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昭
和
四
年
一
月
七
日
、
青
森
県
八
戸
市
で
月
に
一
〇
回
出
さ
れ
て
い
た
新

聞
『
奥
南
新
報
』
紙
に
「
村
の
話
」
と
い
う
コ
ラ
ム
の
連
載
が
始
ま
っ
た
。

こ
れ
が
今
日
に
至
る
ま
で
類
似
の
企
画
が
な
い
新
聞
紙
上
に
お
け
る
民
俗

採
訪
記
録
の
連
続
記
事
の
出
発
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
は
こ
の
連
載
を
企
画
運
営
し
た
小
井
川
潤
次
郎
と
そ
の
仲
間
た
ち

が
達
成
し
た
研
究
と
そ
の
方
法
に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

一
　
小
井
川
潤
次
郎
と
八
戸
郷
土
研
究
会

　

小
井
川
潤
次
郎
は
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
、
八
戸
に
生
ま
れ
た
。
没

し
た
の
は
昭
和
四
九
年
で
あ
る
。
八
戸
を
は
じ
め
と
す
る
三
戸
郡
、
さ
ら
に

は
青
森
県
南
部
地
方
の
郷
土
研
究
、
地
域
史
研
究
に
関
す
る
多
方
面
の
論
客

と
し
て
知
ら
れ
た
。
そ
の
活
動
の
舞
台
も
多
岐
に
わ
た
る
が
、
最
も
主
体
的

に
関
わ
り
、ま
た
発
表
し
た
文
章
も
多
い
の
が
戦
前
に
お
け
る
『
奥
南
新
報
』

の
「
村
の
話
」
で
あ
り
、
戦
後
は
潤
次
郎
の
長
男
で
あ
る
静
夫
が
鉄
筆
を
ふ

る
っ
た
孔
版
（
謄
写
版
あ
る
い
は
ガ
リ
版
と
も
）
に
よ
る
八
戸
郷
土
叢
書
や

八
戸
郷
土
研
究
会
の
機
関
誌
『
い
た
ど
り
』、
同
会
の
月
報
で
あ
っ
た
。

　

八
戸
郷
土
研
究
会
は
文
芸
の
研
究
を
目
的
と
し
て
い
た
詩
文
会
を
大
正

九
（
一
九
二
〇
）
年
に
郷
土
研
究
会
と
改
称
し
た
こ
と
に
淵
源
を
持
ち
、
昭

和
三
年
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

１
）。

小
井
川
は
こ
の
郷
土
研
究
会
の
中

心
的
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
活
動
、
運
営
に
腐
心
し
て
い
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
小
井
川
自
身
が
小
学
校
の
教
員
を
長
く
務
め
、
郷
土
教
育
の

前
提
と
し
て
郷
土
研
究
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
当

然
、
そ
の
郷
土
研
究
は
今
日
の
民
俗
学
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
考
古
学
や
歴
史
学
、
方
言
学
、
植
物
学
、
動
物
学
、
美
術
史
な
ど
の
領

域
に
も
広
が
っ
て
い
た
。

　
『
奥
南
新
報
』紙
上
だ
け
で
も
、小
井
川
は
短
歌
や
俳
句
の
投
稿
欄
の
選
者
、

恋
川
な
ぎ
さ
と
し
て
の
活
躍
が
あ
り
、
当
時
の
八
戸
の
文
化
の
担
い
手
と
し

て
幅
広
く
活
動
し
て
い
た
。
後
世
か
ら
の
民
俗
研
究
と
い
う
狭
い
視
点
で
は

全
貌
を
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
い
存
在
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
結
果
的
に
小
井
川
自
身
が
最
も
長
く
継
続
し
て
意
を
注
い
だ
の
は
、

民
俗
研
究
と
や
が
て
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
領
域
で
あ
っ
た
こ
と

「
話
」
と
い
う
方
法

―
小
井
川
潤
次
郎
と
仲
間
た
ち
―

小 

池
　
淳 

一

〈声〉の採集者列伝
聞き手たちの時代
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は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
井
川
の
著
作
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
に
、『
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集
』
と
し
て
十
一
巻
ま
で
刊
行

さ
れ
て
い
る

（
２
）が

、
そ
れ
以
外
に
も
多
数
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
全
貌

を
と
ら
え
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
小
井
川
個
人
ば
か
り

で
は
な
く
、
小
井
川
と
そ
の
周
辺
の
人
び
と
の
知
的
な
営
為
の
成
果
と
特
徴

と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て
は
、「
村
の
話
」
の
主
要
な
話
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
昔
話
の
報
告
が
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、『
昔
話
研
究
』
誌
上
に

「
八
戸
地
方
の
昔
話
」（
一
九
三
六
）（

３
）と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
柳
田
の
「
八
戸
地
方
の
昔
話
」
は
昔
話
の
話
型
研
究
に
お
け
る
先

駆
的
な
業
績
で
あ
り
、
や
が
て
『
日
本
昔
話
名
彙
』
へ
と
発
展
し
て
い
く
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
昔
話
資
料
と
し
て
の
「
村
の
話
」
へ
の
注

