
五
月
十
日
朝
八
時
半
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
そ
の

日
に
行
わ
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
、
輿

論
調
査
に
基
づ
く
当
選
予
想
者
に
関
す
る
報
道
が
あ
っ
た
。
そ
の
な

か
で
現
役
の
大
統
領
の
名
を
四
回
い
ず
れ
も
単
語
と
し
て
「
ア
ロ

ヨ
」
と
読
ん
だ
。
ロ
が
高
い
の
で
あ
る
。
一
度
だ
け
複
合
形
の
「
ア

ロ
ヨ
大
統
領
」
が
あ
っ
た
。
同
日
、
夜
七
時
の
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス

も
、
二
回
と
も
「
ア
ロ
ヨ
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
報
道

は
異
な
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
担
当
し
た
。

こ
の
国
の
大
統
領
選
挙
に
対
し
て
、
わ
た
し
が
格
別
な
関
心
を
寄

せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
三
年
前
に
実
施
さ
れ
た
、
短
期
大
学

部
か
ら
本
学
部
国
文
学
科
へ
の
編
入
学
試
験
に
左
掲
の
問
題
が
出
て

い
る
（
片
仮
名
の
傍
線
は
高
い
拍
を
示
す
）。

問

今
年
一
月
の
政
変
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
に
就
任
し
た

ア
ロ
ヨ
氏
を
、
日
本
放
送
協
会
の
報
道
で
は
、「
ア
ロ
ヨ
」

「
ア
ロ
ヨ
」「
ア
ロ
ヨ
」
と
、
三
様
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
呼
ん
だ

（
傍
線
は
「
高
」
の
調
素
を
意
味
す
る
）。
こ
れ
に
つ
い
て
論

ぜ
よ
。

こ
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
こ
の
人
の
名
を
、
当
協
会
の
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
ど
う
読
む
か
気
に
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、

昨
年
十
月
十
二
日
夜
十
時
の
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
翌
年
大
統
領

選
挙
が
行
わ
れ
る
旨
に
つ
い
て
報
道
し
た
と
き
は
「
ア
ロ
ヨ
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
今
回
の
報
道
で
あ
る
。
三
年
前
に
は
協
会
の
中
で
揺

【
エ
ッ
セ
イ
】

ア
ロ
ヨ
ふ
た
た
び

―
―
言
語
時
評
・
四
―
―

工

藤

力

男
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な
か
だ
か
が
た

れ
て
い
た
ア
ク
セ
ン
ト
が
中
高
型
に
定
着
し
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
た
が
、
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
わ
た
し
に
強
い
違
和
感
を
与
え

る
。
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
た
い
。

日
本
人
に
と
っ
て
、
ひ
と
た
び
獲
得
し
た
ア
ク
セ
ン
ト
を
修
正
す

る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
関
東
出
身
の
俳
優
が
関
西
人
に
扮
し
た

映
画
な
ど
は
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
嘘
臭
く
て
興
ざ
め
す
る
と
い

う
京
都
の
友
人
が
あ
る
。
わ
た
し
自
身
、
尊
敬
す
る
監
督
の
演
出
し

た
、
東
北
地
方
を
舞
台
と
す
る
良
心
的
な
映
画
な
の
に
、
中
途
半
端

な
東
北
弁
の
せ
い
で
、
さ
っ
ぱ
り
心
に
響
か
な
く
て
残
念
に
思
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
短
い
製
作
期
間
に
、
出
演
俳
優
が
そ
の
地
域
語
を
ア

ク
セ
ン
ト
も
含
ん
で
習
得
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
は
、
と
て
も

無
理
な
話
で
あ
ろ
う
。

異
体
系
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
習
得
す
る
困
難
さ
に
つ
い
て
思
い
出
す

人
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
人
気
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
だ
っ
た

故
逸
見
政
孝
氏
。
そ
の
話
し
方
に
、
出
身
地
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の

を
わ
た
し
は
感
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
没
後
に
放
送
さ
れ
た
逸
話

に
よ
る
と
、
氏
は
京
都
の
出
身
で
あ
っ
た
。
京
都
の
大
学
で
英
文
学

を
学
ん
だ
が
、
放
送
業
界
に
は
い
り
た
く
て
、
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
を

数
冊
消
耗
す
る
ほ
ど
の
猛
烈
な
訓
練
に
よ
っ
て
、
自
分
の
言
葉
か
ら

京
都
弁
臭
を
消
し
さ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

日
本
語
教
育
に
も
少
し
ば
か
り
関
わ
る
こ
と
の
あ
っ
た
わ
た
し
は
、

ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
殆
ど
無
視
に
近
い
態
度
を
と
っ
て
き
た
。

