
大
会
の
当
日
に
配
布
し
た
報
告
要
旨
は
、
河
村
ほ
か
編
『
片
倉
家
・
片
倉
製
糸
関
係
（
資
料
Ｉ
）
』
に
そ
の
ま
ま
収
録
し
て
あ
り
、
ま
た
、
調

査
報
告
と
し
て
は
、
「
地
域
社
会
の
近
代
化
と
伝
統
」
と
い
う
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
重
複
を
避
け
て
、
そ
の
後
明
ら

か
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
点
を
補
足
的
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
論
文
は
、
こ
の
あ
と
の
つ
な
が
り
が
悪
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
書
き
直
し
論
文
で
、
前
稿
は
、
編
集
委
員
会
か
ら
「
論
文
の
標

昨
年
（
一
九
八
九
年
）
秋
の
比
較
家
族
史
学
会
で
、
私
は
「
日
本
資
本
主
義
と
家
お
よ
び
同
族
団
」
と
い
う
報
告
を
お
こ
な
い
、
片
倉
製
糸
の
企

業
と
し
て
の
発
展
と
片
倉
同
族
団
の
関
係
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
日
本
で
は
、
民
間
か
ら
の
資
本
主

義
の
自
生
的
発
展
は
、
製
糸
業
な
ど
の
ご
く
僅
か
な
分
野
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
さ
え
、
オ
ャ
カ
タ
・
コ
カ
タ
の
同
族
団
的
関

係
が
企
業
組
織
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
諏
訪
地
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
同
族
団
的
関
係
が
諏
訪
大
社
へ
の
宗
教
的
信
仰
と
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

特
集
／
日
本
の
家
、
社
会
主
義
社
会
の
家

日
本
資
本
主
義
と
民
間
神
道

ﾛ■■■■■■■

ｌ
諏
訪
地
方
の
製
糸
業
の
事
例
を
中
心
に
Ｉ

河
村
望
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題
と
内
容
が
不
統
一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
半
は
課
題
と
整
合
し
て
い
る
が
、
後
半
は
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
り
を
も
つ
の
か
が
不
明
で
あ

る
。
む
し
ろ
『
下
か
ら
の
』
近
代
化
の
事
例
分
析
に
絞
っ
て
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
す
っ
き
り
す
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
付
さ
れ
て
、
返
却
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
の
題
は
、
大
会
で
報
告
し
た
の
と
同
じ
題
の
「
日
本
資
本
主
義
と
家
お
よ
び
同
族
団
」
で
あ
っ
た
。
前
半
は
「
標
題
と
内

容
が
一
致
し
て
い
る
」
と
い
わ
て
も
、
そ
れ
は
最
初
の
三
分
の
一
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
書
き
直
し
を
命
じ
ら
れ
た
に
等
し
い
。
こ
の
論
文

は
、
題
を
い
ま
の
よ
う
に
変
更
し
た
う
え
で
、
あ
と
の
三
分
の
二
を
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
え
に
、
私
が
ま
え
の
題
で
な
に
を
問

題
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

私
が
「
日
本
資
本
主
義
と
家
」
と
い
う
主
題
で
問
題
に
し
た
こ
と
は
、
日
本
資
本
主
義
は
、
半
封
建
的
地
主
制
を
そ
の
う
ち
に
か
か
え
た
遅
れ

た
も
の
で
、
前
近
代
的
家
制
度
、
同
族
団
構
成
と
不
可
分
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
「
上
か
ら
の
」
資
本
主
義
化
の
必
然
的
産

物
だ
け
で
な
く
、
「
下
か
ら
の
」
資
本
主
義
化
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
伝
統
的
見
解
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
日
本
で
資
本
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
本
来
的
な
意
味
で
の
資
本
主
義
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
議
論
の
大
前
提
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
西
欧
の
資
本
主
義
の
発
達
と
関
係
が
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い

が
、
日
本
資
本
主
義
は
、
「
上
か
ら
の
」
道
を
と
る
と
き
に
は
天
皇
制
と
国
家
神
道
と
結
び
つ
き
、
「
下
か
ら
の
」
道
を
と
る
と
き
に
は
、
同
族

団
と
民
間
神
道
の
か
た
ち
を
と
る
と
い
う
の
が
、
大
会
報
告
の
と
ぎ
の
私
の
立
場
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
自
分
の
社
会
学
の
立
場

が
、
有
賀
社
会
学
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
な
く
、
柳
田
民
俗
学
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
前
稿
で
は
、
「
下
か
ら
の
」
資
本
主
義
化
が
、
天
皇
制
国
家
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
、
父
系

の
大
家
族
、
労
働
協
業
集
団
と
し
て
の
イ
エ
に
お
け
る
オ
ャ
カ
タ
・
コ
カ
タ
関
係
と
直
接
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
国
家
神
道
と
民

間
神
道
と
い
う
対
比
は
、
大
会
報
告
の
時
点
で
の
た
ん
な
る
思
い
つ
き
で
、
日
本
の
神
道
を
天
皇
お
よ
び
国
家
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
の
が
そ

も
そ
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
前
稿
は
私
の
力
量
不
足
か
ら
、
本
誌
の
編
集
委
員
に
さ
え
理
解
し
て
も
ら
え
な

い
論
理
的
整
合
性
を
欠
い
た
も
の
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
理
論
的
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ゥ
エ
ー
霞
〈
－
に
よ
れ
ば
、
近
代
資
本
主
義
は
合
理
的
金
儲
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
欧
に
お
い
て
の
承
近
代
資
本
主
義
が
成
立
し
た
。
と
い
う
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私
が
ゥ
エ
ー
、
ハ
ー
の
見
解
を
支
持
し
な
い
の
は
、
彼
が
結
果
と
し
て
現
れ
な
い
意
図
や
目
的
で
、
行
為
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
合
理