目
は
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
集
成
』
や
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
も
受
け
継
が

れ
て
い
る（

４
）。

し
か
し
「
村
の
話
」
を
実
際
に
通
覧
す
れ
ば
明
瞭
な
よ
う
に
、

こ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
の
は
昔
話
に
限
ら
な
い
幅
広
い
民
俗
事
象
の
記
録
で

あ
っ
た
。

　

ま
た
八
戸
と
そ
の
周
辺
と
い
う
比
較
的
狭
い
地
域
で
多
年
に
わ
た
っ
て

活
動
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
い
さ
さ
か
閉
鎖
的
な
、
地
域
社
会
の
な
か

で
自
足
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
研
究
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
小
井
川
の

こ
と
を
断
ず
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
方

は
誤
り
で
あ
る
か
、
極
め
て
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
孤

高
、
反
骨
の
人
で
あ
る
と
同
時
に
開
か
れ
た
人
、
手
を
さ
し
の
べ
、
つ
な
ぐ

人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
表
れ
と
し
て
『
奥
南
新
報
』
の
「
村
の
話
」
を
は
じ

め
と
す
る
民
俗
関
係
記
事
の
執
筆
者
の
多
彩
さ（

５
）や

、
八
戸
郷
土
研
究
会
か
ら

多
く
の
優
れ
た
研
究
報
告
を
生
み
だ
す
研
究
者
が
育
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
特
に
こ
こ
で
は
後
者
の
八
戸
郷
土
研
究
会
と
そ
の
活

動
の
な
か
で
育
成
さ
れ
た
研
究
者
た
ち
の
活
躍
と
そ
こ
か
ら
汲
み
取
る
こ

と
の
で
き
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

二
　「
郷
土
研
究
」
の
継
承
と
展
開

　
『
奥
南
新
報
』
紙
に
連
載
さ
れ
た
「
村
の
話
」
は
、
一
九
九
八
年
に
青
森

県
史
の
編
さ
ん
事
業
の
一
環
と
し
て
青
森
県
史
叢
書
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
た（

６
）。

こ
れ
か
ら
の
小
井
川
潤
次
郎
と
「
村
の
話
」
研
究
は
こ
の
作
業

を
出
発
点
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
願
う
も
の
で
あ
る
が
、「
村
の
話
」

集
成
の
試
み
は
青
森
県
史
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
。
形
と
な
っ
た
も
の
と
し

て
は
昭
和
二
二
年
に
小
井
川
静
夫
が
孔
版
で
編
集
発
行
し
た
『
村
の
話
』
の

第
一
巻
（
小
井
川
靖
夫
・
佐
々
木
喜
善
・
能
田
太
郎
集
）、
第
二
巻
（
和
泉

幸
一
郎
集
）、第
三
巻
（
神か

代こ
み

忠
治
集
）、第
四
巻
（
細
川
重
計
集
）
が
あ
り
、

さ
ら
に
昭
和
三
〇
年
に
は
第
五
巻
（
夏
堀
謹
二
郎
集
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
々
木
喜
善
と
能
田
太
郎
に
関
す
る
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
小
井
川
靖

夫
は
潤
次
郎
の
次
男
で
静
夫
の
弟
。
和
泉
、
神
代
、
細
川
、
夏
堀
は
い
ず
れ

も
八
戸
郷
土
研
究
会
に
集
っ
た
若
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
人
び
と
が
「
村
の

話
」
を
舞
台
に
小
井
川
潤
次
郎
の
郷
土
研
究
を
支
え
、
発
展
さ
せ
た
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
小
井
川
は
民
俗
研
究
の
組
織
化
は
お
ろ
か
、
そ
の

存
在
意
義
も
お
ぼ
ろ
げ
で
あ
っ
た
昭
和
の
初
め
に
、
郷
土
に
こ
だ
わ
り
、
郷
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土
で
考
え
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
夏
堀
謹
二
郎
の
軌
跡
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
夏
堀
は
明

治
四
二（
一
九
〇
九
）年
、八
戸
生
ま
れ
。
没
し
た
の
は
平
成
一
五
年
で
あ
る
。

昭
和
三
年
に
岩
手
県
立
工
業
学
校
を
卒
業
、
こ
の
頃
か
ら
小
井
川
の
許
へ
通

う
よ
う
に
な
り
、そ
の
薫
陶
を
受
け
た
。そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て「
村
の
話
」

の
掲
載
が
は
じ
ま
り
、
夏
堀
は
そ
こ
に
民
俗
採
訪
の
記
事
を
頻
繁
に
寄
稿
す

る
よ
う
に
な
る（

７
）。

夏
堀
は
昭
和
四
年
だ
け
で
も
一
八
回
の
記
事
を
寄
せ
て
い

る
。「
村
の
話
」
の
初
年
度
で
あ
る
こ
の
年
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
全
部
で

六
四
回
で
あ
る
か
ら
、
約
三
分
の
一
近
く
を
占
め
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に

