で
も
箱
根
以
西
を
関
西
と
は
い
わ
ず
、
鈴

鹿
関
や
不
破
関
あ
た
り
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
以
西
を
関
西
と

呼
ん
で
い
た
と
い
う(

七)

。 

関
西
と
い
う
地
域
概
念
が
近
畿
を
越
え
て
瀬
戸
内
一
帯
、
山

陰
地
方
、
九
州
、
四
国
南
部
ま
で
ひ
ろ
く
含
ん
だ
広
い
地
域
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
電
話
帳
に
現
れ
る
事
業
所

名
に
「
関
西
」
が
つ
け
ら
れ
る
範
囲
を
み
る
と
、
富
山
以
西
の

西
日
本
に
ま
で
広
が
る
と
の
調
査
結
果
も
あ
る(

八)

。
行
政
的
に

定
め
ら
れ
た
範
囲
で
は
な
い
た
め
、
行
政
区
分
と
し
て
確
立
し

た
「
近
畿
」
と
比
べ
る
と
、「
関
西
」
に
は
あ
い
ま
い
さ
が
残
っ

て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
が
つ
く
る
「
想
像
の
共
同
体
」
と
し
て
の
関
西 

そ
こ
に
、
メ
デ
ィ
ア
が
つ
く
る
「
想
像
の
共
同
体
」
と
い
う

概
念
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
黒
田
勇
で
あ
る
。
黒
田
に
よ
る
と
、

近
代
に
な
っ
て
新
た
に
「
関
西
」
が
地
理
的
概
念
と
し
て
構
築

さ
れ
た
経
緯
に
は
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
大
阪

か
ら
朝
日
、
毎
日
と
い
う
ふ
た
つ
の
全
国
紙
が
誕
生
し
た
歴
史

が
関
係
し
て
い
る
。
両
紙
は
地
理
的
に
近
接
す
る
府
県
に
行
政

区
分
を
超
え
て
拡
張
を
図
っ
た
。
そ
う
し
た
明
治
末
期
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
の
『
大
阪
朝
日
（
大
朝
）』
や
『
大
阪
毎
日
（
大

毎
）』
の
販
売
拡
大
が
「
関
西
」
と
い
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を

作
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
は
、
戦
後
の
テ
レ
ビ
の
放
送
エ
リ
ア
と

し
て
関
西
広
域
圏
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
も
、「
関
西
」
と
い
う
自

意
識
を
作
り
出
す
の
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た(

九)

。 

た
だ
し
、『
朝
日
』『
毎
日
』
は
全
国
紙
で
あ
り
、「
大
阪
」
の

地
域
性
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
関

西
」
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。『
朝
毎
』
の
本
質
は
「
全
国

性
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
代
の
「
関
西
」
が
戦
後
の
近
畿
広

域
放
送
圏
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
昭
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の
状
況
を
伝
え
る
各
種
年
鑑
、
新
聞
内
報
（
新
聞
業
界
紙
誌
）、

行
政
資
料
な
ど
を
参
考
に
、『
大
阪
時
事
』
の
頒
布
領
域
＝
影
響

力
の
ひ
ろ
が
り
を
分
析
す
る
。 

先
行
研
究
と
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
、
そ
れ
が
形
づ
く
る
空

間
と
の
関
連
と
い
う
視
点
か
ら
、
山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新

聞
読
書
層
』
を
ま
ず
挙
げ
て
お
き
た
い
。
鉄
道
が
形
成
す
る
新

聞
文
化
圏
に
注
目
し
た
山
本
は
、
大
阪
紙
の
全
国
進
出
（
頒
布

地
域
の
拡
大
）
は
鉄
道
網
の
発
達
と
密
接
な
関
連
が
あ
っ
た
と

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
山
本
は
「
関
西
」
に
つ
い
て
、「
滋
賀
、

三
重
、
和
歌
山
、
兵
庫
な
ど
大
阪
周
辺
地
域
で
は
、『
大
阪
朝
日
』

『
大
阪
毎
日
』
の
進
出
が
は
げ
し
い
。
か
な
り
整
備
さ
れ
た
関

西
一
円
の
鉄
道
、
道
路
と
組
織
化
さ
れ
た
販
売
店
を
通
じ
て
、

大
阪
紙
は
迅
速
に
配
達
さ
れ
て
い
た
。
各
地
で
『
大
阪
毎
日
』

に
大
差
を
つ
け
て
い
る
『
大
阪
朝
日
』
が
地
元
有
力
紙
と
部
数

第
一
位
を
争
う
ほ
ど
の
勢
力
を
関
西
地
方
に
形
成
し
て
い
た
」

(

一
〇)

と
言
及
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
関
西
地
方
」
と
は
、
歴
史
的
な
変

遷
を
吟
味
し
た
上
で
の
用
語
で
は
な
く
、「
近
畿
」
と
ほ
ぼ
等
し

い
現
在
の
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
山

本
は
、
中
国
地
方
に
つ
い
て
は
別
に
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
中
国
地
方
へ
も
大
阪
紙
は
幅
広
く
進
出
し
て
い
た
。
岡
山

地
方
で
は
、『
大
阪
朝
日
』
が
明
治
二
〇
年
代
か
ら
地
元
有
力
紙

と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
に
浸
透
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
こ
の
地
域
は

鉄
道
ば
か
り
で
な
く
社
会
経
済
的
に
も
東
京
よ
り
も
大
阪
に
近

接
し
て
い
た
」(

一
一)

。
全
国
紙
モ
デ
ル
の
確
立
に
邁
進
す
る
朝

毎
の
販
売
担
当
者
に
、「
関
西
地
方
」
と
「
中
国
地
方
」
を
区
別

す
る
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
彼
等
に
と
っ
て
何
よ
り
重
要

な
の
は
、
紙
が
売
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の

だ
か
ら
。 

ほ
か
に
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
を
記
事
（
内
容
）

よ
り
も
紙
（
形
式
）
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
貴
重
な
研
究
と
し
て
、井
川
充
雄『
紙
を
め
ぐ
る
攻
防
』

(

一
二)

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
井
川
は
、
新
聞
用
紙
割
当
を
め
ぐ

る
政
治
的
、
経
済
的
攻
防
を
素
材
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
思
惑
（
新
興

紙
育
成
）
と
読
者
の
実
際
の
反
応
（
既
存
紙
、
復
刊
型
新
興
紙

へ
の
好
意
）
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、

和
戦
前
期
、
大
正
期
、
明
治
期
に
新
聞
が
作
り
上
げ
た
広
域
の

「
想
像
の
共
同
体
」
と
必
ず
し
も
地
理
的
に
イ
コ
ー
ル
と
は
か

ぎ
ら
な
い
。
そ
の
当
時
、「
関
西
」
の
意
識
は
現
在
と
ど
の
よ
う

に
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
は
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
大
阪
の
新
聞
と
し
て
『
朝
毎
』
に
つ
ぐ
第
三
極

の
座
に
あ
っ
た
『
大
阪
時
事
新
報
』
に
着
目
し
、
そ
れ
が
「
ど

こ
に
配
ら
れ
て
い
る
か
」を
検
討
す
る
作
業
を
通
じ
て
、「
関
西
」

の
定
義
に
新
た
な
視
点
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
。『
大
阪

時
事
』
は
、
中
央
に
お
け
る
高
級
紙
で
あ
る
『
時
事
新
報
』
の

西
へ
の
展
開
と
し
て
発
行
さ
れ
た
歴
史
を
持
つ
。
つ
ま
り
大
阪

の
地
元
紙
と
し
て
内
在
的
な
「
大
阪
性
」
を
持
つ
存
在
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
外
部
の
眼
か
ら
大
阪
発
行
の
意
味
を
考
え
、
戦

略
を
立
案
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
一
方
で
、

『
朝
毎
』
の
よ
う
に
破
竹
の
勢
い
で
全
国
に
紙
勢
を
伸
ば
し
て

い
く
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
東
京
に
は
本

家
『
時
事
新
報
』
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
む
や
み
な
拡
張
は
許
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
必
然
的
に
大
阪
発
行
の
新
聞
と
し
て

影
響
力
の
最
大
化
を
図
る
べ
き
範
囲
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か

を
探
る
作
業
を
強
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
す
れ
ば
、
発
行
場
所
で
は
な
く
「
ど
こ
に
配
ら
れ
て
い
た

か
」
か
ら
『
大
阪
時
事
』
が
構
築
し
活
動
し
て
い
た
メ
デ
ィ
ア

空
間
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、「
関
西
」
の
範
囲
を
確
定
し
そ

の
意
味
を
検
討
す
る
ひ
と
つ
の
材
料
に
も
な
り
得
る
は
ず
だ
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
戦
前
に
支
配
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
新
聞

が
、
い
か
に
「
関
西
」
と
い
う
人
々
の
意
識
を
作
り
上
げ
て
い

っ
た
の
か
の
例
証
に
も
な
る
は
ず
だ
。 

 資
料
／
方
法
論
／
先
行
研
究 

戦
前
に
お
け
る
各
社
の
発
行
部
数
、頒
布
状
況
に
つ
い
て
は
、

信
頼
出
来
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
が
、
占
領
期
の
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

（General Headquarters, the Suprem
e Com

m
ander for the 

A
llied Powers 

、
以
下
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
略
す
）
の
資
料
に
は
日
本
新

聞
協
会
か
ら
の
報
告
に
基
づ
く
詳
細
な
数
字
が
残
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き

る
こ
の
資
料
を
主
と
し
て
、
さ
ら
に
戦
前
、
占
領
期
の
新
聞
界
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の
状
況
を
伝
え
る
各
種
年
鑑
、
新
聞
内
報
（
新
聞
業
界
紙
誌
）、

行
政
資
料
な
ど
を
参
考
に
、『
大
阪
時
事
』
の
頒
布
領
域
＝
影
響

力
の
ひ
ろ
が
り
を
分
析
す
る
。 

先
行
研
究
と
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
、
そ
れ
が
形
づ
く
る
空

間
と
の
関
連
と
い
う
視
点
か
ら
、
山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新

聞
読
書
層
』
を
ま
ず
挙
げ
て
お
き
た
い
。
鉄
道
が
形
成
す
る
新

聞
文
化
圏
に
注
目
し
た
山
本
は
、
大
阪
紙
の
全
国
進
出
（
頒
布

地
域
の
拡
大
）
は
鉄
道
網
の
発
達
と
密
接
な
関
連
が
あ
っ
た
と

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
山
本
は
「
関
西
」
に
つ
い
て
、「
滋
賀
、