的
に
金
が
儲
か
っ
た
の
は
、
合
理
的
な
金
儲
け
が
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
説
明
で
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
。
等
価
交
換
の
も
と
で
、

金
が
儲
か
る
の
は
、
労
働
力
と
い
う
商
品
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
家
は
、
労
働
者
を
や
と
っ
て
、
合
理
的
、
合
目
的
的
に
生
産
を
お
こ

な
っ
た
か
ら
、
金
儲
け
が
で
き
、
資
本
が
蓄
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
資
本
主
義
的
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
金
儲
け
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
富
国
強
兵
を
め
ざ

す
、
採
算
を
度
外
視
し
た
官
営
工
場
を
こ
の
範
晴
に
い
れ
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
共
同
体
の
終
極
的
解
体
が
承
ら
れ
ず
、
土
地
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
自
由
な
労
働
力
、
商
品
と
し
て
の
労
働
者
の
広
範
な
存
在
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
西
欧
的
な
意
味
で
の
合
理

的
金
儲
け
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
企
業
を
永
続
す
る
集
団
と
み
な
す
集
団
主
義
的
資
本
主
義
ｌ
西
欧
の
個
人
主
義
的
資
本
主

の
前
提
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
垂

的
に
金
が
儲
か
っ
た
の
は
、
八

の
は
や
資
本
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
の
な
か
で
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
の
承
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は

地
上
に
お
け
る
神
の
栄
光
を
ま
す
た
め
に
、
職
業
労
働
へ
の
献
身
と
禁
欲
生
活
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
の
蓄
積
が
は
か

ら
ず
も
可
能
に
な
っ
た
。
機
械
の
う
え
に
た
っ
た
資
本
主
義
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
が
、
初
め
て
資
本
主
義
が

成
立
す
る
と
き
は
、
外
見
上
は
そ
れ
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
内
面
的
動
機
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
理
解
し
て
い
る
ゥ
エ
ー
慧
ハ
ー
の
資
本

主
義
と
宗
教
倫
理
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
前
提
と
し
て
、
ベ
ラ
ー
の
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
が
書
か
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

私
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
反
対
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
人
び
と
は
知
ら
な
い
う
ち
に
歴
史

の
必
然
と
か
に
導
か
れ
て
、
資
本
主
義
を
選
択
し
て
い
た
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
、
ま
ず
注
意
し
た
い
。
日
本
で
は
、
奇
妙
な

こ
と
に
、
国
民
の
主
体
的
意
欲
と
無
関
係
に
資
本
主
義
は
、
外
か
ら
必
然
的
に
持
ち
こ
ま
れ
た
と
い
う
、
非
学
問
的
信
念
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
政
府
が
外
国
か
ら
機
械
を
購
入
し
、
工
場
を
建
て
さ
え
す
れ
ば
、
資
本
主
義
は
自
動
的
に
確
立
す
る
と
、
根
拠
な
く
想
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
官
営
工
場
が
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
本
格
的
な
「
上
か
ら
の
」
資
本
主
義
化
が
み
ら
れ
た
と
い
う
立
場
が
当
然
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義
に
た
い
し
て
ｌ
が
成
立
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
基
本
的
に
は
天
皇
制
国
家
の
原
理
の
う
ち
に
と
ら
え
、
例
え
ば
、
片
倉
製
糸
に
代
表
さ
れ
る

諏
訪
地
方
の
製
糸
業
も
、
こ
の
天
皇
制
原
理
の
変
種
や
亜
種
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
会
報
告
の
不
十
分
さ
、
と
い
う
よ
り
も
誤
り
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
前
稿
で
は
、
そ
の
改
定
が
め
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
ゑ
た
と
お

り
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
後
半
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
編
集
委
員
会
で
パ
ス
し
た
部
分
を
ま
ず
載
せ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
私
は
、
農
村
社
会
学
者
の
有
賀
喜
左
衛
門
が
、
諏
訪
地
方
の
製
糸
業
の
同
族
会
社
と
し
て
の
展
開
に
つ
い
て
の
言
及
が
ま
っ
た
く
な
い

こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
、
こ
の
こ
と
は
「
有
賀
氏
が
信
州
伊
那
に
生
ま
れ
、
旧
制
諏
訪
中
学
を
で
て
い
る
だ
け
に
奇
異
な
こ
と
と
い
え
る
。
天
竜
川

流
域
の
川
岸
村
（
現
岡
谷
市
）
の
三
沢
地
区
に
は
片
倉
の
同
族
団
が
存
在
し
て
い
た
だ
け
に
、
有
賀
氏
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
無
視
は
、
有
賀
社

会
学
の
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
い
え
る
」
と
書
い
て
お
い
た
。

こ
れ
に
た
い
し
、
あ
る
人
か
ら
は
今
井
五
介
の
子
弟
が
諏
訪
中
で
有
賀
の
前
後
に
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
が
、
片
倉
同

族
団
を
無
視
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
○
年
の
夏
に
、
私
の
調
査
団
の
大
学
院
生
が
、
片
倉
同
族
の
墓
を
調
査
す
る

さ
い
に
、
墓
の
ま
わ
り
の
草
刈
り
を
し
て
い
た
と
き
、
片
倉
兼
太
郎
の
孫
娘
に
あ
た
る
人
が
墓
参
り
に
こ
ら
れ
、
感
心
な
学
生
だ
と
い
う
こ
と
で

お
礼
を
下
さ
り
、
学
者
の
な
か
に
は
、
資
料
を
も
っ
て
い
っ
た
ま
ま
返
さ
な
い
人
が
い
る
と
い
っ
て
、
有
賀
喜
左
衛
門
の
名
前
を
あ
げ
た
と
い

う
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
有
賀
が
片
倉
同
族
団
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
有
賀
が
、
片
倉
製
糸
の
同
族
団
を
研
究
の