八
戸
郷
土
研
究
会
の
優
等
生
で
あ
っ
た
。

　

夏
堀
の
軌
跡
で
興
味
深
い
の
は
、
出
身
地
八
戸
を
や
が
て
就
職
の
た
め
に

離
れ
た
後
も
、
赴
任
先
の
青
森
の
新
城
や
下
北
の
大
湊
で
も
採
訪
活
動
を
お

こ
な
い
、
そ
の
成
果
報
告
を
「
村
の
話
」
に
寄
せ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
生

活
の
な
か
で
、
民
俗
研
究
を
持
続
し
、
そ
れ
を
共
有
の
も
の
と
し
て
い
く
姿

勢
は
、
小
井
川
潤
次
郎
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
視
野
を
八
戸
に
限
定
せ
ず
に
北

奥
羽
に
広
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

ま
た
そ
の
研
究
の
内
容
に
お
い
て
も
、
夏
堀
は
優
れ
た
業
績
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
は
生
家
の
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
た
イ
タ
コ
、
根
城
す
ゑ
を

小
井
川
に
紹
介
し
、
自
身
も
巫
女
た
ち
か
ら
巫
儀
に
用
い
る
祭
文
を
聞
き
取

り
、『
奥
南
新
報
』
紙
上
に
連
載
、「
ま
ぐ
文
章
」（
一
九
三
七
）（

８
）と

し
て
ま

と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
部
地
方
に
広
く
み
ら
れ
る
オ
シ
ラ
サ

マ
祭
祀
と
の
関
わ
り
か
ら
注
目
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
に

あ
っ
て
は
極
め
て
斬
新
な
調
査
成
果
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
子
ど
も
た

ち
の
伝
承
に
早
く
か
ら
着
目
し
、
わ
ら
べ
唄
や
童
戯
の
採
集
も
行
っ
て
い
る

こ
と
も
興
味
深
い
。
柳
田
國
男
が
『
小
さ
き
も
の
の
声
』（
一
九
三
三
）
や

『
こ
ど
も
風
土
記
』（
一
九
四
二
）
な
ど
に
お
い
て
子
ど
も
が
担
う
民
俗
文
化

の
重
要
性
を
主
張
す
る
の
と
相
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
視
点
で
あ
り
、
達
成

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（

９
）。

夏
堀
は
戦
後
に
仙
台
へ
と
居
を
移
し
、
東
北
民
俗

の
会
の
創
設
期
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
息
の
長
い
調
査
研
究
活
動
と
社

会
教
育
活
動
と
に
励
む
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
夏
堀
の
業
績
は
、
八
戸
郷
土
研
究
会
と
小
井
川
潤
次
郎
の
活
動

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
オ
シ
ラ
サ
マ
の
研

究
か
ら
イ
タ
コ
へ
の
注
視
が
生
ま
れ
、
ま
た
初
等
教
育
に
お
け
る
郷
土
教
育

へ
の
視
点
か
ら
子
ど
も
の
民
俗
の
発
見
が
導
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
夏
堀
の
研
究
も
、
夏
堀
個
人
の
資
質
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
八
戸
郷
土
研
究
会
の
知
的
な
雰
囲
気
か
ら
醸
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
八
戸
の
郷

土
研
究
で
問
題
に
す
べ
き
な
の
は
小
井
川
潤
次
郎
や
夏
堀
謹
二
郎
と
い
っ

た
個
性
で
あ
る
と
と
も
に
そ
う
し
た
研
究
成
果
を
生
み
だ
し
、
流
通
さ
せ
て

い
っ
た
新
聞
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
や
孔
版
、
製
本
と
い
っ
た
技
術
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
。

三
　「
話
」
を
と
ら
え
る
技
術
―
新
聞
と
ガ
リ
版
と

　

夏
堀
謹
二
郎
は
「
ま
ぐ
文
章
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
彼
ら
の
郷
土
研
究

に
つ
い
て
の
八
戸
の
人
び
と
の
反
応
を
記
し
て
い
る
。「
八
戸
郷
土
研
究
会
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つ
て
昔
話
ば
か
り
き
い
で
れ
ば
い
ゝ
も
な
」「
お
し
ら
様
ば
か
り
や
つ
て
ゐ

て
」）

（（
（

…
。
い
ず
れ
も
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
民
俗
学
に
と
っ
て
の
重
要
な
課

題
で
は
あ
る
も
の
の
、
当
の
八
戸
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
で
あ
ま
り

に
も
あ
り
ふ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
意
義
や
価
値
は
充
分
に
認
識
さ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
聞
と
い
う
媒
体
に
昔
話
や
オ
シ
ラ
サ
マ
、

あ
る
い
は
巫
女
の
祭
文
な
ど
は
不
要
不
急
の
話
題
で
あ
り
、
埋
め
草
に
類
す

る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
側
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