三
重
、
和
歌
山
、
兵
庫
な
ど
大
阪
周
辺
地
域
で
は
、『
大
阪
朝
日
』

『
大
阪
毎
日
』
の
進
出
が
は
げ
し
い
。
か
な
り
整
備
さ
れ
た
関

西
一
円
の
鉄
道
、
道
路
と
組
織
化
さ
れ
た
販
売
店
を
通
じ
て
、

大
阪
紙
は
迅
速
に
配
達
さ
れ
て
い
た
。
各
地
で
『
大
阪
毎
日
』

に
大
差
を
つ
け
て
い
る
『
大
阪
朝
日
』
が
地
元
有
力
紙
と
部
数

第
一
位
を
争
う
ほ
ど
の
勢
力
を
関
西
地
方
に
形
成
し
て
い
た
」

(

一
〇)

と
言
及
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
関
西
地
方
」
と
は
、
歴
史
的
な
変

遷
を
吟
味
し
た
上
で
の
用
語
で
は
な
く
、「
近
畿
」
と
ほ
ぼ
等
し

い
現
在
の
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
山

本
は
、
中
国
地
方
に
つ
い
て
は
別
に
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
中
国
地
方
へ
も
大
阪
紙
は
幅
広
く
進
出
し
て
い
た
。
岡
山

地
方
で
は
、『
大
阪
朝
日
』
が
明
治
二
〇
年
代
か
ら
地
元
有
力
紙

と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
に
浸
透
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
こ
の
地
域
は

鉄
道
ば
か
り
で
な
く
社
会
経
済
的
に
も
東
京
よ
り
も
大
阪
に
近

接
し
て
い
た
」(

一
一)

。
全
国
紙
モ
デ
ル
の
確
立
に
邁
進
す
る
朝

毎
の
販
売
担
当
者
に
、「
関
西
地
方
」
と
「
中
国
地
方
」
を
区
別

す
る
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
彼
等
に
と
っ
て
何
よ
り
重
要

な
の
は
、
紙
が
売
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の

だ
か
ら
。 

ほ
か
に
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
を
記
事
（
内
容
）

よ
り
も
紙
（
形
式
）
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
貴
重
な
研
究
と
し
て
、井
川
充
雄『
紙
を
め
ぐ
る
攻
防
』

(

一
二)

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
井
川
は
、
新
聞
用
紙
割
当
を
め
ぐ

る
政
治
的
、
経
済
的
攻
防
を
素
材
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
思
惑
（
新
興

紙
育
成
）
と
読
者
の
実
際
の
反
応
（
既
存
紙
、
復
刊
型
新
興
紙

へ
の
好
意
）
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
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近
畿
を
は
み
出
る
販
路 

「

Rural- 
U

rban 
Circulation 

of 
Principal 

D
ailies 

in 
Japan

」(

一
五)

と
題
さ
れ

た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
、
府

県
別
の
一
九
四
七
（
昭

和
二
二
）
年
九
月
一
日

現
在
の
各
紙
発
行
部
数

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

デ
ー
タ
の
出
所
は
日
本

新
聞
協
会
で
あ
る(

一
六)

。

『
大
阪
時
事
』
の
部
数

が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

大
阪
、
兵
庫
、
京
都
、

奈
良
、滋
賀
、和
歌
山
、

香
川
、
愛
媛
の
二
府
六

県
。
そ
れ
ぞ
れ
の
府
県

に
つ
い
て
、
比
較
の
た

め
、『
大
阪
時
事
』
に
加

え
て
『
大
阪
新
聞
』
と

『
朝
日
新
聞
』
の
部
数

を
表
１
に
ま
と
め
た
。

さ
ら
に
、『
大
阪
時
事
』

と
『
大
阪
新
聞
』
の
頒

布
分
布
を
西
日
本
の
地

図
に
落
と
し
込
ん
で
み

た
の
が
図
１
で
あ
る
。 

一
見
し
て
、『
大
阪
時

事
』
の
頒
布
領
域
の
方

が
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
朝
日
新
聞
』
は
当
然

な
が
ら
ほ
か
の
府
県
で

も
紙
が
出
て
い
る
が
、

『
大
阪
新
聞
』は
大
阪
、

京
都
、
兵
庫
、
奈
良
の

表１　1947年9月1日現在の県別発行部数

都市部 郡部 都市部 郡部 都市部 郡部

大阪 43,919 12,520 238,685 24,160 264,980 87,222

兵庫 8,363 4,540 37,333 1,532 121,249 110,260
京都 1,815 0 4,456 0 42,213 105,162
奈良 0 5,435 0 1,106 7,567 49,505
和歌山 3,887 8,768 not listed not listed 28,383 42,692
滋賀 0 2,806 not listed not listed 40,036 14,747
香川 1,200 1,501 not listed not listed 24,128 12,758
愛媛 1,550 0 not listed not listed 28,989 22,627

出典：Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan

朝日新聞大阪時事 大阪新聞

戦
前
か
ら
続
く
既
存
紙
た
る
『
朝
日
』『
毎
日
』『
読
売
』
が
い

か
に
戦
後
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
を
制
圧
し
て
い
っ
た
か
が
浮

か
び
上
が
る
。
た
だ
し
、
頒
布
状
況
、
す
な
わ
ち
「
ど
こ
に
配

ら
れ
て
い
る
か
」
の
詳
細
な
検
討
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。 

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
章
で
は
実
際
に
、

大
阪
時
事
新
報
の
頒
布
領
域
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料
に
残
さ
れ
た
数
字

か
ら
追
っ
て
み
る
。 

 

 
 
 

二 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料
か
ら
み
る
『
大
阪
時
事
新
報
』
の
頒

布
領
域 

 

占
領
期
『
大
阪
時
事
』
の
動
き 

ま
ず
戦
後
の
『
大
阪
時
事
新
報
』
の
動
き
を
簡
単
に
確
認
し

て
お
き
た
い
。 

『
大
阪
時
事
』
は
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
に
新
聞
統
合

に
よ
っ
て
、
新
聞
販
売
店
主
出
身
の
立
志
伝
中
の
人
物
で
『
産

経
新
聞
』
の
創
始
者
で
も
あ
る
前
田
久
吉
率
い
る
『
夕
刊
新
大

阪
』
と
合
併
し
姿
を
消
し
た
が
、
四
五
年
夏
の
終
戦
を
経
て
、

四
六
年
一
月
に
前
田
に
よ
っ
て
ま
ず
『
時
事
新
報
』
が
復
刊
。

さ
ら
に
二
月
、『
大
阪
時
事
新
報
』
が
復
刊
し
た
。
四
八
年
五
月

に
部
数
十
万
三
千
百
七
十
二
部(

一
三)

。
四
九
年
一
月
一
一
日
号

か
ら
夕
刊
化
し
た
が
、
同
年
六
月
に
は
『
大
阪
新
聞
』
に
合
同

し
、
再
び
休
刊
し
た
。 

『
時
事
新
報
』『
大
阪
時
事
』
復
刊
時
に
は
両
者
間
で
編
集
方

針
を
共
有
す
る
覚
書
が
か
わ
さ
れ
、連
載
小
説
の
費
用
は
折
半
、

『
時
事
』
の
伝
統
あ
る
コ
ラ
ム
「
時
事
小
観
」
は
再
編
集
せ
ず

に
『
大
時
』
に
転
載
さ
れ
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た(

一
四)

。
つ

ま
り
、
急
激
な
日
本
主
義
化
を
特
徴
と
し
た
昭
和
戦
前
期
と
違

っ
て
、
戦
後
の
『
大
阪
時
事
』
ブ
ラ
ン
ド
は
、
東
京
の
『
時
事

新
報
』
色
を
受
け
継
ぎ
、
自
由
主
義
、
啓
蒙
主
義
的
色
彩
を
押

し
出
し
て
い
た
。 

で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
教
育
局
（Civil Inform

ation and 
Educational Section

、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）
が
ま
と
め
た
文
書
内
に
記
載

さ
れ
て
い
る
県
別
発
行
部
数
を
見
て
い
こ
う
。 
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近
畿
を
は
み
出
る
販
路 

「

Rural- 
U

rban 
Circulation 

of 
Principal 

D
ailies 

in 
Japan

」(

一
五)

と
題
さ
れ

た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
、
府

県
別
の
一
九
四
七
（
昭

和
二
二
）
年
九
月
一
日

現
在
の
各
紙
発
行
部
数

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

デ
ー
タ
の
出
所
は
日
本

新
聞
協
会
で
あ
る(

一
六)

。

『
大
阪
時
事
』
の
部
数

が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

大
阪
、
兵
庫
、
京
都
、

奈
良
、滋
賀
、和
歌
山
、

香
川
、
愛
媛
の
二
府
六

県
。
そ
れ
ぞ
れ
の
府
県

に
つ
い
て
、
比
較
の
た

め
、『
大
阪
時
事
』
に
加

え
て
『
大
阪
新
聞
』
と

『
朝
日
新
聞
』
の
部
数

を
表
１
に
ま
と
め
た
。

さ
ら
に
、『
大
阪
時
事
』

と
『
大
阪
新
聞
』
の
頒

布
分
布
を
西
日
本
の
地

図
に
落
と
し
込
ん
で
み

た
の
が
図
１
で
あ
る
。 

一
見
し
て
、『
大
阪
時

事
』
の
頒
布
領
域
の
方

が
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
朝
日
新
聞
』
は
当
然

な
が
ら
ほ
か
の
府
県
で

も
紙
が
出
て
い
る
が
、

『
大
阪
新
聞
』は
大
阪
、

京
都
、
兵
庫
、
奈
良
の

表１　1947年9月1日現在の県別発行部数

都市部 郡部 都市部 郡部 都市部 郡部

大阪 43,919 12,520 238,685 24,160 264,980 87,222

兵庫 8,363 4,540 37,333 1,532 121,249 110,260
京都 1,815 0 4,456 0 42,213 105,162
奈良 0 5,435 0 1,106 7,567 49,505
和歌山 3,887 8,768 not listed not listed 28,383 42,692
滋賀 0 2,806 not listed not listed 40,036 14,747
香川 1,200 1,501 not listed not listed 24,128 12,758
愛媛 1,550 0 not listed not listed 28,989 22,627

出典：Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan

朝日新聞大阪時事 大阪新聞
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と
こ
ろ
が
、
前
田
率
い
る
『
大
阪
新
聞
』
及
び
そ
の
僚
紙
『
大

阪
時
事
』『
産
業
経
済
』『
時
事
新
報
』
を
合
算
し
て
み
る
と
七

十
六
万
九
千
七
百
十
八
部
と
な
り
、『
中
部
日
本
』
の
七
十
七
万

八
千
五
百
五
十
二
部
に
肉
薄
す
る
五
位
に
浮
上
す
る
。
前
田
の

視
界
に
、
全
国
紙
に
駆
け
上
が
る
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
た
と

想
像
し
て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
全
国
紙
モ
デ
ル
に
お
け
る
理
想
は
都
市
部
と
郡
部
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
朝
毎
の
よ
う
に
半
々
に
保
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。 