対
象
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
理
念
型
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
の
ち
に
詳

次
に
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
製
糸
業
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
機
械
及
び
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
で
あ
る
。
さ
き
の
報
告
要
旨
の

な
か
で
、
私
は
、
言
三
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
つ
い
て
、
三
沢
村
の
片
倉
林
右
衛
門
が
、
慶
応
年
間
に
自
宅
に
取
子
を
集
め
て
座
繰
機
に
よ
る
作
業

し
く
ゑ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
一
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問
か
ら
で
て
く
る
か
、

道
具
が
人
間
か
ら
こ

う
に
指
摘
し
て
い
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
の
な
か
で
、
す
べ
て
発
達
し
た
機
械
は
、
原
動
機
、
伝
動
機
、
道
具
機
ま
た
は
作
業
機
か
ら
な
っ

て
い
る
と
し
、
こ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
道
具
機
を
あ
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
「
道
具
機
と
は
、
適
当
な
運
動
が
伝
え
ら
れ

る
と
、
以
前
に
労
働
者
が
類
似
の
道
具
で
行
っ
て
い
た
の
と
同
じ
作
業
を
、
自
分
の
道
具
で
行
う
一
つ
の
機
構
な
の
で
あ
る
。
そ
の
原
動
力
が
人

間
か
ら
で
て
く
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
自
身
ま
た
一
つ
の
機
械
か
ら
で
て
く
る
か
ら
、
少
し
も
事
柄
の
本
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
の

道
具
が
人
間
か
ら
一
つ
の
機
構
に
移
さ
れ
て
か
ら
、
た
だ
の
道
具
に
代
わ
っ
て
機
械
が
現
れ
る
」
と
い
い
（
第
二
分
冊
、
二
四
九
ペ
ー
ジ
）
、
次
の
ょ

場
経
営
を
は
じ
め
た
と
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
「
厳
密
な
意
味
で
の
マ
’
三
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
で
は
な
い
」
と
し
、
「
日
本
に
お
け
る
マ
’
三
フ

ァ
ク
チ
ュ
ア
は
、
西
欧
か
ら
の
機
械
の
導
入
の
あ
と
に
確
立
し
た
と
承
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
い
た
。

日
本
の
製
糸
業
に
お
い
て
、
機
械
と
器
械
の
区
別
を
ど
こ
に
お
く
か
は
、
そ
も
そ
も
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
始
め
、
私
は
絹
糸
に
お

け
る
製
糸
の
機
械
と
は
、
蒸
気
に
よ
る
動
力
と
四
緒
繰
り
の
金
属
製
の
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
器
械
と
は
、
水
力
に
よ
る
二
緒
繰
り
の
主
と

し
て
木
製
の
も
の
と
理
解
し
て
い
た
が
、
富
岡
製
糸
場
の
フ
ラ
ン
ス
式
機
械
も
、
諏
訪
式
の
器
械
も
同
じ
く
二
緒
繰
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
、
機
械
と
器
械
の
差
を
動
力
機
の
相
違
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

さ
ぎ
の
報
告
要
旨
で
、
私
は
「
器
械
製
糸
は
機
械
制
生
産
と
は
い
え
な
い
幼
稚
な
技
術
段
階
に
あ
り
、
動
力
と
し
て
は
水
車
が
利
用
さ
れ
て
い

た
。
：
…
・
岡
谷
に
つ
い
て
承
る
な
ら
、
器
械
製
糸
が
本
格
化
し
た
の
は
、
旧
川
岸
村
で
天
竜
川
と
い
う
比
較
的
大
き
な
川
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い
た
が
、
こ
の
記
述
の
な
か
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
に
は
、
機
械
と
い
う
と
動
力
機
に
重
点
を
お
い
て
い
た

の
で
あ
る
。人

間
が
作
業
の
た
め
に
同
時
に
使
用
で
き
る
労
働
用
具
の
数
は
、
彼
の
自
然
的
生
産
用
具
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
肉
体
的
器
官
の
数
に
よ

っ
て
、
限
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
ず
、
一
人
の
紡
績
工
に
二
つ
の
紡
ぎ
車
を
踏
ま
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
同
時
に
両
手
と
両
足
と
で

作
業
さ
せ
る
こ
と
が
試
承
ら
れ
た
。
こ
れ
は
骨
の
折
れ
す
ぎ
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
つ
の
紡
錘
を
つ
け
た
足
踏
永
紡
ぎ
車
が
発
明
さ

れ
た
が
、
同
時
に
二
本
の
糸
を
紡
ぐ
こ
と
の
で
き
る
紡
績
の
名
手
は
ほ
と
ん
ど
双
頭
の
人
間
の
よ
う
に
ま
れ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ェ
’
一
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－
〔
紡
績
機
〕
は
始
め
か
ら
一
二
’
一
八
個
の
紡
錘
で
紡
ぎ
、
靴
下
編
承
機
は
一
時
に
何
千
本
も
の
針
で
編
む
（
同
、
二
四
九
’
五
○
．
ヘ
ー
ジ
）
。

こ
の
よ
う
に
象
れ
ぱ
、
同
じ
製
糸
業
と
い
っ
て
も
、
絹
糸
と
綿
糸
と
で
は
、
機
械
化
の
過
程
に
お
い
て
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
富
岡
製
糸
場
の
創
設
当
初
の
設
備
は
フ
ラ
ン
ス
式
の
繰
糸
機
で
、
ボ
イ
ラ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
を
据
付
け
、
動
力
源
・
熱
源
は
す
べ
て
蒸
気

力
に
よ
り
給
水
も
機
械
化
し
て
い
て
、
煮
繰
兼
業
で
二
緒
繰
、
撚
り
か
け
は
共
撚
式
、
そ
し
て
小
枠
再
繰
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
機
械
製

