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が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
今
ま
た
、
神
武
創
業
に
お
け

る
「
大だ
い

和わ

の
理
想
」
の
復
興
が
求
め
ら

れ
て
ゐ
る
。
こ
の
「
大
和
の
理
想
」
は
、

分
断
と
対
立
を
煽
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が

唱
へ
る
口
先
だ
け
の
「
世
界
平
和
」
と

は
対
極
に
あ
る
も
の
で
、「
内
な
る
徳
」

に
根
ざ
し
て
ゐ
る
。
天
照
大
神
が
皇
孫

に
託
さ
れ
た
「
三
種
の
神
器
」
の
御
教

へ
（
鏡
「
英
知
」、
勾
玉
「
慈
愛
」、
剣
「
勇

気
」）
に
窺
は
れ
る
や
う
に
「
神
な
が
ら

の
道
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
我
欲
を
捨
て
て
己お
の
れを
慎つ
つ
しむ
礼
節
と
、

相
手
を
敬
ひ
人
の
た
め
に
己
を
尽
く
す

仁
愛
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
大
い
な
る

和
の
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、

神
武
天
皇
以
来
、
義
と
惻
隠
の
心
を
重

ん
じ
る
わ
が
国
の
武
士
道
が
求
め
て
来

た
も
の
で
あ
り
、
人
類
を
和
合
へ
導
く

確
か
な
道
な
の
で
あ
る
。

世
界
の
分
断
と
対
立
、
暴
力
と
争
ひ

と
い
ふ
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
真
に

貢
献
で
き
る
の
は
「
日
本
人
」
だ
け
で

は
な
か
ら
う
か
。
今
こ
そ
日
本
人
は
、

「
和
」
を
人
類
の
理
想
と
し
て
掲
げ
て
、

世
界
を
導
く
燈
火
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
た
ち
日
本
人
に
は
、
神
武

天
皇
の
「
大
和
の
理
想
」
を
人
類
を
導

く
燈
火
と
し
て
、
ひ
と
り
「
一
燈
を
提さ

げ
て
暗
夜
を
行
く
」（『
言
志
四
録
』）
が

ご
と
き
使
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
教
諭
）

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
経
済
的
強

者
は
さ
ら
に
富
を
蓄
へ
て
、
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
主
張
す
る
極
端
な
人
権
思
想
は

他
者
へ
の
誹
謗
中
傷
を
さ
ら
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
だ
ら
う
（
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
波
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
、
夫
婦
別
姓
等

を
め
ぐ
る
一
部
の
人
達
の
声
高
な
主
張
に
見
ら

れ
る
や
う
に
日
本
に
も
及
ん
で
ゐ
る
）。
そ
の

一
方
で
、
国
際
秩
序
は
シ
ナ
（
中
共
）・

ロ
シ
ア
・
北
朝
鮮
の
覇
権
主
義
国
家
が

グ
ロ
ー
バ
ル
サ
ウ
ス
（
南
半
球
の
途
上
国
）

を
巻
き
込
ん
で
自
己
の
権
益
の
一
層
の

拡
大
を
目
指
す
こ
と
で
昏
迷
を
深
め
る

こ
と
だ
ら
う
。

ま
さ
に
世
界
は
第
三
次
世
界
大
戦
の

前
夜
と
も
い
ふ
べ
き
危
機
的
状
況
に
直

面
し
つ
つ
あ
る
。
か
う
し
た
こ
と
を
考

へ
る
と
、
わ
が
国
を
取
り
巻
く
内
外
の

情
勢
は
、
非
常
時
の
一
歩
手
前
で
あ
る

と
言
っ
て
も
い
い
。

か
つ
て
、
明
治
天
皇
は
慶
応
三
年
に

「
諸
事
神
武
創
業
ノ
始
ニ
原も
と
づ
キ
」
と
す

る
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」
を
渙
発
さ

れ
、
翌
明
治
元
年
に
は
「
五
箇
條
の
御

誓
文
」
を
示
さ
れ
て
「
我
國
未
曾
有
ノ

變
革
ヲ
為な

サ
ン
ト
シ
、
朕
、
躬み

ヲ
以
テ

衆
ニ
先
ン
ジ
、
天
地
神
明
ニ
誓
ヒ
、
大お
ほ
い

ニ
斯こ
の

國
是
ヲ
定
メ
、
萬
民
保
全
ノ
道
ヲ

立た
て

ン
ト
ス
」
と
の
新
政
の
基
本
方
針
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
黒
船
来
航
に
起
因