以
上
、都
道
府
県
別
の
新
聞
部
数
デ
ー
タ
か
ら『
大
阪
時
事
』

の
頒
布
領
域
を
探
っ
て
み
た
。
同
文
書
は
あ
く
ま
で
都
道
府
県

表2　主要日刊紙総発行部数（1947年9月現在）

順位 新聞名 総発行部数

1 朝日 3,490,814

2 毎日 3,196,136

3 読売 1,626,449

4 中部日本 778,552

5 北海道 627,443

6 西日本 546,577

7 東京新聞 471,971

8 日本経済 327,472

9 大阪新聞 307,272

10 時事新報 248,338

11 中国新聞 198,418

12 東京タイムス 168,892

13 神戸新聞 153,544

14 合同新聞 151,177

15 京都新聞 137,954

16 河北新報 132,440

17 北国毎日 131,868

18 新潟日報 122,951

19 産業経済 117,804

20 南日本 116,910

21 信濃毎日 113,359

22 大阪日日 110,500

23 熊本日日 109,404

24 新大阪 107,059

25 夕刊フクニチ 98,055

26 大阪時事 96,304

27 高知新聞 94,571

28 新日本 84,400

29 北日本 84,144

30 静岡新聞 82,852

出典：113 Pricipal Japanese Daily Newspapers Ranked
According  To Total Circulation

二
府
二
県
に
し
か
登
場
し
な
い
。 

付
言
す
れ
ば
、『
大
阪
時
事
』
と
『
大
阪
新
聞
』
は
と
も
に
事

実
上
前
田
久
吉
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
同
じ
く
『
産
業
経
済
新

聞
』（
現
在
の
『
産
経
新
聞
』）
と
い
わ
ば
「
三
つ
子
紙
」
を
形

成
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
は
別
だ
っ
た
も
の

の
、
発
行
所
は
同
じ
大
阪
・
曾
根
崎
の
ビ
ル
に
あ
り
、
従
業
員

も
重
複
し
て
い
た(

一
七)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頒
布
領
域
に
明

確
な
差
が
出
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
同
文
書
に
も
、『
大
阪

時
事
』
の
頒
布
領
域
は
「Kansai Region, Ehim

e and Kagawa 
Pref

」と
記
述
さ
れ
て
お
り
、『
大
阪
新
聞
』の「Kansai Region

」

と
異
な
る
。「
関
西
」
へ
の
言
及
は
同
じ
だ
が
、『
大
時
』
の
ほ

う
が
さ
ら
に
範
囲
が
広
い
。 

同
文
書
は
、
都
市
部
／
郡
部
に
分
け
て
発
行
部
数
を
計
上
し

て
い
る(

一
八)

。『
朝
日
』
は
都
市
部
と
郡
部
が
ほ
ぼ
半
々
（
都
市

部
百
七
十
八
万
一
千
七
百
七
十
二
部
／
郡
部
百
七
十
万
九
千
四

十
二
部
）、『
毎
日
』
は
や
や
郡
部
優
勢
（
都
市
部
百
五
十
八
万

一
千
百
十
四
部
／
郡
部
百
六
十
一
万
五
千
二
十
二
部
）
で
、『
時

事
新
報
』
は
都
市
部
優
勢
だ
が
郡
部
に
も
一
定
の
販
路
を
持
つ

（
都
市
部
十
四
万
九
千
六
百
七
十
八
部
／
郡
部
九
万
八
千
六
百

六
十
部
）。『
大
阪
時
事
』
も
同
様
（
都
市
部
六
万
七
百
三
十
四

部
／
郡
部
三
万
五
千
五
百
七
十
部
）
だ
が
、『
大
阪
新
聞
』
は
極

端
な
都
市
型
（
都
市
部
二
十
八
万
四
百
七
十
四
部
／
郡
部
二
万

六
千
七
百
九
十
八
部
）
で
あ
る
。 

都
市
部
に
集
中
し
て
部
数
が
出
て
い
る
『
大
阪
新
聞
』
は
ビ

ジ
ネ
ス
的
に
は
有
利
な
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前

田
は
「
大
阪
の
地
元
紙
」
に
特
化
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
と
ら

ず
、『
朝
日
』『
毎
日
』『
読
売
』
に
続
く
四
番
目
の
全
国
紙
を
目

指
し
て
打
っ
て
出
た
。そ
の
理
由
は
あ
と
で
検
討
す
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
四
七
年
九
月
現
在
の
百
十
三
の
主
要

な
日
刊
紙
の
総
発
行
部
数
デ
ー
タ
＝
表
２
＝
を
み
て
お
き
た
い

(

一
九)

。
敗
戦
後
二
年
、
民
主
主
義
の
掛
け
声
の
下
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

後
押
し
も
あ
っ
て
叢
生
し
た
新
興
紙
の
熱
気
は
も
は
や
薄
れ
、

既
存
紙
の
強
さ
ば
か
り
が
目
に
つ
く
。
前
田
の
『
大
阪
新
聞
』

も
、
大
阪
で
は
好
調
な
売
れ
行
き
を
続
け
て
い
る
と
は
い
え
九

位
に
止
ま
り
、『
大
阪
時
事
』
は
は
る
か
下
位
に
沈
ん
で
い
る
。 
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と
こ
ろ
が
、
前
田
率
い
る
『
大
阪
新
聞
』
及
び
そ
の
僚
紙
『
大

阪
時
事
』『
産
業
経
済
』『
時
事
新
報
』
を
合
算
し
て
み
る
と
七

十
六
万
九
千
七
百
十
八
部
と
な
り
、『
中
部
日
本
』
の
七
十
七
万

八
千
五
百
五
十
二
部
に
肉
薄
す
る
五
位
に
浮
上
す
る
。
前
田
の

視
界
に
、
全
国
紙
に
駆
け
上
が
る
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
た
と

想
像
し
て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
全
国
紙
モ
デ
ル
に
お
け
る
理
想
は
都
市
部
と
郡
部
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
朝
毎
の
よ
う
に
半
々
に
保
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。 

以
上
、都
道
府
県
別
の
新
聞
部
数
デ
ー
タ
か
ら『
大
阪
時
事
』

の
頒
布
領
域
を
探
っ
て
み
た
。
同
文
書
は
あ
く
ま
で
都
道
府
県

表2　主要日刊紙総発行部数（1947年9月現在）

順位 新聞名 総発行部数

1 朝日 3,490,814

2 毎日 3,196,136

3 読売 1,626,449

4 中部日本 778,552

5 北海道 627,443

6 西日本 546,577

7 東京新聞 471,971

8 日本経済 327,472

9 大阪新聞 307,272

10 時事新報 248,338

11 中国新聞 198,418

12 東京タイムス 168,892

13 神戸新聞 153,544

14 合同新聞 151,177

15 京都新聞 137,954

16 河北新報 132,440

17 北国毎日 131,868

18 新潟日報 122,951

19 産業経済 117,804

20 南日本 116,910

21 信濃毎日 113,359

22 大阪日日 110,500

23 熊本日日 109,404

24 新大阪 107,059

25 夕刊フクニチ 98,055

26 大阪時事 96,304

27 高知新聞 94,571

28 新日本 84,400

29 北日本 84,144

30 静岡新聞 82,852

出典：113 Pricipal Japanese Daily Newspapers Ranked
According  To Total Circulation
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聞
だ
が
、
一
九
四
二
年
に
新
聞
統
合
で
休
刊
（
実
質
的
に
は
吸

収
合
併
に
よ
る
消
滅
）
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
新
興
紙
」

の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
、
前
田
は
主
張
し
て
い

た
。
そ
の
狙
い
は
当
然
、
新
興
紙
に
優
先
的
に
振
り
分
け
ら
れ

る
用
紙
割
当
だ
っ
た
。 

た
だ
し
、
前
田
は
単
に
用
紙
割
当
を
分
捕
る
た
め
の
方
便
と

し
て
し
か
『
大
阪
時
事
』
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
同
文
書
は
続
け
て
、『
大
阪
新
聞
』
を
三
紙
（『
大
阪
』

『
大
阪
時
事
』『
産
業
経
済
』）
の
リ
ー
ダ
ー
と
見
な
し
た
上
で
、

「『
大
阪
新
聞
』の
読
者
層
は
ほ
ぼ
都
市
部
の
中
流
層
お
よ
び
下

流
層
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、『
大
阪
時
事
』
と
『
産
経
』
に
よ
っ

て
中
流
及
び
上
流
の
商
業
的
、
専
門
的
読
者
層
や
田
舎
の
読
者

層
へ
到
達
で
き
る
」
と
、
そ
の
戦
略
を
分
析
し
て
い
る
。『
大
阪

時
事
』
は
、
経
営
が
拡
大
し
て
い
っ
た
際
に
想
定
さ
れ
る
、
多

様
な
読
者
層
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
手
駒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

三 

そ
の
他
の
資
料
か
ら
み
る
『
大
阪
時
事
』
の
メ
デ

ィ
ア
空
間 

 

こ
こ
ま
で
、
占
領
期
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料
を
用
い
て
、『
大
阪
時
事
』

の
販
路
を
み
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
頒
布
領
域
が
大
阪
に
と
ど

ま
ら
ず
、
関
西
一
円
、
さ
ら
に
は
四
国
に
も
広
が
っ
て
い
た
こ

と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。 

こ
う
し
た
販
路
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
朝
一
夕
に
出
来
上

が
る
も
の
で
は
な
い
。戦
前
の
新
聞
の
頒
布
領
域
に
つ
い
て
は
、

そ
の
発
行
部
数
同
様
、
信
頼
す
べ
き
統
計
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て

い
な
い
が
、
断
片
的
な
が
ら
も
『
新
聞
年
鑑
』『
新
聞
総
覧
』
ほ

か
の
資
料
を
用
い
て
、
戦
後
の
頒
布
領
域
地
図
に
つ
な
が
る
流

れ
を
本
章
で
検
討
し
た
い
。 

 

『
新
聞
年
鑑
』
に
み
る
販
路
の
検
討 

戦
前
の
『
新
聞
年
鑑
』
は
、
新
聞
研
究
家
と
し
て
「
新
聞
研

究
所
」
を
主
宰
し
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
永
代
静
雄
が
毎

年
発
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、
日
本
新
聞
協
会
か
ら

別
の
頒
布
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
新
聞
社
ご
と
に
ど
の
地

域
に
配
ら
れ
て
い
た
か
を
整
理
し
た
も
の
で
は
な
い
。た
だ
し
、

新
聞
社
ご
と
に
そ
の
都
道
府
県
別
の
部
数
を
ま
と
め
た
資
料
も

別
に
存
在
す
る
。
残
念
な
が
ら
『
大
阪
時
事
』
に
つ
い
て
の
記

録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、『
時
事
新
報
』
に
つ
い
て
は
一
九
四
八