小
井
川
潤
次
郎
は
「
村
の
話
」
に
つ
い
て
「
そ
の
ま
ま
の
話
を
歓
迎
す
」

と
強
調
し
、自
ら
が「
目
を
通
さ
せ
て
欲
し
い
」と
だ
け
留
保
を
つ
け
て
い
る

）
（（
（

。

「
村
の
話
」
と
い
う
記
事
が
、
小
井
川
の
発
案
に
よ
り
、
ま
た
彼
自
身
の
監

修
と
で
も
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
昭
和
一
六
年

に
戦
時
体
制
に
よ
る
新
聞
統
合
で
『
奥
南
新
報
』
自
体
が
姿
を
消
す
ま
で
の

間
、「
村
の
話
」
は
変
幻
自
在
に
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
提
供
し
続
け
た

が
、
そ
れ
は
小
井
川
が
筆
を
さ
し
は
さ
む
に
し
て
も
「「
村
の
話
」
は
昔
話

と
限
つ
て
ゐ
な
い
。
な
ん
で
も
い
ゝ
。
今
昔
の
話
、
見
た
り
聞
い
た
り
の

話
で
い
ゝ
。」）

（（
（

。
と
い
っ
た
か
な
り
大
ら
か
な
姿
勢
に
終
始
し
た
こ
と
が
大
き

い
。
こ
う
し
た
態
度
が
多
彩
な
事
例
の
集
積
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
後
に
「
…
勝
手
に
こ
の
新
聞
を
と
、私
ら
は
使
っ
た
こ
と
に
な
る
」

と
回
想
し
て
い
る
の
も
よ
く
理
解
で
き
よ
う

）
（（
（

。

　

八
戸
と
そ
の
近
郊
と
い
う
限
ら
れ
た
社
会
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
不
特
定

多
数
の
読
者
に
対
し
て
ゆ
る
や
か
に
、
そ
し
て
持
続
的
に
開
か
れ
て
い
た
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
『
奥
南
新
報
』
に
依
拠
し
た
小
井
川
潤
次
郎
と
そ
の
仲
間

た
ち
の
営
み
は
、
こ
う
し
た
柔
軟
な
姿
勢
で
多
く
の
「
話
」
の
捕
捉
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
俗
研
究
―
当
時
の
彼
ら
の
認
識
は
郷
土
研
究
で

あ
っ
た
だ
ろ
う）

（（
（

―
を
取
り
巻
い
て
い
た
状
況
と
そ
れ
へ
の
対
応
あ
る
い
は

姿
勢
と
し
て
評
価
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
小
井
川
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
調
査
研
究
は
、
戦
後
に
な
る
と
小

井
川
静
夫
の
孔
版
印
刷
の
技
術
に
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

小
井
川
静
夫
は
潤
次
郎
の
長
男
で
、
父
と
同
じ
く
教
職
に
従
事
し
、
長
者
山

下
の
山
伏
小
路
に
あ
る
小
井
川
家
の
長
男
と
い
う
意
味
の
山
下
甚
六
と
い

う
筆
名
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
小

井
川
潤
次
郎
、
さ
ら
に
八
戸
郷
土
研
究
会
の
活
動
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
静

夫
が
鉄
筆
で
刻
み
、
刷
り
、
製
本
し
た
か
た
ち
で
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
発
行
部
数
は
多
く
て
も
一
〇
〇
部
前
後
で
あ
り
、
版
画
や
写
真
の

貼
り
込
み
な
ど
を
交
え
た
民
芸
調
の
し
ゃ
れ
た
謄
写
印
刷
物
で
あ
る
。

　

小
井
川
静
夫
が
こ
う
し
た
技
術
を
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け

た
か
は
充
分
に
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
今
日
、
静
夫
が
残
し
た
多
く

の
記
録
類
や
作
品
を
み
る
と
、
教
育
活
動
に
も
民
俗
研
究
に
も
そ
の
技
術
が

縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
に
孔
版
は
速
報
性
に
富

み
、
ま
た
同
内
容
を
一
定
の
部
数
、
確
実
に
周
知
す
る
に
は
優
れ
た
メ
デ
ィ

ア
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
静
夫
は
そ
れ
に
美
術
工
芸
的
な
要
素
を
付
加
し
て
い

た
。
こ
こ
ま
で
は
孔
版
全
盛
時
代
の
教
育
活
動
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
俗
研
究
に
も
応
用
し
た
点
が
ユ
ニ
ー
ク
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

八
戸
郷
土
研
究
会
に
お
け
る
ガ
リ
版
の
効
用
は
、
軽
便
性
と
経
済
性
の
二

つ
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
強
制
力
の
な
い
、
自
由
な
集
ま
り
の
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開
催
と
そ
の
記
録
及
び
周
知
に
は
、
活
版
印
刷
で
は
柔
軟
性
の
面
で
物
足
り

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
資
金
面
で
も
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
静
夫
が

編
集
し
、
原
紙
を
切
り
、
時
に
は
そ
の
場
で
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
適
し
た
記

事
を
書
く
。
さ
ら
に
は
家
族
を
動
員
し
て
の
印
刷
、
製
本
を
考
え
れ
ば
費
用

は
限
り
な
く
節
約
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
静
夫
は
戦
後
に
財
団
法
人
民
俗
学