わ
た
し
自
身
は
秋
田
市
の
方
言
で
育
っ
た
の
で
、
お
お
む
ね
東
日
本

ア
ク
セ
ン
ト
を
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
だ
が
、
個
々
の
語
に
な
る
と

い
か
に
も
怪
し
い
。
例
え
ば
、
空
の
「
雲
」
と
虫
の
「
蜘
蛛
」
は
東

あ
た
ま
だ
か
が
た

京
語
で
は
同
一
の
頭
高
型
と
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
で
は
区
別
へ

の
志
向
が
は
た
ら
い
て
い
つ
も
揺
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
生
活
で

ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
が
意
思
疏
通
の
障
碍
に
な
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。

関
西
の
藝
人
が
放
送
で
活
躍
し
て
い
る
の
は
、
日
本
じ
ゅ
う
の
人
が

そ
れ
を
受
け
い
れ
て
い
る
い
い
証
拠
で
あ
ろ
う
。

ア
ク
セ
ン
ト
を
無
視
し
え
な
い
類
い
の
語
が
あ
る
。
固
有
名
詞
で

あ
る
。「
ア
ロ
ヨ
」
が
違
和
感
を
も
っ
て
わ
た
し
の
耳
に
つ
い
た
の

も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
近
年
の
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
概
略
に
つ
い
て

は
、
工
藤
「『
春
よ
来
い
』
の
言
語
学
」（『
成
城
教
育
』
八
十
八
号

（1995

））
に
書
い
た
の
で
、
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
重
複
を
覚
悟
し

て
書
く
こ
と
に
す
る
。

秋
永
一
枝
編
『
明
解
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
』（
三
省
堂

（1981

））
は
、
大
部
の
「
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
の
習
得
法
則
」
を
付
載
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す
る
。
そ
の
冒
頭
「
名
詞
の
一
般
に
つ
い
て
」
か
ら
一
部
を
抜
き
だ

し
て
掲
げ
る
（
横
組
み
の
原
文
を
縦
組
み
に
変
え
、
ア
ク
セ
ン
ト
表

示
も
本
稿
の
方
式
に
よ
る
）。

二
拍
語

頭
高
語
…
漢
語
・
外
来
語
・
日
常
用
い
ら
れ
な
い
語

彙
・
新
造
語
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
型
。

三
拍
語

頭
高
語
…
漢
語
・
外
来
語
は
、
平
板
型
か
、
こ
の
型

が
ほ
と
ん
ど
。

ま
た
、「
外
来
語
の
単
純
名
詞
」
の
項
に
は
左
記
の
よ
う
に
あ
る
。

二
拍
語
―
原
則
と
し
て
頭
高
型
。

ジ
ャ
ム

バ
タ

パ
イ

ジ
ョ
ー

ピ
ン

三
拍
語
―
原
則
と
し
て
頭
高
型
。
但
し
、
引
き
音
で
終
る
も
の

は
、
原
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
残
す
傾
向
が
あ
る
。

グ
ラ
ス

ケ
ー
キ

ダ
ン
ス

セ
ッ
ト

ク
レ
ー

タ
ブ
ー

フ
リ
ー

四
拍
以
上
の
語
―
原
則
と
し
て
終
り
か
ら
三
拍
め
ま
で
高
い
。

レ
コ
ー
ド

ク
リ
ー
ム

ナ
ト
リ
ュ
ー
ム

こ
の
法
則
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
に
は
、
世
界
地
図
を
開
い
て
、

な
じ
み
の
薄
い
地
名
を
拾
い
あ
げ
て
み
る
と
い
い
。
二
拍
語
、
ア
チ

ェ
、
ガ
ザ
、
モ
ロ
、
チ
リ
、
リ
マ
な
ど
、
す
べ
て
頭
高
型
で
あ
る
。

三
拍
語
も
、
ア
ク
ラ
、
バ
ハ
マ
、
ケ
ソ
ン
、
リ
ヤ
ド
、
サ
ヌ
ア
、
チ

ラ
ナ
、
ル
サ
カ
な
ど
、
す
べ
て
頭
高
型
に
発
音
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
違
和
感
の
由
来
が
分
か
る
。
十
数
年
前
に

報
道
を
賑
わ
し
た
サ
リ
ン
、
オ
ウ
ム
、
サ
テ
ィ
ア
ン
な
ど
は
、
多
く

の
日
本
人
に
と
っ
て
初
め
て
接
す
る
語
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ

ら
も
法
則
ど
お
り
頭
高
型
に
実
現
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
新
造

語
も
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
、
ベ
ア
（
↑
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
）、
ぴ
あ