年
九
月
付
で
主
要
紙
の
部
数
内
訳
を
記
録
し
た
文
書(

二
〇)

の
中

に
記
載
が
あ
る
。
次
節
で
参
考
ま
で
に
見
て
み
た
い
。 

 広
い
販
路
の
持
つ
意
味 

同
文
書
に
よ
る
と
、
当
時
二
十
七
万
三
千
八
百
部
に
上
っ
た

『
時
事
新
報
』
の
配
布
領
域
は
東
京
、
神
奈
川
の
ほ
か
、
早
版

地
域
と
し
て
千
葉
、
埼
玉
、
茨
城
、
栃
木
、
山
梨
、
静
岡
、
群

馬
、
長
野
、
新
潟
、
福
島
、
山
形
、
秋
田
、
宮
城
、
岩
手
、
青

森
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
名
古
屋
（
表
記
マ
マ
）
で
あ
っ
た
。

う
ち
千
葉
、
埼
玉
、
茨
城
、
新
潟
は
部
数
が
一
万
を
超
え
て
い

る
。 こ

う
し
た
広
い
頒
布
領
域
を
持
つ
新
聞
は
、全
国
紙
た
る『
朝

毎
』、大
阪
発
行
は
ま
だ
だ
っ
た
も
の
の
す
で
に
全
国
紙
の
地
位

を
う
か
が
っ
て
い
た
『
読
売
』
以
外
に
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な

い
。
ち
な
み
に
新
興
紙
の
場
合
、『
夕
刊
都
』
の
頒
布
地
域
は
東

京
、
神
奈
川
、
埼
玉
、
群
馬
の
み
。
復
刊
さ
れ
た
新
興
紙
た
る

『
報
知
新
聞
』
は
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
茨
城
、
兵
庫
し
か
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
う
し
た
状
況
で
、
前
田
は
ど
の
よ
う
な
狙
い
を
持
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。『
大
阪
新
聞
』
に
つ
い
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
が
ま
と
め
た

レ
ポ
ー
ト(

二
一)

に
、
そ
の
あ
た
り
の
機
微
を
う
か
が
わ
せ
る
記

述
が
残
っ
て
い
る
。
発
行
部
数
二
十
六
万
四
千
五
百
二
十
五
部

の
『
大
阪
新
聞
』
は
、
同
じ
く
発
行
部
数
二
十
五
万
部
と
さ
れ

た
『
大
阪
時
事
』
へ
の
用
紙
割
当
に
熱
心
で
あ
り
、
新
興
紙
へ

の
優
先
的
な
用
紙
割
当
に
不
満
を
も
ら
す
と
と
も
に
『
大
阪
時

事
』
は
新
興
紙
で
あ
る
と
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
下
り

が
そ
れ
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
社
会
の
民
主
化
に
と
っ
て
新
た

な
メ
デ
ィ
ア
の
育
成
が
必
須
と
考
え
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
戦
前

か
ら
の
新
聞
社
（
既
存
紙
）
に
加
え
て
新
し
く
発
行
を
開
始
し

た
新
聞
（
新
興
紙
）
を
後
押
し
し
、
優
先
的
に
新
聞
用
紙
を
割

り
当
て
た
。『
大
阪
時
事
』
は
一
九
〇
五
年
創
刊
の
由
緒
あ
る
新
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聞
だ
が
、
一
九
四
二
年
に
新
聞
統
合
で
休
刊
（
実
質
的
に
は
吸

収
合
併
に
よ
る
消
滅
）
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
新
興
紙
」

の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
、
前
田
は
主
張
し
て
い

た
。
そ
の
狙
い
は
当
然
、
新
興
紙
に
優
先
的
に
振
り
分
け
ら
れ

る
用
紙
割
当
だ
っ
た
。 

た
だ
し
、
前
田
は
単
に
用
紙
割
当
を
分
捕
る
た
め
の
方
便
と

し
て
し
か
『
大
阪
時
事
』
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
同
文
書
は
続
け
て
、『
大
阪
新
聞
』
を
三
紙
（『
大
阪
』

『
大
阪
時
事
』『
産
業
経
済
』）
の
リ
ー
ダ
ー
と
見
な
し
た
上
で
、

「『
大
阪
新
聞
』の
読
者
層
は
ほ
ぼ
都
市
部
の
中
流
層
お
よ
び
下

流
層
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、『
大
阪
時
事
』
と
『
産
経
』
に
よ
っ

て
中
流
及
び
上
流
の
商
業
的
、
専
門
的
読
者
層
や
田
舎
の
読
者

層
へ
到
達
で
き
る
」
と
、
そ
の
戦
略
を
分
析
し
て
い
る
。『
大
阪

時
事
』
は
、
経
営
が
拡
大
し
て
い
っ
た
際
に
想
定
さ
れ
る
、
多

様
な
読
者
層
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
手
駒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

三 

そ
の
他
の
資
料
か
ら
み
る
『
大
阪
時
事
』
の
メ
デ

ィ
ア
空
間 

 

こ
こ
ま
で
、
占
領
期
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料
を
用
い
て
、『
大
阪
時
事
』

の
販
路
を
み
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
頒
布
領
域
が
大
阪
に
と
ど

ま
ら
ず
、
関
西
一
円
、
さ
ら
に
は
四
国
に
も
広
が
っ
て
い
た
こ

と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。 

こ
う
し
た
販
路
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
朝
一
夕
に
出
来
上

が
る
も
の
で
は
な
い
。戦
前
の
新
聞
の
頒
布
領
域
に
つ
い
て
は
、

そ
の
発
行
部
数
同
様
、
信
頼
す
べ
き
統
計
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て

い
な
い
が
、
断
片
的
な
が
ら
も
『
新
聞
年
鑑
』『
新
聞
総
覧
』
ほ

か
の
資
料
を
用
い
て
、
戦
後
の
頒
布
領
域
地
図
に
つ
な
が
る
流

れ
を
本
章
で
検
討
し
た
い
。 

 

『
新
聞
年
鑑
』
に
み
る
販
路
の
検
討 

戦
前
の
『
新
聞
年
鑑
』
は
、
新
聞
研
究
家
と
し
て
「
新
聞
研

究
所
」
を
主
宰
し
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
永
代
静
雄
が
毎

年
発
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、
日
本
新
聞
協
会
か
ら
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『
特
秘
調
査
』
は
、
戦
前
の
内
務
省
警
保
局
が
ま
と
め
た
内

部
資
料
で
あ
る
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
資
料
が
戦
後
発

見
さ
れ
、
復
刻
さ
れ
て
戦
前
期
の
新
聞
研
究
に
関
す
る
貴
重
な

資
料
と
な
っ
て
い
る(

二
四)

。 

『
大
阪
時
事
新
報
』
の
頒
布
領
域
は
「
内
地 

朝
鮮 

台
湾 

満
州 

上
海
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
大
朝
』『
大
毎
』
の
「
内

地 

朝
鮮 

台
湾 

支
那 

其
の
他
海
外
」
と
く
ら
べ
て
も
遜

色
が
な
い
。 

七
万
部
の
部
数
で
四
番
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
大
阪
日
日

新
聞
』
の
頒
布
領
域
は
「
大
阪
市
内
、
全
国
一
般
」
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
ほ
か
の
群
小
紙
は
「
大
阪
市
」「
大
阪
府
下
」「
近
畿

地
方
一
円
」
な
ど
で
あ
り
、『
朝
毎
』『
大
阪
時
事
』
の
よ
う
に

広
域
に
わ
た
る
頒
布
領
域
の
記
述
は
な
い
。 

な
お
、「
関
西
」
の
視
点
か
ら
参
考
と
な
る
の
は
、
大
阪
系
の

東
京
発
行
紙
、
す
な
わ
ち
『
東
京
朝
日
』
と
『
東
京
日
日
』
の

頒
布
領
域
で
あ
る
。『
東
京
日
日
』
の
頒
布
領
域
は
「
東
京
府
下

を
中
心
と
し
千
葉
静
岡
埼
玉
神
奈
川
福
島
北
海
道
の
順
序
に
至

り
以
下
全
国
に
及
ぶ
」。『
東
京
朝
日
』
は
「
東
京
府
下
神
奈
川
、

栃
木
、千
葉
、長
野
、福
島
の
順
序
に
依
り
以
下
全
国
に
及
ぶ
」。

前
述
の
『
大
朝
』『
大
毎
』
の
頒
布
地
域
よ
り
む
し
ろ
国
内
重
視

の
感
が
あ
る
。
戦
前
期
、
東
京
紙
よ
り
も
大
阪
紙
が
全
国
及
び

海
外
へ
の
窓
口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。 

 

取
材
体
制
（
支
局
網
）、
地
域
版
の
配
置
か
ら
の
検
討 

次
に
、
頒
布
領
域
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
頒
布
領
域
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
「
取
材
体
制
」
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
。
取
材
陣
を
広
い
空
間
に
配
置
す
る
こ
と
は
非

常
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
作
業
で
あ
り
、
読
者
が
想
定
さ
れ
な
い

土
地
に
あ
え
て
取
材
陣
を
配
置
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ

て
、
取
材
網
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
か
を
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
頒
布
地
域
の
広
が
り
を
も
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
使
用
す
る
資
料
が
か
な
り
年
代
を

さ
か
の
ぼ
る
た
め
、
参
考
程
度
に
と
ど
め
る
の
が
適
当
か
と
思

わ
れ
る
。 

『
新
聞
総
覧
』
昭
和
二
年
版
に
よ
る
と
、『
大
阪
時
事
』
の
「
各

発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
同
名
の
年
鑑
と
違
っ
て
民
間
ベ
ー

ス
の
発
行
で
あ
り
、
資
料
提
出
に
強
制
力
は
な
く
、
掲
載
さ
れ

て
い
る
デ
ー
タ
も
人
脈
を
も
と
に
し
た
聴
き
と
り
を
ベ
ー
ス
に

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
統
計
の
基
準
や
記
述
の
仕
方
も
毎

年
変
わ
っ
て
お
り
、
経
年
変
化
を
見
る
に
は
あ
ま
り
適
当
で
は

な
い
資
料
と
い
え
る
。
数
字
に
信
用
性
が
乏
し
い
こ
と
は
自
ら

文
中
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
ほ
ど
だ
が
、
全
体
の
傾
向
を

推
し
量
る
参
考
に
は
な
る
だ
ろ
う
。 

『
昭
和
一
六
年
版
日
本
新
聞
年
鑑
』
に
は
、
四
国
に
つ
い
て

は
「
中
国
地
方
と
共
に
近
畿
各
地
に
次
ぐ
大
阪
新
聞
の
根
拠
地

で
、
至
る
所
に
大
朝
、
大
毎
、
つ
い
で
大
時
な
ど
が
侵
入
し
て

い
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
大
阪
新
聞
と
は
大
阪
発
行
の
新

聞
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
大
阪
新
聞
』
で
は
な
い
。
徳
島
は
「
大