研
究
所
の
地
方
研
究
員
に
も
な
り
、
科
研
費
に
よ
る
調
査
研
究
を
実
施
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
報
告
書
は
ガ
リ
版
で
作
成
さ
れ
、
文
部
省
と
民
俗
学

研
究
所
と
の
両
方
に
提
出
さ
れ
た
ら
し
い

）
（（
（

。
静
夫
、
そ
し
て
八
戸
の
郷
土
研

究
の
同
志
た
ち
に
と
っ
て
孔
版
は
決
し
て
内
輪
向
け
だ
け
の
も
の
で
は
な

く
、
公
的
な
書
類
を
生
み
だ
す
技
術
で
も
あ
っ
た
。

　

小
井
川
潤
次
郎
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
営
為
は
、
北
奥
羽
の
地
か
ら
戦
前
は

地
方
新
聞
、
戦
後
は
ガ
リ
版
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
発
信
さ
れ
、
共

有
の
も
の
と
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
そ
う
し
た
営
為
の
内
容
を

「
話
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
さ
ら
に
探
り
、
定
位
し
て
お
き
た
い
。

四
　「
話
」
か
ら
「
話
」
へ 

― 

小
井
川
た
ち
の
方
法 
―

　

近
代
日
本
の
学
問
一
般
に
比
し
て
、
大
正
期
に
か
た
ち
を
整
え
て
い
く
後

発
の
学
問
と
し
て
の
民
俗
学
は
後
進
の
育
成
や
成
果
の
周
知
の
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
も
大
学
な
ど
の
教
育
研
究
機
関
を
持
た
ず
、
趣
味
的
な
も
の
と
し

て
遇
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
負
の
側
面
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
草
創
期
の
民
俗
学
の
特
色
を
示

す
も
の
と
し
て
、
内
容
は
論
考
で
あ
っ
て
も
「
話
」
と
い
う
論
文
風
で
は
な

い
タ
イ
ト
ル
を
名
乗
っ
て
論
述
す
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た

）
（（
（

。
そ
う
し
た
風

と
「
村
の
話
」
や
戦
後
に
小
井
川
が
好
ん
で
用
い
た
「
話
」
と
題
し
た
論
著

の
数
々
―
『
袰
子
の
話
』（
一
九
四
七
）、『
し
ま
も
り
の
話
』（
一
九
四
九
）、

あ
る
い
は
著
作
集
第
一
一
巻
「
伝
説
雑
纂
」（
一
九
九
八
）
に
収
め
ら
れ
た

諸
論
考
な
ど
―
と
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

小
井
川
の
筆
致
は
柳
田
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
の
民
俗
研
究
に
よ
く
見

ら
れ
た
随
筆
風
の
も
の
で
あ
り
、
連
想
に
導
か
れ
る
ま
ま
、
自
在
に
筆
が
進

む
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。
主
題
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
の
に
苦
労
す
る

面
も
あ
る
が
、
読
み
進
め
る
う
ち
に
郷
土
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
や
知

識
が
授
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
利
点
も
あ
ろ
う
。
一
例
を
「
村
の
話
」
の
中

か
ら
挙
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
六
年
七
月
四
日
に「
村
の
話
」で「
母
衣
子
の
猫
」

と
題
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

是
川
の
東
母
衣
子
の
地
頭
の
分
家
で
、
い
つ
も
来
る
玉
子
買
ひ
に
何

か
御
馳
走
し
に
お
膳
を
出
し
た
。
主
人
が
便
所
に
立
つ
た
拍
子
に
七
つ

か
八
つ
に
な
る
そ
の
家
の
二
毛
猫
が
ち
よ
い
と
出
て
来
て
主
人
の
汁
椀

に
尻
つ
ぽ
を
突
込
ん
で
去
つ
た
。
そ
れ
を
見
た
玉
子
買
ひ
が
縁
喜
が
悪

い
か
ら
と
い
つ
て
そ
の
汁
を
捨
て
さ
せ
た
。

　

そ
の
あ
と
で
行
つ
た
時
大
き
な
南
瓜
が
あ
る
か
ら
煮
て
御
馳
走
し
よ

う
と
手
を
か
け
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
南
瓜
が
ま
た
ば
か

4

4

に
大
き
い
の
で

玉
子
買
ひ
が
何
処
に
成
つ
た
の
か
と
尋
ね
た
ら
、
主
人
は
さ
う
さ
う
い

つ
か
猫
が
尻
つ
ぽ
を
つ
ゝ
こ
ん
だ
汁
を
捨
て
た
所
だ
つ
た
な
と
答
へ
た
。

玉
子
買
ひ
は
妙
な
顔
を
し
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
は
食
べ
な
い
方
が
よ
か
ら
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う
と
言
つ
て
ゐ
る
と
、
そ
こ
へ
猫
が
躍
り
出
て
玉
子
買
ひ
に
と
襲
ひ
か
ゝ