糸
と
い
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
機
械
で
も
二
緒
繰
り
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
意
味
で
の
道
具
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
機
械
を
改
良
し
て
作
っ
た
器
械
製
糸
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
二
緒
繰
り
で
あ
り
、
技
術
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
の

差
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
富
岡
製
糸
場
の
フ
ラ
ン
ス
製
の
機
械
も
、
の
ち
に
明
治
末
年
に
は
改
良
さ
れ
、
四
緒
繰
り
に
な
る
と
同
時

に
、
作
業
台
も
日
本
人
の
体
格
に
あ
う
よ
う
低
く
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
機
械
や
技
術
と
は
、
一
般
に
そ
う
ゑ
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
、
た
ん
な
る
中
立
的
な
道
具
で
は
な
く
て
、
人
間
の
具
体
的
な
労
働
能
力
と
結
び
つ
い
て
初
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国

か
ら
機
械
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
れ
以
降
は
す
べ
て
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
原
料
（
繭
）
も
労
働
力
（
工
女
）
も
機
械
に

適
合
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
意
味
で
も
、
女
工
哀
史
と
い
わ
れ
る
も
の
を
、
正
確
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
「
宿
舎
な
が
れ
て
工
場
は
焼
け
て

門
番
コ
レ
ラ
で
死
ね
ば
よ
い
」
と
い
う
唄
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
気
分
が
女
工
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
技
術
的
に
は
糸
繰
り
は

女
工
の
熟
練
に
多
く
を
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
手
先
の
器
用
な
女
工
は
高
給
を
貰
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
生
糸
の
場
合
に
お
い
て
は
、
外
国
の
機
械
制
製
糸
も
技
術
的
に
低
い
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
岡
谷
に
お
け
る
製
糸
業
の
発

し
て
、
こ
の
よ
う
に
生
糸
の
場
へ

展
を
可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

次
の
問
題
は
、
日
本
資
本
主
一

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い

日
本
資
本
主
義

こ
の
地
方
に
は
諏
訪
大
社
が
あ
り
、
御
柱
祭
り
な
ど
民
間
神
道
の
固
有
の
伝
統
が
あ
る
。
Ｒ
・
ベ
ラ
ー
の
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
は
、
日

本
の
近
代
化
の
過
程
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
か
わ
る
機
能
を
は
た
し
た
も
の
に
、
浄
土
真
宗
や
石
田
梅
巌
の
心
学
が
あ
っ
た
と
し
て
い
た
が
、

る。 と
日
本
文
化
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
さ
ぎ
の
報
告
要
旨
の
な
か
で
、
資
本
主
義
の
発
達
と
宗
教
倫
理
の
関
係
に
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そ
し
て
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
私
は
、
三
井
、
三
菱
、
住
友
な
ど
の
財
閥
に
よ
る
、
「
上
か
ら
」
の
資
本
主
義
化
の
道
に
た
い
し
て
、
片
倉

製
糸
に
承
ら
れ
る
よ
う
な
「
下
か
ら
」
の
資
本
主
義
化
も
、
家
お
よ
び
同
族
団
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
中
央
の
財
閥
と
政
府
が
国

家
神
道
を
必
要
と
し
た
よ
う
に
、
片
倉
製
糸
も
民
間
神
道
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
い
ま
か
ら

承
る
と
、
大
変
誤
解
を
生
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
。

と
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
う
え
に
た

日
本
の
「
上
か
ら
」
の
近
代
化
が
国
家
神
道
と
天
皇
を
必
要
と
し
た
よ
う
に
、
諏
訪
地
方
の
「
下
か
ら
」
の
近
代
化
も
な
ん
ら
か
の
宗
教
的

リ
ァ
リ
テ
ィ
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
に
描
か
れ
て
い
る
国
学
が
近
代
化
に
は
た
し
た
特
異
な
役
割

は
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て
い
る
か
も
、
一
つ
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
報
告
者
の
方
法
論
的
立
場
は
、
柳
田
国
男
の
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
表
明
し
、
最
後
に
、
「
片
倉
氏
系
図
」
の
な

か
で
、
片
倉
氏
の
始
祖
と
し
て
片
倉
辺
命
（
建
御
名
方
命
の
子
）
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
以
降
、
諏
訪
上
社
の
代
々
の
大
祝
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
大
祝
が
国
家
神
道
の
天
皇
に
あ
た
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
『
上
か
ら
』
の
資
本
主
義
が
国
家
神
道
と
い
う
伝
統
を
新
た
に

創
造
し
た
こ
と
と
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
書
い
て
お
い
た
。

こ
こ
で
は
、
西
欧
の
資
本
主
義
が
共
同
体
の
終
極
的
解
体
を
前
提
と
し
て
、
自
由
な
賃
金
労
働
者
の
形
成
の
う
え
に
、
目
的
合
理
的
な
、
個
人

主
義
的
経
営
組
織
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
と
対
照
的
に
、
日
本
資
本
主
義
が
、
労
働
協
業
集
団
と
し
て
の
家
父
長
的
家
族
の
集
団
主
義
の
う
え

に
成
立
し
、
経
営
も
オ
ャ
カ
タ
・
コ
ヵ
タ
の
共
同
体
内
的
関
係
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
家
や
経
営
者
の
側
に
お
い

て
も
、
企
業
を
永
続
す
る
家
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
繁
栄
に
尽
く
す
と
い
う
、
個
人
の
目
的
合
理
性
か
ら
み
れ
ば
非
合
理
な
行
為
が
承
ら
れ
た
こ

前
稿
で
、
大
会
報
告
で
の
私
の
主
張
が
誤
解
を
生
む
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
の
は
不
十
分
で
、
む
し
ろ
、
大
会
報
告
お
よ
び
報
告
要
旨
に
述