（Pia

）、
ア
ナ
（
Ａ
Ｎ
Ａ
）、
ジ
ャ
ル
（
Ｊ
Ａ
Ｌ
）、
ド
コ
モ
（D

o-

C
oM

o

）、
ス
イ
カ
（Suica

）、
イ
オ
ン
、
ジ
ャ
ス
コ
な
ど
に
見
る
と

お
り
で
あ
る
。

フ
イ
リ
ピ
ン
の
人
名
「
ア
ロ
ヨ
」
は
、
日
本
人
の
用
い
な
い
語
ゆ

え
、
新
造
語
に
近
い
、
三
拍
の
、
外
来
語
の
、
単
純
名
詞
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
は
ア
ク
セ
ン
ト
法
則
に
例
外
が
生
じ
る
よ
う
な
特
殊

拍
を
含
ん
で
も
い
な
い
。
こ
の
類
い
の
語
が
頭
高
型
に
発
音
さ
れ
や

す
く
、
し
か
も
短
小
な
語
ほ
ど
例
外
が
少
な
い
こ
と
は
、
わ
ず
か
の

拍
で
対
象
を
誤
り
な
く
把
握
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
右

に
見
た
ア
ク
セ
ン
ト
法
則
は
、
言
語
と
し
て
じ
つ
に
合
理
的
か
つ
効

率
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
だ
け
条
件
の
揃
っ
た
「
ア
ロ
ヨ
」

な
の
に
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
発
音
が
揺
れ
た
の
で
あ
る
。
語
形
の
よ

く
似
た
植
物
名
「
ア
ロ
エ
」
の
東
京
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
ア
ロ
エ
で
あ

る
。
三
年
前
の
放
送
で
、「
ア
ロ
ヨ
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
三
様
に
揺
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れ
た
の
は
、
原
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
反
映
で
は
な
い
こ
と
を
語
る
だ

ろ
う
。

つ
い
で
に
言
う
。『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
ス
テ
ラ
』
と
い
う
情
報
誌

が
あ
る
。
宣
伝
放
送
で
聞
く
ア
ク
セ
ン
ト
は
「
ス
テ
ラ
」、
新
造
語

に
し
て
中
高
型
で
あ
る
。
立
ち
読
み
し
て
得
た
知
識
で
は
、
こ
れ
は

“Satellite”
“T

E
levision”

“R
A

dio”

の
頭
文
字
に
よ
る
名
で

“ST
E

R
A

”

な
の
だ
と
い
う
。
外
来
語
め
か
し
て
作
り
た
か
っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
ど
の
み
ち
日
本
人
に
通
じ
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
の
に
、『SA

T
E

R
A

』
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
が
頭
高
型
で
呼
ば
れ
な
い
の
に
は
訳
が
あ
っ
た
の
だ
。

ひ
ら
く
ち

日
本
語
の
「
ス
」
は
、
平
唇
の
狭
母
音
を
も
つ
ゆ
え
に
無
声
化
し
や

す
い
拍
で
あ
る
。
し
か
も
、「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ａ
」
と
母
音
を
添
え
な
い

ロ
ー
マ
字
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
二
拍
の
「
テ
」
も
無
声
の
頭

子
音
﹇
ｔ
﹈
を
も
つ
。
か
く
て
「
ス
」
が
無
声
化
す
る
条
件
は
揃
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
東
京
語
に
は
「
無
声
の
拍
は
ア
ク
セ
ン
ト
核
に

な
ら
な
い
」
と
い
う
法
則
が
あ
る
。
す
る
と
、「
ス
テ
ラ
」
は
、
ア

ロ
ヨ
と
は
異
な
る
契
機
に
よ
る
中
高
型
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
四
半
世
紀
に
お
け
る
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
は
、
押
し

よ
せ
る
平
板
化
の
怒
濤
に
席
巻
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

も
訓
練
期
間
に
は
東
京
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
習
得
に
努
め
、
ア
ク
セ
ン

ト
変
化
の
実
態
を
学
び
、
配
属
先
に
あ
っ
て
も
日
々
注
意
を
怠
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
意
外
な
ア
ク
セ
ン
ト
の
出
現
す
る
の
が
現
実

で
あ
る
。
三
年
前
の
報
道
で
三
つ
の
型
の
出
現
順
位
ま
で
は
知
ら
な

い
。
今
回
、「
ア
ロ
ヨ
」
が
頻
出
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

規
範
的
な
発
音
が
「
ア
ロ
ヨ
」
で
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
持
ち
な

が
ら
、
近
年
勢
力
を
広
げ
た
平
板
型
に
な
じ
み
、
ま
た
引
か
れ
て

「
ア
ロ
ヨ
」
に
な
ろ
う
と
す
る
発
音
を
修
正
し
よ
う
と
し
た
結
果
、

そ
の
中
間
的
な
中
高
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
言
わ
ば
鵺
の
ご
と
き