つ
た
。
家
の
人
た
ち
は
び
つ
く
り
し
て
や
う
や
う
猫
を
捕
へ
た
。
そ
こ
で

玉
子
買
ひ
は
い
ゝ
位
行
く
ま
で
押
へ
て
ゐ
て
呉
れ
ろ
と
い
つ
て
天
秤
棒

を
持
つ
て
釣
橋
ま
で
来
た
時
ふ
う
ふ
う
と
後
の
方
か
ら
唸
り
声
が
き
こ

え
る
の
で
ふ
り
返
る
と
、
こ
の
猫
が
恐
ろ
し
い
形
相
で
追
か
け
て
来
た
。

主
人
の
と
こ
ろ
で
も
う
よ
か
ら
う
と
手
を
放
し
た
の
が
間
違
ひ
だ
つ
た

の
だ
。
玉
子
買
ひ
は
仕
方
が
な
い
で
天
秤
棒
で
戦
ひ
遂
に
擲
り
殺
し
橋

場
に
投
げ
下
ろ
し
た
。

　

そ
の
あ
と
し
ば
ら
く
行
か
ず
に
ゐ
た
が
、
大
分
時
す
ぎ
て
行
つ
た
。
も

ど
り
に
例
の
橋
ま
で
か
ゝ
る
と
そ
の
猫
が
牙
を
む
き
出
し
て
睨
ん
で
ゐ

た
。
ま
だ
腐
ら
な
い
で
ゐ
る
と
石
な
ど
を
打
付
け
て
か
へ
つ
た
。
そ
の

あ
と
で
行
つ
た
時
も
死
骸
が
そ
つ
く
り
し
て
ゐ
る
の
で
怖
ろ
し
く
も
な

り
小
癪
に
も
障
つ
た
の
で
天
秤
棒
で
た
ゝ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
が
場
所

が
い
ゝ
工
合
に
行
か
ぬ
の
で
足
で
ぽ
つ
ぽ
り
踏
み
つ
け
る
と
そ
の
途
端

に
が
つ
ぷ
り
と
咬
み
つ
か
れ
た
。
そ
れ
を
放
さ
う
と
し
た
が
放
れ
ら
ば

こ
そ
、
た
う
と
う
主
人
の
家
ま
で
行
つ
て
放
し
て
貰
つ
た
。

　

こ
の
猫
の
わ
け
を
き
く
と
家
の
人
が
こ
の
猫
の
親
を
い
ぢ
め
殺
し
た

も
の
だ
つ
た
。
こ
の
猫
が
そ
の
仇
を
報
へ
よ
う
と
し
た
の
を
玉
子
買
ひ

に
見
や
ぶ
ら
れ
た
の
が
い
や
さ
に
玉
子
買
ひ
に
か
ゝ
つ
た
も
の
ら
し
い

と
い
ふ
事
だ
つ
た
。
玉
子
買
ひ
は
岩
の
沢
（
烏
沢
）
の
人
な
さ
う
で
腿

に
そ
の
疵
が
残
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。

　

明
治
の
末
と
い
ふ
こ
と
だ
が
釣
橋
は
大
正
に
は
ひ
つ
て
か
ら
架
け
た

や
う
だ
か
ら
は
つ
き
り
し
な
い
。

　

こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
猫
と
南
瓜
」
の
伝
説
化
も
し
く
は
世
間
話

化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
村
の
話
」
で
は
次
の
回
に
中
道
等
が
「
猫
の

執
念
」
と
し
て
類
似
の
話
が
牡
鹿
半
島
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
随

筆
な
ど
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。
即
座
に
関
連
す
る
情

報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
掲
載
、
編
集
に
あ
た
っ
て
の
操
作
が
行

わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
記
事
で
あ
る
。
続
け
て
読
む
こ
と
で
八
戸
の
世
間
話

が
遠
く
離
れ
た
地
に
も
類
似
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
仕

掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
さ
ら
に
、
戦
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
袰
子
の
話
』
で
は
、
袰
子

に
か
か
っ
て
い
る
釣
橋
を
め
ぐ
る
話
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
同
じ
内
容

の
も
の
で
も
文
脈
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
う

意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

口
承
の
資
料
、
す
な
わ
ち
〈
声
〉
を
と
ら
え
、
対
象
と
し
て
意
識
し
て
い

く
た
め
に
、「
話
」
と
い
う
視
点
で
日
常
か
ら
切
り
取
る
と
い
う
の
が
小
井

川
た
ち
の
郷
土
研
究
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
小
井
川
た
ち
に
と
っ
て
「
話
」
は

資
料
を
す
く
い
上
げ
る
単
位
で
あ
り
標
識
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を

吟
味
し
、意
味
や
類
例
を
考
え
る
際
の
叙
述
の
核
で
も
あ
っ
た
。そ
し
て「
話
」

を
と
ら
え
、
資
料
と
し
て
分
析
、
定
位
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
再
び