一
一
一
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ま
ず
、
私
は
、
家
父
長
的
大
家
族
イ
エ
を
労
働
協
業
集
団
と
し
て
と
ら
え
、
父
系
の
オ
ャ
カ
タ
（
リ
ー
ダ
ー
）
・
コ
カ
タ
（
フ
ォ
ロ
ア
ー
ズ
）
の

関
係
に
お
い
て
、
日
本
企
業
の
集
団
主
義
の
原
理
を
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
諏
訪
地
方
の
製
糸
業
の
発
展
は
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

指
摘
し
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
柳
田
国
男
の
「
転
向
」
を
問
題
に
し
た
。

山
本
茂
美
の
『
あ
あ
野
麦
峠
ｌ
あ
る
製
糸
女
工
哀
史
』
は
、
表
題
か
ら
す
る
と
、
製
糸
業
で
は
、
「
女
工
哀
史
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
女

工
に
対
す
る
人
権
を
無
視
し
た
搾
取
に
よ
っ
て
、
製
糸
資
本
家
の
金
儲
け
が
可
能
だ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
内
容
は
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
山
本
は
、
「
諏
訪
地
方
の
業
者
は
自
分
の
労
力
を
も
資
本
の
重
要
な
も
の
と
し
て
、
主
人
は
未
明
に
起
き
て

釜
を
た
き
、
主
婦
は
炊
事
婦
と
な
り
、
息
子
は
検
番
雑
役
に
し
た
が
う
と
い
う
よ
う
に
、
一
家
こ
ぞ
っ
て
労
働
し
、
購
繭
に
も
自
ら
各
地
に
赴

き
、
帰
り
は
必
ず
十
貫
以
上
の
も
の
を
天
秤
棒
で
肩
に
し
て
く
る
の
を
常
と
し
た
」
と
い
い
（
三
二
三
ペ
ー
ジ
）
、
ま
た
、
「
明
治
の
頃
に
は
工
場

主
も
素
ワ
ラ
ジ
に
法
被
、
頭
に
は
鉢
巻
き
と
い
う
い
で
た
ち
で
、
工
女
よ
り
早
く
起
き
て
、
水
車
に
故
障
が
起
こ
る
と
凍
っ
た
天
竜
川
に
自
ら
飛

び
込
ん
で
修
理
し
、
釜
に
火
を
た
き
、
ま
っ
黒
に
な
っ
て
煙
突
掃
除
も
し
た
」
と
し
て
い
た
（
三
二
四
。
ヘ
ー
ジ
）
。

山
本
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
岡
谷
気
質
を
、
片
倉
兼
太
郎
を
モ
デ
ル
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
ゑ
て
、
信
州
で
は
、
「
立
派
な
人
間
に
な
り
た
か
っ

た
ら
片
倉
へ
行
っ
て
鍛
え
て
も
ら
っ
て
こ
い
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
い
た
と
書
い
て
い
る
（
同
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
な
、
資
本
家
、
経
営
者
の

な
か
の
労
力
主
義
は
、
た
ん
な
る
家
父
長
的
な
オ
ャ
カ
タ
・
コ
カ
タ
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
片
倉
製
糸
が
同
族
団
の
構
成
を
と

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
経
営
の
集
団
主
義
を
父
系
の
タ
テ
の
原
理
で
の
ゑ
説
明
可
能
な
も
の
と
ゑ
た
が
、
こ
れ
は
な
に
も
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ

こ
の
地
方
の
マ
キ
と
い
わ
れ
る
同
族
団
に
あ
っ
て
も
、
相
続
に
お
い
て
均
分
相
続
と
末
子
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
家
長
の
力
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
片
倉
同
族
団
を
ゑ
て
も
、
養
子
に
い
っ
た
今
井
家
や
林
家
の
も
の
が
、
姓
を
変
え

べ
た
見
解
を
撤
回
し
、
新
し
い
見
解
を
提
示
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
い
ま
で
は
思
っ
て
い
る
。
前
稿
の
題
が
、
大
会
報
告
の
と
き
と
同
じ
「
日

本
資
本
主
義
と
家
お
よ
び
同
族
団
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
問
題
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
前
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
、
い
く
つ
か

の
点
を
補
足
し
た
い
と
思
う
。

っ
た
。
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な
い
ま
ま
で
、
片
倉
同
族
団
の
本
家
で
あ
り
え
た
こ
と
、
総
本
家
の
兼
太
郎
自
身
、
本
来
は
、
総
本
家
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
本
家
で
も
な
く
、
分

家
に
過
ぎ
な
い
な
ど
の
事
実
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
地
方
は
、
水
田
が
少
な
く
、
貧
し
い
地
方
で
あ
っ
た
か
ら
養
蚕
、
製
糸
が
盛
ん
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
同
族
団
も
平
坦
地
の
水
田
地
帯
の
大
地
主
の
支
配
と
結
び
つ
く
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

柳
田
が
日
本
文
化
を
一
元
的
に
稲
作
文
化
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
点
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
例
え
ば
、
坪
井
洋
文
の
『
イ
モ
と
日
本
人
』
な
ど
で

批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
柳
田
が
、
初
期
に
も
っ
て
い
た
山
人
に
た
い
す
る
関
心
を
放
棄
す
る
の
は
、
む
し
ろ
外
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
私
は

む
し
ろ
、
そ
れ
を
柳
田
に
お
け
る
「
転
向
」
と
承
な
す
も
の
で
あ
る
。
柳
田
は
「
山
人
外
伝
資
料
」
（
一
九
一
二
年
）
の
な
か
で
、
山
人
を
「
こ
の

島
国
に
昔
繁
栄
し
て
い
た
先
住
民
の
子
孫
で
あ
る
」
と
い
い
、
彼
ら
の
た
め
に
記
さ
れ
た
一
冊
の
歴
史
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
そ

