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廣
木
尚
、
吉
川
リ
サ
両
氏
の
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
黒
板
勝
美
と
い
う
歴
史
家
個
人

を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
厳
し
い
問
題
意
識
に
立
脚
し
て
史
学
史
研
究
お
よ
び
歴
史
学

の
あ
り
方
に
対
峙
す
る
、
緊
張
感
に
満
ち
た
報
告
で
あ
っ
た
。

　

両
報
告
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
国
史
学
と
い
う
営
為
の
﹁
卓
越
性
﹂
を
求
め
て

運
動
す
る
黒
板
勝
美
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
内
的
に
は
﹁
科
学
性
﹂
の
追
求
と

し
て
あ
ら
わ
れ
、
学
問
外
的
に
は
、
国
体
論
的
な
言
説
と
歴
史
研
究
を
整
合
さ
せ
、

国
体
論
を
学
問
と
し
て
正
当
化
し
、
ま
た
学
問
を
国
体
論
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う

と
し
た
路
線
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

廣
木
報
告
で
も
あ
る
よ
う
に
、
黒
板
の
こ
う
し
た
活
動
と
し
て
最
初
に
注
目
さ
れ

た
の
は
、
史
蹟
保
存
活
動
へ
の
関
与
で
あ
っ
た
。
高
木
博
志
氏
ら
に
よ
っ
て
先
鞭
を

つ
け
ら
れ︶

1
︵

、
そ
の
潮
流
の
現
在
に
お
け
る
到
達
点
が
斎
藤
智
志
氏︶

2
︵

の
研
究
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
吉
川
報
告
の
表
現
に
従
え
ば
、
国
家
権
力
の
弾
圧
を
避
け
﹁
黙
々

と
史
料
集
め
と
考
証
に
専
念
﹂
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
、
と
い
う
﹁
大
久
保
史
学

史
﹂
観
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
歴
史
家
と
し
て
の
黒
板
勝
美
像
が
解
明
さ
れ
、
さ
ら
に

は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
自
体
の
政
治
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

廣
木
氏
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
そ
れ
を
、
黒
板
の
研
究
そ
の
も
の
、
そ
れ
も
主

著
た
る
﹃
国
史
の
研
究
﹄
に
切
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
り︶

3
︵

、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
は
そ
う
し
た
廣
木
氏
の
研
究
を
改
め
て
史
学
史
研

究
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
吉
川
報
告
は
、
黒
板
の
、

史
蹟
保
存
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
活
動
の
総
体
が
、
日
本
の
﹁
国
史
学
﹂
の
存
立

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
、
と
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
の
上
で
、
両
報
告
者
に
私
が
投
げ
か
け
た
い
中
心
的
な
問
い
は
、﹁
黒
板
勝
美

を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
の
歴
史
学
に
つ
い
て
、
何
が
わ
か
る
よ
う

に
な
る
の
か
？
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、﹁
黒
板
勝

美
は
、東
京
帝
国
大
学
を
中
心
と
す
る﹁
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
﹂を
ど
の
程
度﹁
代
表
﹂

し
て
い
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
な
る
だ
ろ
う
︵
な
お
、
私
は
、﹁
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

史
学
﹂
と
い
う
用
語
を
、
帝
国
大
学
を
頂
点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
近
代
日
本
の
高
等

教
育
機
関
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
た
歴
史
家
の
集
団
お
よ
び
そ
の
営
為
で
あ
り
、
サ

ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
史
料
編
纂
事
業
を
も
つ
も
の
、
と
い
う
意
味
で
用
い
る
︶。

　

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
い
え
ば
、
私
は
、
な
に
も
黒
板
勝
美
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史

学
の
な
か
で
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
か
、
一
人
の
歴
史
家
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
い

か
け
た
い
の
は
、
黒
板
の
活
動
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
特
質

と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
危
惧
の
念
が
あ
る
。

廣
木
報
告
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
黒
板
勝
美
の
活
動
は
、
他
の
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
史
家
と
比
較
す
れ
ば
非
常
に
華
々
し
く
、
目
立
つ
も
の
で
あ
る
。
両
報
告
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を
通
じ
、
私
は
、
黒
板
と
い
う
歴
史
家
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
も
っ
と
も
外
側