阪
新
聞
の
侵
入
激
し
く
、
移
入
紙
は
大
朝
、
大
毎
各
一
万
二
三

千
乃
至
二
万
前
後
、
大
時
七
八
千
、
東
京
紙
は
数
え
る
に
た
ら

ず
」。
香
川
に
つ
い
て
は
「
大
朝
二
一
二
九
七
大
毎
二
〇
八
八
四

大
時
六
五
六
四
」。
愛
媛
は
「
移
入
紙
は
大
朝
を
第
一
と
し
て
全

県
下
に
一
〇
万
、
大
毎
こ
れ
に
つ
ぎ
、
大
時
七
八
千
、
岡
山
の

合
同
七
八
千
」
と
あ
る(

二
二)

。 

『
昭
和
一
五
年
版
日
本
新
聞
年
鑑
』
で
は
、
奈
良
に
つ
い
て

「
大
阪
新
聞
の
純
然
た
る
領
域
で
、
地
元
紙
の
不
振
は
恰
も
関

東
の
埼
玉
県
に
似
て
い
る
」「
部
数
と
し
て
大
朝
六
〇
〇
〇
〇
、

大
毎
五
〇
〇
〇
〇
、
大
時
五
〇
〇
〇
、
新
愛
知
五
〇
〇
〇
、
名

古
屋
新
聞
二
〇
〇
〇
」
の
記
述
が
あ
る
。
滋
賀
に
つ
い
て
は
「
移

入
紙
で
は
大
朝
、
大
毎
最
高
位
に
あ
り
、
新
愛
知
、
名
古
屋
、

大
阪
時
事
等
が
之
に
次
ぐ
。部
数
に
つ
い
て
は
大
朝
二
万
五
千
、

大
毎
二
万
、
大
時
一
千
前
後
と
一
部
で
推
定
し
て
い
る
」。
岡
山

は
「
某
新
聞
関
係
方
面
の
推
定
で
は
合
同
新
聞
凡
そ
八
万
、
岡

山
新
聞
、
岡
山
毎
夕
各
三
千
前
後
、
大
朝
三
万
五
千
、
大
毎
二

万
五
千
、
大
時
一
千
前
後
」(

二
三)

。 

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
数
字
を
確
定
的
に
取

り
扱
う
べ
き
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
大
阪
時
事
』
の
販

路
が
昭
和
一
〇
年
代
に
お
い
て
も
近
畿
、
さ
ら
に
は
中
国
四
国

に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。 

 『
新
聞
雑
誌
社
特
秘
調
査
』
に
よ
る
販
路
の
検
討 
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『
特
秘
調
査
』
は
、
戦
前
の
内
務
省
警
保
局
が
ま
と
め
た
内

部
資
料
で
あ
る
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
資
料
が
戦
後
発

見
さ
れ
、
復
刻
さ
れ
て
戦
前
期
の
新
聞
研
究
に
関
す
る
貴
重
な

資
料
と
な
っ
て
い
る(

二
四)

。 

『
大
阪
時
事
新
報
』
の
頒
布
領
域
は
「
内
地 

朝
鮮 

台
湾 

満
州 

上
海
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
大
朝
』『
大
毎
』
の
「
内

地 

朝
鮮 

台
湾 

支
那 
其
の
他
海
外
」
と
く
ら
べ
て
も
遜

色
が
な
い
。 

七
万
部
の
部
数
で
四
番
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
大
阪
日
日

新
聞
』
の
頒
布
領
域
は
「
大
阪
市
内
、
全
国
一
般
」
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
ほ
か
の
群
小
紙
は
「
大
阪
市
」「
大
阪
府
下
」「
近
畿

地
方
一
円
」
な
ど
で
あ
り
、『
朝
毎
』『
大
阪
時
事
』
の
よ
う
に

広
域
に
わ
た
る
頒
布
領
域
の
記
述
は
な
い
。 

な
お
、「
関
西
」
の
視
点
か
ら
参
考
と
な
る
の
は
、
大
阪
系
の

東
京
発
行
紙
、
す
な
わ
ち
『
東
京
朝
日
』
と
『
東
京
日
日
』
の

頒
布
領
域
で
あ
る
。『
東
京
日
日
』
の
頒
布
領
域
は
「
東
京
府
下

を
中
心
と
し
千
葉
静
岡
埼
玉
神
奈
川
福
島
北
海
道
の
順
序
に
至

り
以
下
全
国
に
及
ぶ
」。『
東
京
朝
日
』
は
「
東
京
府
下
神
奈
川
、

栃
木
、千
葉
、長
野
、福
島
の
順
序
に
依
り
以
下
全
国
に
及
ぶ
」。

前
述
の
『
大
朝
』『
大
毎
』
の
頒
布
地
域
よ
り
む
し
ろ
国
内
重
視

の
感
が
あ
る
。
戦
前
期
、
東
京
紙
よ
り
も
大
阪
紙
が
全
国
及
び

海
外
へ
の
窓
口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。 

 

取
材
体
制
（
支
局
網
）、
地
域
版
の
配
置
か
ら
の
検
討 

次
に
、
頒
布
領
域
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
頒
布
領
域
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
「
取
材
体
制
」
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
。
取
材
陣
を
広
い
空
間
に
配
置
す
る
こ
と
は
非

常
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
作
業
で
あ
り
、
読
者
が
想
定
さ
れ
な
い

土
地
に
あ
え
て
取
材
陣
を
配
置
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ

て
、
取
材
網
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
か
を
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
頒
布
地
域
の
広
が
り
を
も
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
使
用
す
る
資
料
が
か
な
り
年
代
を

さ
か
の
ぼ
る
た
め
、
参
考
程
度
に
と
ど
め
る
の
が
適
当
か
と
思

わ
れ
る
。 

『
新
聞
総
覧
』
昭
和
二
年
版
に
よ
る
と
、『
大
阪
時
事
』
の
「
各
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進
展
に
備
え
る
処
あ
り
。
…
地
方
に
お
け
る
本
紙
の
激
増
は
つ

い
に
地
方
版
に
加
え
て
其
地
の
印
刷
す
る
付
録
を
必
要
と
さ
れ
、

す
で
に
徳
島
に
は
徳
島
時
事
、
岡
山
に
は
岡
山
時
事
、
広
島
に

広
島
時
事
を
発
行
し
根
強
き
進
出
を
遂
ぐ
る
に
至
れ
り
」(

二
八)

。 

地
域
版
の
発
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
表
３
に
ま
と
め
た
。
多

数
に
の
ぼ
る
地
域
版
の
発
行
は
「
全
国
紙
モ
デ
ル
」
の
象
徴
だ

が
、『
時
事
』『
大
阪
時
事
』
も
『
朝
毎
』
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な

い
な
が
ら
、
東
京
・
大
阪
に
と
ど
ま
ら
な
い
地
域
版
を
発
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

新
聞
人
の
回
想
か
ら 

こ
う
し
た
状
況
は
、
新
聞
人
の
回
想
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
戦
前
、『
大
阪
時
事
』
を
含
む
新
聞
ト
ラ
ス
ト

「
三
都
合
同
」
を
主
導
し
た
神
戸
新
聞
社
で
会
計
部
長
を
長
く

勤
め
た
篠
原
菊
治
に
よ
る
と
、「『
大
阪
時
事
』
と
い
う
の
は
、

だ
い
た
い
市
内
に
よ
け
い
に
は
出
て
い
な
い
。
…
そ
れ
は
あ
る

程
度
出
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
神
戸
、
岡
山
、
広

島
、
四
国
、
九
州
と
い
う
風
に
、
関
西
一
円
に
ず
っ
と
出
て
お

る
。
そ
れ
か
ら
部
数
が
、
そ
の
時
分
、『
神
戸
新
聞
』
よ
り
少
し

多
い
く
ら
い
の
部
数
な
ん
で
す
」(

二
九)

。
広
域
の
読
者
層
は
諸

地
支
局
」
は
京
都
、
神
戸
、
福
岡
、
京
城
、
下
関
、
広
島
、
門

司
、
大
津
、
和
歌
山
、
岡
山
、
山
口
、
鳥
取
、
徳
島
、
高
松
、

松
山
、
大
分
、
福
井(

二
五)

。
こ
の
時
点
で
前
田
久
吉
が
発
行
し

て
い
た
『
夕
刊
大
阪
』
は
東
京
と
神
戸
の
み
に
と
ど
ま
り
、「
大

阪
紙
」
と
い
う
の
が
適
当
で
あ
る
。『
時
事
新
報
』
は
千
葉
、
静

岡
、
横
浜
、
八
王
子
、
浦
和
、
前
橋
、
水
戸
、
宇
都
宮
、
甲
府
、

福
島
、
長
野
、
仙
台
、
盛
岡
、
名
古
屋
、
山
形
。
こ
ち
ら
も
東

日
本
一
帯
に
展
開
し
て
い
る
。 

同
書
に
は
、
一
部
新
聞
社
の
社
員
名
簿
も
掲
載
さ
れ
て
い
る

(

二
六)

。『
大
阪
時
事
』
の
名
簿
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
時

事
新
報
』
の
海
外
支
局
・
通
信
部
員
と
し
て
台
北
、
台
中
、
高

雄
、
上
海
、
哈
爾
浜
、
北
京
、
青
島
、
天
津
、
安
東
県
、
奉
天
、

長
春
、
大
連
、
営
口
、
京
城
、
釜
山
、
大
邱
、
平
壌
、
清
津
、

桑
港
、
新
嘉
坡
、
コ
ロ
ン
ボ
、
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
、
伯
林
、
倫
敦
、

華
盛
頓
が
あ
げ
ら
れ
、
極
め
て
広
域
の
取
材
網
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
当
時
の
台
湾
、
朝
鮮
半
島
も
「
海
外
」
に

含
め
た
）。『
夕
刊
大
阪
』
の
欄
に
は
海
外
特
派
員
網
は
当
然
見

当
た
ら
な
い
。 

さ
ら
に
時
代
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
大
正
一
三
年
版
『
日
本
新

聞
年
鑑
』
に
も
支
局
・
通
信
網
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、『
大
阪
時
事
』
の
支
局
・
通
信
部
網
は
京
都
、
神
戸
、