れ
を
彼
等
の
種
族
が
ほ
と
ん
ど
絶
滅
し
た
か
と
思
う
今
日
に
お
い
て
、
彼
等
の
不
具
戴
天
の
敵
の
片
割
れ
た
る
拙
者
の
手
に
よ
っ
て
企
て
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
彼
等
は
ま
こ
と
に
憐
れ
む
べ
き
人
民
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
。

私
が
柳
田
の
こ
の
よ
う
な
立
場
を
問
題
す
に
る
の
は
、
諏
訪
人
も
柳
田
を
不
具
戴
天
の
敵
と
承
な
す
山
人
、
先
住
民
の
子
孫
だ
か
ら
で
あ
る
。

柳
田
は
ま
た
、
「
山
人
考
」
（
一
九
一
七
年
）
で
も
、
「
わ
が
大
御
門
の
御
先
祖
様
が
、
始
め
て
こ
の
島
へ
御
到
着
な
さ
れ
た
時
に
は
、
国
内
に
は
す

で
に
幾
多
の
先
住
民
が
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
古
代
の
記
録
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
を
名
づ
け
て
国
つ
神
と
申
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と

書
い
て
い
る
。
諏
訪
の
洩
矢
神
の
御
左
口
神
、
『
古
事
記
』
で
は
出
雲
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
諏
訪
に
あ
る
足
長
神
社
の
足
摩
乳
命
と
手
長

神
社
の
神
の
手
摩
乳
命
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
国
つ
神
で
あ
る
。
こ
の
両
社
は
、
諏
訪
大
社
の
末
社
で
あ
る
。

諏
訪
大
社
の
上
社
に
は
、
建
御
名
方
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
は
大
国
主
命
の
子
で
、
『
古
事
記
』
の
「
国
譲
り
」
の
と
き
、
同
じ

く
大
黒
主
命
の
子
八
重
事
代
主
神
が
服
従
し
た
の
に
た
い
し
て
、
容
易
に
承
知
せ
ず
、
力
競
べ
を
し
て
、
負
け
て
諏
訪
湖
ま
で
逃
げ
て
、
諏
訪
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
神
で
あ
る
。
だ
が
、
諏
訪
の
人
は
、
自
ら
を
建
御
名
方
神
で
は
な
く
、
洩
矢
神
の
子
孫
と
承
な
し
て
い
る
の
で
あ

諏
訪
族
が
、
出
雲
族
や
天
孫
族
に
た
い
し
て
、
よ
り
古
い
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
中
の
神
々
が
は
じ
め
て
神
無
月
に
出

雲
に
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
蛇
体
の
諏
訪
明
神
は
、
あ
ま
り
に
体
が
大
き
い
の
で
、
す
で
に
頭
は
出
雲
に
き
て
い
る
の
に
、
尾
は
ま
だ
諏
訪
湖
に
あ

る
○
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諏
訪
明
神
が
蛇
体
で
出
雲
に
い
き
、
尾
は
ま
だ
諏
訪
湖
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
須
佐
之
男
命
の
八
俣
大
蛇
退
治
に
で
て
く
る
足
名
椎
神
、

手
名
椎
神
の
神
社
が
諏
訪
に
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
須
佐
之
男
命
が
母
で
あ
る
伊
邪
那
美
命
の
国
、
根
の
堅
州
国
に
い
き
た
い

と
い
っ
て
泣
い
た
と
い
う
話
や
、
大
国
主
命
が
須
佐
之
男
命
の
娘
、
須
勢
理
毘
売
を
貰
う
た
め
に
根
の
堅
州
国
に
い
く
と
い
う
話
や
、
大
国
主
命

の
子
の
建
御
名
方
神
が
最
後
に
諏
訪
に
い
く
と
い
う
話
を
ゑ
て
も
、
出
雲
と
諏
訪
と
の
関
係
の
基
本
が
理
解
で
き
よ
う
。

な
お
、
前
稿
で
は
、
私
は
、
新
田
次
郎
の
『
霧
の
子
孫
た
ち
』
に
ふ
れ
、
霧
が
峰
の
有
料
自
動
車
道
路
の
延
長
計
画
に
反
対
し
た
地
元
の
人
た

ち
が
、
自
分
た
ち
諏
訪
人
を
洩
矢
族
の
子
孫
と
規
定
し
、
出
雲
族
の
建
御
名
方
神
に
従
属
し
な
が
ら
も
、
独
自
に
縄
文
文
化
を
弥
生
文
化
に
押
し

進
め
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
、
洩
矢
族
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
い
た
。
こ
の
小
説
の
な
か
で
、
開
発
計
画
に
反
対
す
る
人
が
、
諏

訪
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
こ
の
よ
う
に
洩
矢
族
の
う
ち
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
、
歴
史
的
事
実
と
ど
こ
ま
で
合
致
す
る
か
は
問
題

で
は
な
い
。
資
本
が
抽
象
的
普
遍
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
共
同
体
は
具
体
的
個
別
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

諏
訪
に
お
け
る
製
糸
業
の
発
展
が
、
資
本
主
義
の
精
神
で
は
な
く
、
共
同
体
の
精
神
と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
天
つ

神
で
は
な
く
、
国
つ
神
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
諏
訪
に
お
い
て
は
、
父
系
原
理
で
は
な
く
、
母
系
原
理
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
民
間
神
道
ｌ
国
家
神
道
に
対
比
さ
せ
て
仮
に
名
付
せ
た
も
の
で
あ
る
が
ｌ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
地
域
の
特
殊
な

神
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産
が
抽
象
的
な
価
値
、
貨
幣
お
よ
び
資
本
の
蓄
積
の
た
め
に
で
は
な
く
、
共
同
体
の
全
体
の

生
活
、
生
命
活
動
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
家
の
祖
先
で
あ
る
、
天
つ
神
で
は
な
く
、
共
同
体
を
代
表
す
る
国
つ
神
の
復
権
が