「
話
」
と
し
て
さ
し
だ
す
、
と
い
う
の
が
小
井
川
ら
の
流
儀
で
あ
っ
た
と
も

言
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
旧
来
の
口
承
文
芸
研
究
を
超
え
る
「
口
承
」
へ
の
着

目
の
先
駆
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

小
井
川
た
ち
が
、
八
戸
で
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
な
い
ま
ま
に
実
践
し
て
い
た
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こ
の
方
法
は
、
結
果
と
し
て
長
い
期
間
用
い
ら
れ
続
け
た
優
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
姿
勢
で
あ
る
と
と
も
に
態
度
で
あ

り
、
敢
え
て
方
法
と
言
挙
げ
し
て
し
か
る
べ
き
成
果
を
積
み
重
ね
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
小
井
川
た
ち
は
「
話
」
を
と
り
あ
え
ず
「
話
」
そ
の
ま
ま
で
す

く
い
上
げ
、
さ
ら
に
「
話
」
の
流
れ
の
な
か
に
再
度
、
解
き
放
つ
と
い
う
営

為
を
続
け
た
。
そ
れ
は
生
活
か
ら
研
究
へ
、
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
エ
ン

ス
が
抱
え
込
ん
で
い
る
大
き
な
命
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
郷
土
に
お
い
て
郷

土
を
主
題
と
し
つ
つ
、
郷
土
を
考
え
続
け
る
無
限
運
動
の
様
式
で
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
。

　
「
村
の
話
」
と
い
う
地
方
新
聞
の
連
載
記
事
に
徐
々
に
込
め
ら
れ
て
い
っ

た
「
話
」
へ
の
接
近
と
採
録
、
探
究
の
方
法
は
、
方
法
の
み
を
切
り
取
っ
て

提
示
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
研
究
の
様
相
と
は
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
お

り
、
違
和
感
を
覚
え
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
村
の
話
」

に
は
じ
ま
る
資
料
採
録
の
営
み
が
、
日
本
の
口
承
文
芸
研
究
、
あ
る
い
は
民

俗
研
究
に
と
っ
て
ま
だ
充
分
に
受
け
止
め
き
れ
て
い
な
い
質
の
高
い
膨
大

な
デ
ー
タ
の
集
積
を
生
ん
だ
こ
と
に
疑
い
を
挟
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。

　

本
稿
を
〈
声
〉
の
採
録
と
提
示
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
小
井
川
潤
次
郎
と

そ
の
同
志
た
ち
の
営
み
の
再
評
価
を
目
指
し
て
の
模
索
の
一
端
と
し
て
位

置
づ
け
た
い
。

〔
注
記
〕

（
1
）	

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
従
来
、
混
乱
も
し
く
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ

た
が
、
小
熊
健
に
よ
っ
て
確
実
な
史
資
料
に
基
づ
く
見
解
が
提
示
さ

れ
た
。
小
熊
健
「『
奥
南
新
報
』
に
み
る
民
俗
記
事
―
八
戸
郷
土
研
究

会
を
中
心
に
し
て
―
」（
青
森
県
環
境
生
活
部
県
史
編
さ
ん
室
編
『
奥

南
新
報
「
村
の
話
」
集
成
（
下
）』、
一
九
九
八
、
青
森
県
、
二
三
〇

―
二
三
六
頁
）、
二
三
一
―
二
三
三
頁
、
参
照
。

（
2
）	

第
一
巻
は
伊
吉
書
院
、
第
二
巻
以
降
は
木
村
書
店
か
ら
刊
行
。

（
3
）	『
柳
田
國
男
全
集
（
第
二
九
巻
）』（
二
〇
〇
二
、
筑
摩
書
房
）、

四
〇
五
―
四
七
二
頁
、
所
収
。

（
4
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
村
純
一
「
柳
田
國
男
と
『
村
の
話
』
―

昔
話
研
究
へ
の
出
立
―
」（『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
二
四
号
、

一
九
九
六
、
日
本
昔
話
学
会
、
八
八
―
一
〇
一
頁
）、
同
「
柳
田
國

男
の
昔
話
研
究
―
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
『
村
の
話
』
を
巡
っ
て
―
」

（『
遠
野
物
語
研
究
』
創
刊
号
、
遠
野
物
語
研
究
所
、
一
九
九
六
、一
―

一
三
頁
）
や
佐
々
木
達
司
「
昔
話
研
究
に
お
け
る
「
村
の
話
」
の
役

割
」（
青
森
県
環
境
生
活
部
県
史
編
さ
ん
室
編
『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」

集
成
（
下
）』、
一
九
九
八
、
青
森
県
、
二
三
七
―
二
四
三
頁
）
等
を

参
照
。

（
5
）	
柳
田
国
男
は
も
ち
ろ
ん
、
佐
々
木
喜
善
、
喜
田
貞
吉
、
能
田
太
郎
、

中
道
等
と
い
っ
た
人
び
と
の
名
を
『
奥
南
新
報
』
紙
上
に
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
注
（
1
）
の
小
熊
論
文
、
二
三
四
―
二
三
五