す
る
独
立
の
危
機
と
い
ふ
国
難
に
際
し
、

ま
さ
に
神
武
天
皇
の
「
建
国
の
理
念
」

の
根
っ
こ
で
あ
る
「
祖
国
の
起
源
」
も
、

そ
し
て
歴
代
の
天
皇
方
が
代
々
担
っ
て

来
ら
れ
た
「
建
国
の
理
念
」
も
、
知
ら

ず
に
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
は
神
武
天
皇
に
よ
る
建
国
か

ら
令
和
の
御
代
の
今
日
に
至
る
ま
で
、

一
系
の
皇
統
を
護
持
し
て
来
た
。
今
、

世
界
各
国
の
興
亡
盛
衰
の
蹟
を
顧
み
る

と
き
、
わ
が
国
の
こ
の
悠
久
な
る
歴
史

は
一
層
際
立
つ
の
で
あ
る
。

今
こ
そ
、
子
供
た
ち
に
「
日
本
は
世

界
で
最
も
古
い
国
で
あ
り
、
わ
が
国

の
皇
室
は
大お
ほ

御み

宝た
か
ら（

国
民
）
の
安
寧
を

祈
っ
て
、
二
千
年
以
上
も
続
い
て
来
た

世
界
最
古
の
王
室
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

日
本
は
世
界
の
人
々
が
『
八
紘
為
宇
』

と
い
ふ
大だ
い

和わ

の
理
想
の
下
で
共
栄
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
き
た
国
で
あ
る
」
と

い
ふ
こ
と
を
教
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
現
状
を
見
る
と
、

今
後
の
国
際
社
会
は
分
断
と
対
立
を
い

よ
い
よ
深
め
て
行
く
の
で
は
な
い
か
。

戦
後
八
十
年
と
な
る
令
和
七
年
の
今

年
は
、
二
月
十
一
日
の「
建
国
記
念
の

日
」を
前
に
し
て
、
改
め
て
初
代
神
武

天
皇
の「
建
国
の
理
念
」を
恢か
い

弘こ
う（

押
し

弘
め
る
こ
と
）す
べ
き
年
で
あ
る
と
思
ふ
。

「
世
界
で
最
も
古
い
国
は
ど
こ
か
。

世
界
最
古
の
王
室
は
ど
こ
の
王
室
か
」、

ま
た
「
日
本
の
国
は
、
い
つ
誰
に
よ
っ

て
、
ど
の
や
う
な
理
念
の
下
に
建
国
さ

れ
た
の
か
」。
今
日
、
こ
れ
ら
の
問
に
、

明
確
に
答
へ
ら
れ
る
日
本
人
は
あ
ま
り

ゐ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に

よ
っ
て
、
神
武
天
皇
の
「
建
国
の
物

語
」
や
そ
の
御
即
位
も
、
ま
た
神
武
天

皇
が
示
さ
れ
た
「
八あ
め
の
し
た紘
を
掩お
ほ

ひ
て
宇い
へ

と
為せ

む
」（
世
界
の
国
々
が
一
つ
の
屋
根
の

下
で
家
族
の
ご
と
く
仲
良
く
暮
ら
す
こ
と
を
め

ざ
さ
う
）
と
い
ふ
「
建
国
の
理
念
」
を

も
教
へ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
そ
の
状

態
が
続
い
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
今
日
の
私
た
ち
日
本
人
は
、
自
ら

編
集
後
記  

通
常
国
会
の
施
政
方
針
演
説

冒
頭
で
、首
相
は「
こ
れ
か
ら
は
『
楽
し

い
日
本
』を
目
指
し
て
い
き
た
い
」旨
を

縷
々
説
い
た
。結
び
で
は「
昨
年
の
総
選

挙
の
結
果
、約
30
年
ぶ
り
の
少
数
与
党
と

な
り
ま
し
た
が
…
」な
ど
と
他
人
事
の
樣

に
語
っ
た
（
１
／
24
）。今
な
ほ
五
ヶ
月
前

の
自
民
総
裁
選
の
顛
末
が
悔
や
ま
れ
る
。

　

本
紙
先
月
号
に
筑
波
大
学
の
伊
勢
雅
臣

非
常
勤
講
師
に
よ
る「
夫
婦
同
姓
」は
室

町
時
代
か
ら
の
六
百
余
年
の
伝
統
で
あ
り
、

世
界
で
最
も
安
定
し
た
日
本
社
会
を
支
へ

て
ゐ
る
云
々
の
、各
国
の
事
情
に
も
触
れ

た
論
考
を
掲
載
し
た
。
是
非
と
も
ご
再
読

願
ひ
た
い
。
今
月
号
の
七
頁
に
も「
夫
婦

別
姓
」導
入
へ
の
懸
念
を
掲
げ
た
。
経
団

連
は
政
府
に
そ
の
実
現
を
要
請
し
て
ゐ
る

が
、
世
の
大
人
達
よ
、
大
多
数
の
国
会
議

員
諸
氏
よ
、我
が
家
の
事
と
し
て
も
考
へ

て
貰
ひ
た
い
。「
多
様
性
」を
唱
へ
な
が
ら

多
数
の
口
を
塞
ぐ
が
如
き
近
年
の
風
潮
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は

宜
し
く
な
い
。 

（
山
内
）

神
武
天
皇
の
「
建
国
の
理
念
」
恢
弘
の
と
き

  —

「
大だ
い
和わ

の
理
想
」を
高
く
掲
げ
て
、分
断
と
対
立
を
克
服
し
よ
う—
  

  

中 

村 

正 

和