生
活
、
生
命
活
動
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
》

承
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
端
を
理
解
で
き
よ
う
。
神
持

も
、
別
の
意
味
で
象
徴
的
で
あ
る
。

り
、
神
々
の
集
ま
り
の
邪
魔
に
な
っ
た
か
ら
、
出
雲
の
大
神
は
、
お
前
だ
け
は
も
う
来
る
な
と
い
っ
た
と
い
う
民
話
が
諏
訪
に
あ
る
こ
と
で
も
、

そ
の
一
端
を
理
解
で
き
よ
う
。
神
無
月
が
出
雲
で
は
神
在
月
だ
と
い
う
の
は
象
徴
的
で
あ
る
が
、
諏
訪
の
神
だ
け
出
雲
に
い
か
な
い
と
い
う
話
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神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
…
…
日
向
よ
り
発
た
し
て
筑
紫
に
幸
行
で
ま
し
き
。
故
、
豊
国
の
宇
沙
に
到
り
…
…
其
遷
地
よ
り
移
り
ま
し
て
、
筑

紫
の
岡
田
宮
に
一
年
坐
し
ぎ
。
ま
た
そ
の
国
よ
り
上
り
幸
で
ま
し
て
阿
岐
国
の
多
祁
理
宮
に
七
年
坐
し
ぎ
。
ま
た
そ
の
国
よ
り
遷
り
上
り
幸

で
ま
し
て
、
吉
備
の
高
島
宮
に
八
年
坐
し
ぎ
。

こ
れ
は
、
『
古
事
記
』
の
中
巻
の
冒
頭
の
文
（
原
文
は
漢
文
）
か
ら
の
抜
粋
で
、
神
武
天
皇
の
東
征
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
な
お
、
神
武

天
皇
は
、
百
三
十
七
歳
で
死
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
、
柳
田
の
い
う
「
わ
が
大
御
門
の
御
先
祖
様
が
、
始
め
て
こ
の
島
に
御
到
着
な
さ
れ
た
時
」
以

降
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
は
、
一
年
、
七
年
、
八
年
と
い
う
滞
在
の
時
間
の
正
確
な
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、

文
字
で
書
か
れ
た
記
録
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
神
武
天
皇
が
百
三
十
七
歳
ま
で
生
き
て
い
た
と
い
う
の
も
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

神
武
天
皇
と
い
う
の
は
、
正
統
な
勾
玉
を
あ
ら
わ
す
具
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
剣
を
所
持
す
る
天
皇
が
か
わ
っ
て
も
、
別
の
勾
玉
を
も
つ

も
の
が
天
皇
に
な
ら
な
け
れ
ば
そ
の
代
が
続
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
年
、
七
年
、
八
年
、
な
い
し
、
百
三
十
七
年
と
い
う
記
述
は
た
し
か

な
も
の
と
ゑ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
な
ん
ら
か
の
暦
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

中
巻
の
冒
頭
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
武
天
皇
以
降
、
抽
象
的
な
絶
対
時
間
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
場
所

空
間
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
天
皇
の
一
群
（
軍
）
は
、
旅
行
者
の
よ
う
に
、
各
地
に
滞
在
す
る
の
で
あ
り
、
吉
備
の
国
を
で
る
と
き

も
、
そ
の
地
の
国
つ
神
に
「
汝
は
海
道
を
知
れ
り
や
」
と
き
ぎ
、
海
路
で
ひ
た
す
ら
大
和
を
め
ざ
し
て
い
る
。
す
で
に
、
天
つ
神
の
支
配
す
る
普

遍
的
な
場
所
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
化
の
過
程
で
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
近
代
的
自
我
が
問
題
に
な
る
と
き
、
伝
統
的
共
同
体
の
束
縛
を
打
ち
破
っ
て
近
代
的
自
我
が

突
如
出
現
す
る
と
い
う
図
式
が
前
提
に
さ
れ
る
が
、
自
我
は
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
的
自
我
も
一
般
化
さ
れ
た
他

者
の
態
度
、
地
域
社
会
の
態
度
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
日
本
人
、
日
本
国
民
と
し
て
の
自
我
の
確

四

－13－



立
も
、
他
国
お
よ
び
他
国
人
と
の
関
係
の
な
か
で
ゑ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
が
、
朝
鮮
人
で
も
中
国
人
で
も
な
い
自
分
を
ゑ
い
だ
す
必
要
の
あ
っ
た
と
ぎ
、
ま
だ
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本

文
化
の
発
展
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
仏
教
の
受
容
に
さ
い
し
て
物
部
氏
は
、
仏
教
受
容
は
「
国
つ
神
の
怒
を
致
す
も
の
」
と

し
て
、
そ
れ
に
強
く
反
対
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
も
し
、
天
皇
家
が
、
日
本
で
最
も
古
い
家
柄
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
氏
神
は
、
日
本
で

最
も
古
い
国
つ
神
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『
古
事
記
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
家
は
天
つ
神
の
子
孫
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蘇
我
氏

に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
物
部
氏
は
、
物
部
守
屋
の
よ
う
に
、
諏
訪
に
深
い
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
家
神
道
が
成
立
し
た
の
は
、
国
民
が
こ
の
天
つ
神
を
自
分
た
ち
の
先
祖
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
自
ら
を
天
つ
神
の
子
孫
と
規
定

す
る
感
覚
は
、
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
各
地
で
自
分
の
出
会
う
神
を
、
自
分
と
は
異
な
る
国
つ
神
と
ゑ
て
、
自
分
は
そ
れ

と
は
別
の
天
つ
神
の
子
で
あ
っ
て
、
天
皇
で
あ
る
と
す
る
感
覚
は
、
尋
常
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
が
方
言
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
は
、
そ
の
地
方
の
神
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
国
つ
神
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
、
す
べ
て
ま
と
め
て
国
つ
神
と
承
な
せ
る
の
は
、