姫
路
、
奈
良
、
和
歌
山
、
岡
山
、
広
島
、
山
口
、
下
関
、
鳥
取
、

米
子
、
徳
島
、
高
松
、
松
山
、
福
岡
、
門
司
、
長
崎
、
佐
世
保
、

大
分
、
金
沢
、
福
井
、
京
城
、
北
京
、
上
海
、
青
島
、
天
津
、

済
南
、
長
沙
、
哈
爾
浜
、
浦
塩
、
桑
港
、
伯
林
、
新
嘉
坡
、
コ

ロ
ン
ボ
、
マ
ル
タ
、
シ
ド
ニ
ー
、
華
盛
頓
、
奉
天
、
長
春
、
大

連
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(

二
七)

。
同
書
の
『
時
事
新
報
』
の
社
員

名
簿
欄
に
は
単
に
「
海
外
通
信
員
十
四
名
」
と
記
載
さ
れ
て
お

り
、
お
そ
ら
く
は
ほ
と
ん
ど
が
重
複
す
る
人
員
だ
っ
た
か
と
想

像
さ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
対
外
的
に
海
外
取
材
網
を
誇

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

こ
う
し
た
広
い
取
材
網
が
、
広
域
の
読
者
と
関
連
し
て
い
る

こ
と
は
、『
新
聞
総
覧
』
昭
和
一
三
年
版
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記

述
か
ら
も
推
定
で
き
る
。「
更
に
通
信
網
の
拡
充
は
満
州
北
支
の

各
地
の
み
な
ら
ず
、
最
近
上
海
香
港
及
び
南
洋
方
面
に
の
び
、

夫
々
精
鋭
な
る
社
員
を
派
し
て
全
東
亜
、
全
太
平
洋
へ
の
国
策
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進
展
に
備
え
る
処
あ
り
。
…
地
方
に
お
け
る
本
紙
の
激
増
は
つ

い
に
地
方
版
に
加
え
て
其
地
の
印
刷
す
る
付
録
を
必
要
と
さ
れ
、

す
で
に
徳
島
に
は
徳
島
時
事
、
岡
山
に
は
岡
山
時
事
、
広
島
に

広
島
時
事
を
発
行
し
根
強
き
進
出
を
遂
ぐ
る
に
至
れ
り
」(

二
八)

。 

地
域
版
の
発
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
表
３
に
ま
と
め
た
。
多

数
に
の
ぼ
る
地
域
版
の
発
行
は
「
全
国
紙
モ
デ
ル
」
の
象
徴
だ

が
、『
時
事
』『
大
阪
時
事
』
も
『
朝
毎
』
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な

い
な
が
ら
、
東
京
・
大
阪
に
と
ど
ま
ら
な
い
地
域
版
を
発
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

新
聞
人
の
回
想
か
ら 

こ
う
し
た
状
況
は
、
新
聞
人
の
回
想
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
戦
前
、『
大
阪
時
事
』
を
含
む
新
聞
ト
ラ
ス
ト

「
三
都
合
同
」
を
主
導
し
た
神
戸
新
聞
社
で
会
計
部
長
を
長
く

勤
め
た
篠
原
菊
治
に
よ
る
と
、「『
大
阪
時
事
』
と
い
う
の
は
、

だ
い
た
い
市
内
に
よ
け
い
に
は
出
て
い
な
い
。
…
そ
れ
は
あ
る

程
度
出
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
神
戸
、
岡
山
、
広

島
、
四
国
、
九
州
と
い
う
風
に
、
関
西
一
円
に
ず
っ
と
出
て
お

る
。
そ
れ
か
ら
部
数
が
、
そ
の
時
分
、『
神
戸
新
聞
』
よ
り
少
し

多
い
く
ら
い
の
部
数
な
ん
で
す
」(

二
九)

。
広
域
の
読
者
層
は
諸
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ら
ぬ
」（
森
田
久
＝
日
本
新
聞
会
理
事
）(

三
一) 

「
中
央
紙
の
真
似
を
し
て
い
て
は
い
か
ん
、
根
本
的
に
は
新

聞
が
報
道
機
関
か
指
導
機
関
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
、
報
道
機

関
と
し
て
な
ら
一
県
一
紙
は
不
必
要
で
あ
る
、
各
県
庁
所
在
地

に
あ
る
所
以
は
政
治
力
を
持
っ
て
地
方
の
推
進
力
た
ら
し
め
ん

が
為
で
あ
る
」（
宮
本
吉
夫
＝
情
報
局
新
聞
課
長
）(

三
二) 

「
今
日
の
府
県
紙
は
客
観
的
な
報
道
第
一
で
納
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
一
県
一
紙
と
し
て
県
と
民
と
の
公
的
な
連
携
機

関
で
あ
り
言
論
を
通
ず
る
翼
賛
機
関
と
し
て
政
治
的
に
も
社
会

的
に
も
大
い
に
意
欲
的
に
実
践
行
動
的
で
あ
り
た
い
」（
古
沢
磯

次
郎
＝
日
本
新
聞
会
編
輯
部
長
）(

三
三) 

こ
う
し
た
恫
喝
に
さ
ら
さ
れ
た
「
地
方
」
の
、
少
な
く
と
も

そ
の
一
部
に
見
ら
れ
た
反
応
は
、
全
面
的
な
権
力
へ
の
追
従
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
屈
従
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
主
的
に
権

力
と
同
一
化
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
清
貧
」
を

掲
げ
、「
地
方
文
化
」
を
唱
道
し
た
当
時
の
あ
る
地
方
在
住
文
化

人
が
到
達
し
た
地
点
を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
徹
底
し
た
も

の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。 

「
こ
の
頃
の
新
聞
に
は
文
化
的
な
記
事
が
少
な
い
と
か
、

詩
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
人
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
が
、
私
は
反
対
に
こ
の
頃
の
新
聞
ほ
ど
文
化
的
な
、
そ
し

て
神
話
や
詩
の
豊
富
な
新
聞
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と
思
っ
て

い
る
。
前
線
に
戦
う
皇
軍
勇
士
の
消
息
や
そ
の
勇
闘
ぶ
り
に

関
す
る
報
道
や
、銃
後
を
護
り
働
き
つ
つ
あ
る
人
々
の
美
談
、

佳
話
等
々
、
私
た
ち
は
毎
日
の
新
聞
の
随
処
に
輝
く
神
話
や

詩
の
あ
ま
り
に
豊
か
す
ぎ
る
の
に
、
む
し
ろ
感
激
常
に
抑
え

が
た
き
を
さ
え
覚
え
つ
つ
あ
る
。〔
中
略
〕
私
は
地
方
に
生
活

を
続
け
て
来
た
こ
と
二
九
年
に
な
る
が
、
こ
の
頃
ほ
ど
地
方

生
活
の
真
に
文
化
的
に
純
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
に
日
々
新
た

な
歓
び
を
感
じ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
文
化
生
活
は

精
神
的
に
統
一
さ
れ
整
頓
さ
れ
純
化
さ
れ
た
生
活
に
ほ
か
な

ら
ぬ
」(

三
四) 

 

「
精
神
的
に
統
一
さ
れ
整
頓
さ
れ
純
化
さ
れ
た
生
活
」
と
い

う
戦
時
下
の
要
請
に
代
わ
っ
て
、
戦
後
に
地
方
紙
へ
向
け
ら
れ

た
ま
な
ざ
し
は
、
民
主
主
義
の
新
た
な
担
い
手
た
れ
と
の
Ｇ
Ｈ

刃
の
剣
で
あ
り
、『
朝
毎
』
の
よ
う
に
覇
権
を
争
う
立
場
に
届
か

な
い
『
大
阪
時
事
』
な
ど
の
新
聞
社
に
と
っ
て
は
逆
に
経
営
上

の
重
い
負
担
で
も
あ
っ
た
。 

 

 
 
 

四 

お
わ
り
に 

 地
方
紙
の
理
想
と
現
実 

戦
前
の
地
方
紙
は
「
青
息
吐
息
」
で
あ
っ
た
。『
朝
毎
』
が
全

国
紙
に
向
か
っ
て
躍
進
を
始
め
た
大
正
期
以
降
、
地
方
紙
の
経

営
は
魅
力
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
全
国
紙
の
攻
勢
に
青
息

吐
息
で
、
新
聞
統
合
に
よ
る
保
護
を
む
し
ろ
恩
恵
と
感
じ
る
よ

う
な
空
気
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
前
、『
信
濃
毎
日
新
聞
』

編
集
局
長
を
務
め
た
伊
東
淑
太
は
、
占
領
期
に
な
っ
て
戦
前
の

地
方
紙
の
苦
境
を
振
り
返
り
、「
第
一
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

わ
れ
〱
が
常
に
大
資
本
を
有
す
る
中
央
紙
＝
ブ
ロ
ッ
ク
紙
の
脅

威
を
う
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
〔
中
略
〕
こ
と
に
大
正
中
期
以

後
、
中
央
紙
が
「
地
方
版
」
を
設
け
て
か
ら
地
方
紙
は
、
自
動

的
に
ヨ
リ
多
く
の
中
央
ダ
ネ
を
収
載
し
て
そ
れ
に
対
抗
し
、
単

独
紙
的
性
格
を
強
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
な
い
と

読
者
も
広
告
主
も
そ
の
新
聞
を
信
用
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

(

三
〇)

。
地
方
紙
が
「
中
央
ダ
ネ
」
を
掲
載
す
る
に
は
、
通
信
社

に
頼
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
結
果
、
全
国
紙
よ
り
も
む
し
ろ
地
方

紙
が
よ
り
没
個
性
化
す
る
状
況
が
生
ま
れ
る
。 

地
方
新
聞
人
に
と
っ
て
は
、
と
に
か
く
全
国
紙
の
脅
威
を
食

い
止
め
る
こ
と
が
最
優
先
課
題
で
、
し
か
も
そ
れ
は
通
常
で
は

な
し
が
た
く
、
政
治
の
介
入
を
待
つ
ほ
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

そ
れ
は
、
権
力
側
に
し
て
み
れ
ば
統
制
が
利
き
や
す
い
便
利
な

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ
っ
た
。 

効
率
の
面
か
ら
言
え
ば
、
県
ご
と
に
地
方
紙
を
置
く
こ
と
は

無
駄
で
し
か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
前
の
国
家
権
力
は

地
方
紙
に
固
執
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
驚
く
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま

に
語
ら
れ
て
い
る
。 

「
疎
開
は
空
襲
対
策
と
し
て
の
み
で
な
く
地
方
戦
力
の
培
養

の
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
中
央
文
化
も
疎
開
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
各
部
面
に
お
い
て
機
能
分
化
の
必
要
は
絶
対
で
中

央
紙
と
地
方
紙
と
の
在
り
方
も
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
」（
森
田
久
＝
日
本
新
聞
会
理
事
）(

三
一) 

「
中
央
紙
の
真
似
を
し
て
い
て
は
い
か
ん
、
根
本
的
に
は
新

聞
が
報
道
機
関
か
指
導
機
関
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
、
報
道
機