ア
ク
セ
ン
ト
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
同
情
す
べ

き
点
も
あ
る
の
だ
が
、
放
送
を
専
門
と
す
る
職
業
人
と
し
て
は
、
や

は
り
褒
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。

固
有
名
詞
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
特
に
規
則
性
が
高
い
の
で
、
規
則
を

は
ず
れ
て
発
音
さ
れ
る
と
、
耳
に
障
っ
て
記
憶
に
残
る
こ
と
が
多
い
。

い
っ
け
い

例
え
ば
、
福
島
県
は
い
わ
ゆ
る
一
型
ア
ク
セ
ン
ト
地
域
で
、
ア
ク
セ

ン
ト
の
型
の
違
い
を
有
し
な
い
。
わ
た
し
の
大
学
院
の
授
業
に
出
て

い
た
福
島
市
出
身
の
学
生
は
、「
古
事
記
」
を
東
京
語
の
「
乞
食
」

の
ア
ク
セ
ン
ト
「
コ
ジ
キ
」
で
読
む
の
で
大
い
に
閉
口
し
た
。
頼
む

か
ら
そ
れ
だ
け
は
直
し
て
く
れ
と
言
う
と
、
当
座
は
ど
う
に
か
修
正
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し
え
て
も
、
次
の
機
会
に
は
ま
た
「
乞
食
と
萬
葉
集
」
と
や
ら
か
し

た
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
一
語
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
体
系
と
し
て

の
ア
ク
セ
ン
ト
ゆ
え
、
な
か
な
か
修
正
が
利
か
な
か
っ
た
の
だ
。
き

ょ
う
も
あ
の
調
子
で
、
同
じ
一
型
ア
ク
セ
ン
ト
地
域
で
あ
る
水
戸
市

の
高
校
生
た
ち
と
、「
乞
食
や
日
本
書
紀
」
を
勉
強
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。

四
拍
の
固
有
名
詞
類
に
つ
い
て
も
、
右
記
の
法
則
な
ど
に
照
ら
し

て
み
る
と
、
気
付
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ラ
ジ
オ
の
音
楽
番
組
で
ラ

ヴ
ェ
ル
の
楽
曲
名
が
「
ダ
フ
ニ
ス
と
黒
江
」
に
な
り
、
中
国
の
経
済

解
放
区
「
深

」
が
「
新
鮮
」
に
な
る
。
そ
う
言
え
ば
、
昔
、
歌
舞

伎
役
者
の
八
代
目
市
川
中
車
が
「
俺
は
チ
ュ
ウ
シ
ャ
じ
ゃ
あ
ね
え
」

と
お
こ
っ
た
と
い
う
話
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
文
章
の
文
字

が
「
駐
車
」
だ
っ
た
か
「
注
射
」
だ
っ
た
か
は
、
記
憶
が
定
か
で
な

い
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
報
道
で
、
シ
ャ
ン
ハ
イ
、
ナ
ン
キ
ン
、
ホ

ン
コ
ン
、
テ
ヘ
ラ
ン
を
耳
に
し
て
す
で
に
久
し
い
。
昨
年
来
「
ク
ウ

ェ
ー
ト
」
も
頻
繁
に
聞
い
た
。
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
平
板
化
の

勢
い
で
、
五
拍
の
固
有
名
詞
「
三
津
五
郎
」
も
「
ミ
ツ
ゴ
ロ
ー
」
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
、
報
道
記
者
や
カ
メ
ラ
マ

ン
の
報
告
で
、「
ヨ
ル
ダ
ン
の
首
都
餡
饅
」
も
い
く
つ
か
食
し
た
。

耳
慣
れ
ぬ
外
国
語
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
母
語
の
感
覚
が
揺
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
れ
に
は
逆
の
こ
と
も
あ
る
。
北
朝
鮮
の
地
対
艦
ミ
サ

イ
ル
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、「
コ
ー
カ
イ
云
々
」
と
読
ま
れ
た
こ
と
が

あ
る
（2003/4/1

朝
七
時
）。
わ
た
し
は
「
紅
海
」
と
聞
い
た
の
だ
が
、

「
公
海
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
文
脈
で
あ
っ
た
。

六
月
廿
日
朝
、
総
合
テ
レ
ビ
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
四
十
日
ぶ
り

に
こ
の
選
挙
に
関
す
る
報
道
に
接
し
た
。
大
統
領
就
任
式
が
近
い
の

に
開
票
が
も
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
現
地
か
ら

伝
え
た
高
木
優
記
者
の
報
告
で
は
、
二
回
と
も
「
ア
ロ
ヨ
」
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
放
送
記
者
と
の
差
な
の
か
個
人
差
な

の
か
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。

（
二
千
四
年
夏
）
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