頁
を
参
照
。
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（
6
）	

青
森
県
史
叢
書『
奥
南
新
報「
村
の
話
」集
成（
上
・
下
）』（
一
九
九
八
、

青
森
県
）。
上
巻
に
は
昭
和
四
年
か
ら
八
年
、
下
巻
に
は
昭
和
九
年

か
ら
一
六
年
に
至
る
「
村
の
話
」
と
題
さ
れ
た
記
事
を
収
録
し
、
関

連
す
る
論
考
、
解
説
を
収
め
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
際
の
調
査
・
編

集
作
業
に
お
け
る
知
見
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
作
業

に
従
事
し
た
青
森
県
史
民
俗
部
会
の
メ
ン
バ
ー
（
小
熊
健
、
佐
々
木

達
司
、
古
川
実
、
小
山
隆
秀
、
工
藤
廉
）
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に

お
け
る
対
話
と
御
示
唆
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
を

明
記
す
る
。

（
7
）	

夏
堀
の
生
涯
と
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
『
青
森
県
史	

民
俗
編	

資
料	

南
部
』（
二
〇
〇
一
、青
森
県
）の
特
に
第
二
部
及
び『
青
森
県
の
民
俗
』

四
号
（
二
〇
〇
四
、青
森
県
民
俗
の
会
）
の
【
追
悼
夏
堀
謹
二
郎
先
生
】

を
参
照
。
本
稿
で
も
以
下
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
負
う
部
分
が
多
い
。

（
8
）	

こ
れ
は
前
掲
注
（
7
）
の
『
青
森
県
史	

民
俗
編	
資
料	

南
部
』
に
収

録
し
た
。
六
一
六
―
六
三
一
頁
。
小
井
川
潤
次
郎
は
こ
の
刺
激
を
受

け
止
め
、
発
展
さ
せ
て
『
い
た
こ
の
伝
承
』（
一
九
五
三
、八
戸
郷
土

研
究
会
）
を
執
筆
す
る
。

（
9
）	

筆
者
は
夏
堀
自
身
か
ら
直
接
、
子
ど
も
の
遊
び
と
い
っ
て
も
、
唄
を

伴
う
も
の
と
伴
わ
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
後
者
を
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
か
は
ま
だ
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
、

後
者
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
綾
取
り
が
あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ

た
。
綾
取
り
に
つ
い
て
は
夏
堀
謹
二
郎『
日
本
の
綾
取
』（
一
九
八
二
、

有
紀
書
房
）
参
照
。

（
10
）	

前
掲
注
（
7
）『
青
森
県
史	

民
俗
編	

資
料	

南
部
』、
六
一
六
頁
。

（
11
）	

夏
堀
謹
二
郎
「「
村
の
話
」
の
こ
と
と
「
八
戸
郷
土
研
究
会
」」（『
奥

南
新
報
「
村
の
話
」
集
成
（
下
）』、二
二
三
―
二
二
九
頁
）、二
二
三
頁
。

（
12
）	

小
井
川
潤
次
郎
「
犬
と
年
縄
」（『
奥
南
新
報
』
昭
和
一
〇
年
一
月

一
三
日
。『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成
（
下
）』、
六
頁
。）

（
13
）	

前
掲
注
（
1
）
の
小
熊
論
文
、
二
三
一
頁
の
指
摘
。

（
14
）	

拙
稿「
夏
堀
先
生
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
」（『
青
森
県
の
民
俗
』第
四
号
、

二
〇
〇
四
、
青
森
県
民
俗
の
会
、
一
四
六
―
一
四
八
頁
）、
一
四
六

頁
参
照
。

（
15
）	

拙
稿
「
権
現
様
研
究
の
周
辺
か
ら
―
民
俗
研
究
の
思
想
史
へ
む
け
て

―
」（『
柳
田
國
男
全
集
第
一
巻
月
報
二
一
』、一
九
九
九
、筑
摩
書
房
、

六
―
八
頁
）、
参
照
。

（
16
）	

池
田
弥
三
郎
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
題
名
の
付
け
方
の
創
始
者
は
折

口
信
夫
で
あ
っ
た
。
折
口
自
身
が
晩
年
よ
く
そ
う
語
っ
て
い
た
と
い

う
。
池
田
弥
三
郎
「「
信
太
妻
の
話
」
の
成
立
」（『
現
代
詩
手
帖
』
第

一
六
巻
第
六
号
、
一
九
七
三
、
思
潮
社
、
八
―
二
五
頁
）、
一
五
頁
。

（
17
）	

小
井
川
潤
次
郎
「
母
衣
子
の
猫
」、
中
道
等
「
猫
の
執
念
」（『
奥
南

新
報
「
村
の
話
」
集
成
（
上
）』、
一
九
九
八
、
青
森
県
）、
一
一
二

―
一
一
三
頁
。

（
18
）	
小
井
川
潤
次
郎
『
袰
子
の
話
』（
一
九
四
七
、八
戸
郷
土
研
究
会
）、

四
〇
―
四
二
頁
。（

こ
い
け
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）