関
と
し
て
な
ら
一
県
一
紙
は
不
必
要
で
あ
る
、
各
県
庁
所
在
地

に
あ
る
所
以
は
政
治
力
を
持
っ
て
地
方
の
推
進
力
た
ら
し
め
ん

が
為
で
あ
る
」（
宮
本
吉
夫
＝
情
報
局
新
聞
課
長
）(

三
二) 

「
今
日
の
府
県
紙
は
客
観
的
な
報
道
第
一
で
納
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
一
県
一
紙
と
し
て
県
と
民
と
の
公
的
な
連
携
機

関
で
あ
り
言
論
を
通
ず
る
翼
賛
機
関
と
し
て
政
治
的
に
も
社
会

的
に
も
大
い
に
意
欲
的
に
実
践
行
動
的
で
あ
り
た
い
」（
古
沢
磯

次
郎
＝
日
本
新
聞
会
編
輯
部
長
）(

三
三) 

こ
う
し
た
恫
喝
に
さ
ら
さ
れ
た
「
地
方
」
の
、
少
な
く
と
も

そ
の
一
部
に
見
ら
れ
た
反
応
は
、
全
面
的
な
権
力
へ
の
追
従
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
屈
従
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
主
的
に
権

力
と
同
一
化
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
清
貧
」
を

掲
げ
、「
地
方
文
化
」
を
唱
道
し
た
当
時
の
あ
る
地
方
在
住
文
化

人
が
到
達
し
た
地
点
を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
徹
底
し
た
も

の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。 

「
こ
の
頃
の
新
聞
に
は
文
化
的
な
記
事
が
少
な
い
と
か
、

詩
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
人
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
が
、
私
は
反
対
に
こ
の
頃
の
新
聞
ほ
ど
文
化
的
な
、
そ
し

て
神
話
や
詩
の
豊
富
な
新
聞
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と
思
っ
て

い
る
。
前
線
に
戦
う
皇
軍
勇
士
の
消
息
や
そ
の
勇
闘
ぶ
り
に

関
す
る
報
道
や
、銃
後
を
護
り
働
き
つ
つ
あ
る
人
々
の
美
談
、

佳
話
等
々
、
私
た
ち
は
毎
日
の
新
聞
の
随
処
に
輝
く
神
話
や

詩
の
あ
ま
り
に
豊
か
す
ぎ
る
の
に
、
む
し
ろ
感
激
常
に
抑
え

が
た
き
を
さ
え
覚
え
つ
つ
あ
る
。〔
中
略
〕
私
は
地
方
に
生
活

を
続
け
て
来
た
こ
と
二
九
年
に
な
る
が
、
こ
の
頃
ほ
ど
地
方

生
活
の
真
に
文
化
的
に
純
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
に
日
々
新
た

な
歓
び
を
感
じ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
文
化
生
活
は

精
神
的
に
統
一
さ
れ
整
頓
さ
れ
純
化
さ
れ
た
生
活
に
ほ
か
な

ら
ぬ
」(

三
四) 

 

「
精
神
的
に
統
一
さ
れ
整
頓
さ
れ
純
化
さ
れ
た
生
活
」
と
い

う
戦
時
下
の
要
請
に
代
わ
っ
て
、
戦
後
に
地
方
紙
へ
向
け
ら
れ

た
ま
な
ざ
し
は
、
民
主
主
義
の
新
た
な
担
い
手
た
れ
と
の
Ｇ
Ｈ

83



域
が
「
大
阪
」
に
も
、
あ
る
い
は
現
在
の
「
関
西
」
に
も
と
ど

ま
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
今
後
、
さ
ら

に
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(

一) 

西
村
秀
樹
「
市
民
の
目
線
こ
そ
存
在
理
由
―
関
西
マ
ス
倫
懇
五
十
年
誌
を
出
版
し

て
」『
新
聞
研
究
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
（
第
六
九
五
号
）、
日
本
新
聞
協
会
、
一
〇
頁
。 

(

二) 

野
瀬
吉
信
「
徹
底
し
た
現
場
主
義
で
対
象
に
迫
る
―
模
索
を
続
け
る
関
西
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
前
掲
誌
、
一
四
頁
。 

(

三) 

岡
満
男
『
大
阪
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
大
阪
書
籍
、
一
九
八
七
年
、
二
六
九
頁
。 

(

四) 

公
益
財
団
坂
田
記
念
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
振
興
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年

一
二
月
三
一
日
閲
覧
） 

http://www.koekizaidan-sakatakinen.jp/pc/index.htm
l 

(

五) 

網
野
善
彦
『「
日
本
」
と
は
何
か
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
四
―
一
五
六
頁
。 

(

六) 

作
道
洋
太
郎
「
序 

関
西
―
そ
の
成
立
と
特
質
」
原
田
伴
彦
・
作
道
洋
太
郎
編
『
関

西
の
風
土
と
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
四
頁
。 

(

七) 

前
掲
書
、
五
─
六
頁
。 

(

八) 

千
田
稔
「
序
説 

関
西
の
し
ん
ど
さ
」
千
田
稔
編
『
関
西
を
創
造
す
る
』
和
泉
書

院
、
二
〇
〇
八
年
、
三
頁
。 

(

九) 

黒
田
勇
「
地
域
公
共
圏
の
形
成
に
努
力
を
―
メ
デ
ィ
ア
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
関

西
観
の
問
題
」
前
掲
『
新
聞
研
究
』、
一
九
頁
。 

(

一
〇) 

山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
、

二
六
九
頁
。 

(

一
一) 

前
掲
書
、
二
七
一
頁
。 

(

一
二) 

井
川
充
雄
『
戦
後
新
興
紙
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
―
新
聞
用
紙
を
め
ぐ
る
攻
防
』
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
八
年
。 

(

一
三) 

井
川
充
雄
「
解
題 

大
阪
時
事
新
報
」
有
山
輝
雄
、
井
川
充
雄
監
修
『
占
領
期

 

新
興
新
聞
集
成
（
近
畿
編
）』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。
一
二
頁
。 

(

一
四) 

Civil Censorship Detachm
ent(CCD) Press, Pictorial and Broadcast Division 

Press Section, Relations Between JJI SHIM
PO of Tokyo and OSAKA JIJI SHIM

PO, 
23 Feburary 1949. 
(

一
五) Civil Inform

ation and Education Section(CIE) Analysis and Research Division, 
Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan, 5 M

ay 1948. 
(

一
六) 

な
お
、
占
領
期
に
日
本
新
聞
協
会
が
発
行
し
て
い
た
『
新
聞
協
会
報
』
に
は
、

当
該
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
詳
細
な
部
数
デ
ー
タ
は
み
あ
た
ら
な

い 
(

一
七) 

『
大
阪
時
事
』
の
創
刊
直
後
、
前
田
は
公
職
追
放
と
な
り
経
営
の
一
線
か
ら
姿

を
消
す
が
、
そ
の
裏
で
復
帰
に
備
え
て
指
示
を
飛
ば
す
な
ど
、
実
質
的
な
経
営
者
で
あ

り
続
け
て
い
た
旨
の
記
述
が
前
田
久
吉
伝
編
纂
委
員
会
編
『
前
田
久
吉
伝
―
八
十
八
年

を
顧
み
て
』（
日
本
電
波
塔
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
に
あ
る 

(

一
八) 

都
市
部
（Urban

）
の
定
義
は
住
民
三
万
人
以
上
の
市
域
（
県
庁
所
在
地
の
場
合

は
三
万
人
以
下
で
も
含
む
）。
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
郡
部
（Rural

）
と
定
義
さ
れ
て
い

る 
(

一
九) 113 Principal Japanese Newspapers Ranked According To Total Circulation, 1 

Septem
ber 1947.

前
掲Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan

の
附

属
資
料 

(

二
〇) 

Civil Intelligence Section,Prefectural Breakdown of Circulation of 
M

etropolitan Dailies, Septem
ber 1948. 

(

二
一) Civil Inform

ation and Education Section(CIE), Analysis and Research Section, 
Special Report--The Osaka Shimbun, 29 June 1946. 
(

二
二) 

『
日
本
新
聞
年
鑑
昭
和
一
六
年
版
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
九
年
、
八
五
─
九

Ｑ
の
思
惑
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
新
聞
改
革
は
前
述
の

通
り
、
既
存
紙
の
強
さ
を
際
立
た
せ
る
だ
け
の
結
果
に
終
わ
っ

た
。
戦
時
下
で
あ
れ
占
領
期
で
あ
れ
、「
地
方
紙
」
は
美
し
い
命

題
を
背
負
わ
さ
れ
つ
つ
も
、
現
実
に
は
周
辺
的
な
存
在
で
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 『
大
阪
時
事
』
か
ら
考
え
る
「
歴
史
の
ｉ
ｆ
」 

そ
う
し
た
中
で
、
大
阪
に
あ
っ
て
戦
後
の
新
聞
界
に
生
き
残

り
、
そ
し
て
飛
躍
を
図
っ
て
い
た
前
田
に
と
っ
て
、「
大
阪
の
メ

デ
ィ
ア
」
と
は
「
大
阪
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。『
朝
毎
』
は
す
で
に
全
国
紙
モ
デ
ル
を
完
成
さ
せ
、
全
国

に
販
路
を
広
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
阪
発
行
の
『
大
朝
』『
大

毎
』
に
と
っ
て
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
は
大
阪
は
も
ち
ろ
ん
、

近
畿
に
も
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
と
き
に
瀬
戸
内
一
帯
、

と
き
に
は
西
日
本
、
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
に
も
広
が
る
可
能
性

を
も
っ
た
可
変
的
な
領
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
関
西
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。 

『
大
阪
新
聞
』
を
含
め
そ
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
大
阪
紙
は
大

阪
の
み
の
頒
布
領
域
し
か
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。そ
の
中
で
、

『
大
阪
時
事
』
は
曲
が
り
な
り
に
も
、
一
回
り
大
き
い
頒
布
地

域
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
頒
布
領
域
の
差
は
、
大
阪
で
発
行
さ

れ
大
阪
で
講
読
さ
れ
る
だ
け
の
新
聞
と
は
違
う
「
何
か
」
を
メ

デ
ィ
ア
に
付
与
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
飛
躍
で
は

あ
る
ま
い
。 

と
す
れ
ば
、
次
に
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
「
何
か
」
を
問
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
「
歴
史
の
ｉ
ｆ
」
と
し

て
の
「
関
西
」
―
瀬
戸
内
一
帯
の
中
国
や
四
国
あ
る
い
は
九
州

や
東
ア
ジ
ア
ま
で
を
も
含
む
広
い
概
念
に
発
展
す
る
可
能
性
を

も
っ
た
メ
デ
ィ
ア
空
間
―
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。 

「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
は
、
実
現
し
た
『
未
来
』
と
と
も
に
、

実
現
し
な
か
っ
た
『
未
来
』
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
」

(

三
五)