自
分
が
国
つ
神
の
特
性
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
諏
訪
で
は
、
諏
訪
大
社
に
建
御
名
方
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
守
屋

神
や
足
長
、
手
長
神
の
産
土
神
な
ど
の
国
つ
神
が
諏
訪
に
お
け
る
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
諏
訪
に
お
け
る
製
糸
業
の

発
展
は
、
諏
訪
式
の
器
械
の
発
明
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
諏
訪
と
い
う
地
域
社
会
の
文
化
の
一
局
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
と
関
連
し
て
、
前
の
論
文
で
、
片
倉
製
糸
を
は
じ
め
と
す
る
諏
訪
の
製
糸
業
の
発
展
の
原
動
力
を
、
片
倉
同
族
団
に
示
さ
れ
る
企
業
の

父
系
の
イ
エ
集
団
的
性
格
の
う
ち
に
と
ら
え
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
日
本
の
製
糸
業
に
お
け
る
資

本
主
義
化
の
な
か
で
、
家
父
長
的
大
家
族
な
い
し
同
族
団
の
親
方
・
子
方
の
関
係
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
は
い
え
な
い
こ
と

は
、
京
都
の
グ
ン
ゼ
株
式
会
社
の
例
を
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

郡
是
製
糸
株
式
会
社
は
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
、
京
都
府
何
鹿
郡
綾
部
町
に
設
立
さ
れ
る
が
、
郡
是
の
名
の
と
お
り
、
何
鹿
郡
と
い

う
地
域
社
会
を
基
盤
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
設
立
の
中
心
人
物
、
波
多
野
鶴
吉
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
郡
是
は
同
族
団
的
構
成
は
と
つ
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こ
れ
を
、
家
お
よ
び
同
族
団
と
し
て
の
特
殊
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
た
の
が
、
大
会
報
告
と
報
告
要
旨
の
立
場
で
あ
っ
た
。
今

回
は
そ
の
立
場
を
修
正
し
た
わ
け
で
あ
る
。
最
後
に
、
足
長
神
社
や
手
長
神
社
の
御
柱
祭
り
も
大
宮
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
り
に
な
ら
っ
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
六
年
に
一
度
で
あ
り
、
伊
勢
神
社
が
二
十
年
に
一
度
改
築
さ
れ
る
と
い
う
十
進
法
と
違
っ
て
十
二
進

法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
日
本
に
お
け
る
神
道
は
、
天
つ
神
の
国
家
神
道
と
し
て
の
承
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
問
題

は
、
国
家
神
道
に
た
い
し
て
、
民
間
神
道
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
製
糸
業
を
発
展
さ
せ
た
諏
訪
地
方
に
お
け
る

な
る
。 諏

訪
地
方
で
は
、
製
糸
業
が
だ
め
に
な
っ
て
か
ら
、
軍
需
産
業
が
中
心
に
な
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
日
本
の
ス
イ
ス
と
い
う
か
た
ち

で
、
精
密
工
業
が
中
心
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
製
糸
業
だ
け
で
な
く
、
他
の
産
業
も
金
儲
け
の
た
め
の
活
動
で
あ
る
。
だ
が
、
す
で
に
ゑ
た
よ
う

に
、
こ
の
金
儲
け
の
活
動
と
い
う
普
遍
性
は
、
一
定
の
限
界
内
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
共
同
体
や
地
域
社
会
の
特
殊
主
義
と
完
全
に
切
り
離

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
諏
訪
地
方
に
お
い
て
、
こ
の
特
殊
主
義
を
最
終
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
が
問
題
に

本
の
製
糸
業
は
解
体
す
る
。

て
い
な
い
。
波
多
野
が
製
糸
業
を
お
こ
し
た
の
は
、
「
養
蚕
家
を
し
て
良
き
繭
を
作
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
を
売
れ
る
の
に
何
等
支
障
な
く
売
れ

る
と
い
う
安
心
感
を
与
え
る
」
と
い
う
目
的
も
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
郡
単
位
で
蚕
糸
業
を
盛
ん
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
で
の
あ

る
。
こ
う
し
て
、
一
六
八
人
繰
の
規
模
で
、
資
本
金
一
○
万
円
で
、
こ
れ
を
五
千
株
に
分
け
て
、
一
株
二
○
円
と
し
、
そ
の
う
ち
五
円
を
ま
ず
払

い
込
む
と
い
う
か
た
ち
で
、
会
社
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
郡
是
は
、
会
社
の
精
神
と
し
て
愛
を
お
き
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
道
主
義
の
立
場
に

た
っ
て
い
た
の
で
、
片
倉
家
、
片
倉
同
族
の
理
念
と
は
対
照
的
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
片
倉
と
郡
是
が
、
一
方
は
、
前
近
代
的
、
伝
統
的
な
立
場

に
た
つ
経
営
で
、
他
方
が
、
近
代
的
、
合
理
的
立
場
に
た
つ
経
営
と
し
て
対
比
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
下
か
ら
の
」
資
本
主
義
化
の
例
と
し
て
、
製
糸
業
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
製
糸
業
に
お
い
て
、
と
も
か
く
、
金
儲
け
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
遠
隔
地
市
場
に
む
け
て
の
生
産
だ
っ
た
。
海
外
市
場
に
だ
す
も
の
で
あ
り
、
利
益
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
日
本
に
あ

っ
て
は
、
繭
の
値
段
も
、
器
械
の
値
段
も
、
労
働
力
の
値
段
も
き
わ
め
て
安
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
日
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神
は
、
現
在
で
も
国
つ
神
な
の
で
あ
る
。
い
ぜ
ん
と
し
て
荒
唐
無
稽
だ
と
い
う
批
判
は
免
れ
な
い
と
思
う
が
、
今
回
は
こ
れ
以
上
は
書
き
改
め
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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