と
す
る
な
ら
、『
大
阪
時
事
』
が
見
て
い
た
「
関
西
」
は
、

現
在
の
関
西
に「
何
か
」の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。 

だ
が
、
も
と
よ
り
本
稿
は
そ
の
「
何
か
」
を
問
う
途
上
の
研

究
ノ
ー
ト
に
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
ま
ず
、『
大
阪
時
事
』
の
頒
布
領

84



域
が
「
大
阪
」
に
も
、
あ
る
い
は
現
在
の
「
関
西
」
に
も
と
ど

ま
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
今
後
、
さ
ら

に
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(

一) 

西
村
秀
樹
「
市
民
の
目
線
こ
そ
存
在
理
由
―
関
西
マ
ス
倫
懇
五
十
年
誌
を
出
版
し

て
」『
新
聞
研
究
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
（
第
六
九
五
号
）、
日
本
新
聞
協
会
、
一
〇
頁
。 

(

二) 

野
瀬
吉
信
「
徹
底
し
た
現
場
主
義
で
対
象
に
迫
る
―
模
索
を
続
け
る
関
西
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
前
掲
誌
、
一
四
頁
。 

(

三) 

岡
満
男
『
大
阪
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
大
阪
書
籍
、
一
九
八
七
年
、
二
六
九
頁
。 

(

四) 

公
益
財
団
坂
田
記
念
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
振
興
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年

一
二
月
三
一
日
閲
覧
） 

http://www.koekizaidan-sakatakinen.jp/pc/index.htm
l 

(

五) 

網
野
善
彦
『「
日
本
」
と
は
何
か
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
四
―
一
五
六
頁
。 

(

六) 

作
道
洋
太
郎
「
序 

関
西
―
そ
の
成
立
と
特
質
」
原
田
伴
彦
・
作
道
洋
太
郎
編
『
関

西
の
風
土
と
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
四
頁
。 

(

七) 

前
掲
書
、
五
─
六
頁
。 

(

八) 

千
田
稔
「
序
説 

関
西
の
し
ん
ど
さ
」
千
田
稔
編
『
関
西
を
創
造
す
る
』
和
泉
書

院
、
二
〇
〇
八
年
、
三
頁
。 

(

九) 

黒
田
勇
「
地
域
公
共
圏
の
形
成
に
努
力
を
―
メ
デ
ィ
ア
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
関

西
観
の
問
題
」
前
掲
『
新
聞
研
究
』、
一
九
頁
。 

(

一
〇) 

山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
、

二
六
九
頁
。 

(

一
一) 

前
掲
書
、
二
七
一
頁
。 

(

一
二) 

井
川
充
雄
『
戦
後
新
興
紙
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
―
新
聞
用
紙
を
め
ぐ
る
攻
防
』
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
八
年
。 

(

一
三) 

井
川
充
雄
「
解
題 

大
阪
時
事
新
報
」
有
山
輝
雄
、
井
川
充
雄
監
修
『
占
領
期

 

新
興
新
聞
集
成
（
近
畿
編
）』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。
一
二
頁
。 
(

一
四) 

Civil Censorship Detachm
ent(CCD) Press, Pictorial and Broadcast Division 

Press Section, Relations Between JJI SHIM
PO of Tokyo and OSAKA JIJI SHIM

PO, 
23 Feburary 1949. 
(

一
五) Civil Inform

ation and Education Section(CIE) Analysis and Research Division, 
Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan, 5 M

ay 1948. 
(

一
六) 

な
お
、
占
領
期
に
日
本
新
聞
協
会
が
発
行
し
て
い
た
『
新
聞
協
会
報
』
に
は
、

当
該
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
詳
細
な
部
数
デ
ー
タ
は
み
あ
た
ら
な

い 
(

一
七) 

『
大
阪
時
事
』
の
創
刊
直
後
、
前
田
は
公
職
追
放
と
な
り
経
営
の
一
線
か
ら
姿

を
消
す
が
、
そ
の
裏
で
復
帰
に
備
え
て
指
示
を
飛
ば
す
な
ど
、
実
質
的
な
経
営
者
で
あ

り
続
け
て
い
た
旨
の
記
述
が
前
田
久
吉
伝
編
纂
委
員
会
編
『
前
田
久
吉
伝
―
八
十
八
年

を
顧
み
て
』（
日
本
電
波
塔
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
に
あ
る 

(

一
八) 

都
市
部
（Urban

）
の
定
義
は
住
民
三
万
人
以
上
の
市
域
（
県
庁
所
在
地
の
場
合

は
三
万
人
以
下
で
も
含
む
）。
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
郡
部
（Rural

）
と
定
義
さ
れ
て
い

る 
(

一
九) 113 Principal Japanese Newspapers Ranked According To Total Circulation, 1 

Septem
ber 1947.

前
掲Rural-Urban Circulation of Principal Dailies in Japan

の
附

属
資
料 

(
二
〇) 

Civil Intelligence Section,Prefectural Breakdown of Circulation of 
M

etropolitan Dailies, Septem
ber 1948. 

(

二
一) Civil Inform

ation and Education Section(CIE), Analysis and Research Section, 
Special Report--The Osaka Shimbun, 29 June 1946. 
(

二
二) 

『
日
本
新
聞
年
鑑
昭
和
一
六
年
版
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
九
年
、
八
五
─
九

85



 

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
三
・
一
と
八
・
一
五
光
復
研
究
の
現
状
と
課
題 

―
植
民
地
記
憶
の
形
成
及
び
展
開
へ
の
理
解
に
向
け
て
― 

趙
相
宇 

   
 
 

一 

は
じ
め
に 

  

日
本
と
韓
国
の
間
に
は
依
然
と
し
て
植
民
地
支
配
を
め
ぐ
る

葛
藤
が
続
き
、
両
国
関
係
を
大
き
く
揺
る
が
す
状
況
が
続
い
て

い
る
。
領
土
問
題
や
歴
史
教
科
書
問
題
、
慰
安
婦
問
題
、
そ
し

て
平
成
最
後
の
年
を
騒
然
と
さ
せ
た
元
徴
用
工
問
題
な
ど
が
そ

の
代
表
的
な
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
後
七
〇
年
以
上
が

過
ぎ
た
現
在
、
な
ぜ
植
民
地
支
配
の
過
去
は
日
本
と
韓
国
の
関

係
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
問
い
は
、
単
純
に
日
韓
関
係
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
よ
り
根
本
的
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
冷
戦
構
造

の
下
で
の
世
界
秩
序
再
編
の
な
か
で
台
頭
し
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
社
会
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
韓
国
社
会
に
お
い

て
植
民
地
支
配
の
過
去
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
根
付
い
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
韓
国
に
お
け
る
最
重
要
国
家
記
念
日
（
＝
国

慶
日
）
の
一
角
で
あ
り
、
植
民
地
支
配
と
密
接
に
関
わ
る
三
・

一
と
八
・
一
五
光
復
と
い
う
日
付
に
焦
点
を
当
て
る
。 

 

三
・
一
節
と
は
、
一
九
一
九
年
三
月
一
日
に
身
分
や
階
級
、

主
義
を
超
え
て
全
国
民
が
日
本
帝
国
（
＝
日
帝
）
に
抵
抗
し
て

決
起
し
た
民
族
独
立
運
動
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
八
・
一

五
光
復
節
と
は
、
日
本
か
ら
解
放
さ
れ
、
か
つ
一
九
四
八
年
の

 

〇
頁
。 

(

二
三) 

『
日
本
新
聞
年
鑑
昭
和
一
五
年
版
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
八
年
、
八
三
─
九

一
頁
。 

(

二
四) 

『
新
聞
雑
誌
社
特
秘
調
査 

昭
和
二
年
・
警
保
局
』
大
正
出
版
、
一
九
七
九
年
。

新
聞
収
集
家
の
羽
鳥
知
之
が
発
見
し
た
内
務
省
警
保
局
の
資
料
を
複
製
・
出
版
し
た
も

の 
(

二
五) 

『
昭
和
二
年
新
聞
総
覧
』
日
本
電
報
通
信
社
、
七
〇
頁
。 

(

二
六) 

前
掲
書
、「
社
員
一
覧
表
」
部
一
二
頁
。 

(

二
七) 

『
日
本
新
聞
年
鑑
大
正
一
三
年
版
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
二
四
年
、「
一
覧
」
部

二
四
頁
。 

(

二
八) 

『
昭
和
一
三
年
新
聞
総
覧
』
日
本
電
報
通
信
社
、
七
三
頁
。 

(

二
九) 

篠
原
菊
治
（
述
）「
一
貫
し
て
会
計
畑
を
歩
む
」『
聴
き
と
り
で
つ
づ
る
新
聞
史 

別
冊
新
聞
研
究
第
十
五
巻
』
日
本
新
聞
協
会
、
一
九
八
二
年
、
六
三
頁
。 

(

三
〇) 

伊
東
淑
太
「
中
央
紙
を
前
に
し
て
地
方
紙
の
在
り
方
」『
新
聞
研
究
』
一
九
四
八

年
一
二
月
号
、
日
本
新
聞
協
会
、
七
頁
。
伊
東
は
信
濃
毎
日
新
聞
で
編
集
局
長
な
ど
を

歴
任
し
た 

(

三
一) 

「
郷
土
色
を
盛
り
上
げ
よ 

府
県
紙
協
議
会
開
く
」『
日
本
新
聞
報
』
一
九
四
四

年
五
月
二
〇
日
付
（
井
川
充
雄
編
『
戦
時
戦
後
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
界
『
日
本
新
聞
報
』

附
『
満
州
新
聞
協
会
報
』』
金
沢
文
圃
閣
、
二
〇
一
六
年
で
復
刻
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ

た
。
以
下
同 

(

三
二) 

「
中
央
紙
の
真
似
を
止
め
よ
」『
日
本
新
聞
報
』
一
九
四
四
年
五
月
二
〇
日
付
。

 
(

三
三) 

「
地
方
に
於
け
る
翼
賛
運
動
の
中
核
に
」『
日
本
新
聞
報
』
一
九
四
四
年
五
月
二

五
日
付
。 

(

三
四) 

相
馬
御
風
「
地
方
文
化
と
新
聞 

新
た
な
文
化
を
見
い
だ
せ
」『
日
本
新
聞
報
』

一
九
四
四
年
六
月
八
日
付
。
新
潟
・
糸
魚
川
に
隠
棲
し
て
い
た
相
馬
は
「
良
寛
」
の
研

究
な
ど
で
知
ら
れ
た 

(

三
五) 

赤
上
裕
幸
『「
も
し
も
あ
の
と
き
」
の
社
会
学
─
歴
史
に
ｉ
ｆ
が
あ
っ
た
な
ら
』

 

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
二
四
六
頁
。 
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