に
あ
っ
て
、
外
部
に
対
し
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
を
代
表
す
る
人
物
な
の
で
は
な
い
か

と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
そ
の
黒
板
へ
の
注
目
に
よ
っ
て
、
黒
板
が
外
部
に
向
か
っ

て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
し
た
国
史
学
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
逆
に
史
学
史
家

が
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
を
招
き
は
し
な
い
か
。

　

吉
川
報
告
は
、
黒
板
に
代
表
さ
れ
る
近
代
日
本
の
﹁
第
二
世
代
﹂
の
歴
史
家
た
ち

の
社
会
的
活
動
、
よ
り
具
体
的
に
は
﹁
大
日
本
帝
国
の
思
想
的
建
設
へ
の
積
極
的
に

関
与
﹂
に
よ
っ
て
、
今
日
の
日
本
史
学
の
基
礎
が
築
か
れ
た
以
上
、
戦
前
の
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
も
今
日
の
日
本
史
学
も
イ
ノ
セ
ン
ト
で
は
な
い
の
だ
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ

は
一
見
す
れ
ば
日
本
の
歴
史
学
に
対
す
る
非
常
に
厳
し
い
断
罪
の
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
イ
ノ
セ
ン
ト
で
な
い
の
は
、
日
本
史
学
が
黒
板
ら
の
﹁
汚
れ
た
﹂

活
動
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
人
が
黒
板
の
活
動

に
よ
っ
て
国
史
学
と
い
う
営
為
に
社
会
的
承
認
を
与
え
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
黒
板

は
一
種
の
遮
蔽
幕
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
遮
蔽
幕
の
内
側
に
あ
る
国
史
学
と
い
う
営

為
そ
の
も
の
の
性
格
を
問
わ
ず
に
済
ま
す
結
果
に
は
陥
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
疑
問
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
に
即
し
て
展
開
し
て
み

た
い
。

　

ま
ず
、廣
木
報
告
に
つ
い
て
。
史
学
史
の
研
究
史
上
に
お
い
て
は
、国
体
論
と
﹁
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
重
な
り
を
ど
の
程
度
と
み
る
か
が
一
つ
の
評
価
軸
に
な
っ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
池
田
智
文
氏
の
研
究︶

4
︵

の
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史

学
総
体
が
国
体
論
と
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
よ
う
な
見
解
が

一
方
に
あ
り
、
ま
た
永
原
慶
二
氏︶

5
︵

の
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
い
わ
ば
﹁
最

良
の
部
分
﹂
を
国
体
論
か
ら
区
別
し
て
、
む
し
ろ
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
に
継
承
さ

れ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
最
良
の
部
分
の
合
流
と
し
て
戦
後
歴
史

学
を
描
く
見
解
が
あ
る
。

　

廣
木
氏
の
以
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
戦
前
日
本
の
公
的
な
言
論
活
動
の
大
多
数

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
国
体
論
的
な
性
格
を
も
つ
﹁
国
体
論
的
公
共
性
﹂
の
内
側
に

あ
る
こ
と
を
前
提
に
、黒
板
の
研
究
が
そ
う
し
た
﹁
国
体
論
的
公
共
性
﹂
の
な
か
で
、

学
知
と
し
て
の
国
史
学
の
卓
越
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
黒
板
の
位
置
を
、
廣
木
氏
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学

総
体
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

史
学
の
な
か
で
黒
板
が
そ
う
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
か
、
と
い
う
問

い
は
、
史
学
史
研
究
の
潮
流
の
な
か
で
黒
板
研
究
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
本
報
告

に
お
い
て
は
課
題
と
し
て
残
さ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

次
に
吉
川
報
告
に
つ
い
て
。
本
報
告
で
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
な
り

の
リ
ソ
ー
ス
を
必
要
と
す
る
事
業
と
し
て
の
国
史
学
が
、
資
金
や
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を

必
要
と
し
て
お
り
、
黒
板
は
そ
れ
を
調
達
し
て
く
る
人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
そ
こ
ま
で
し
て
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、近
代
日
本
に
と
っ
て
の
﹁
国
史
学
﹂
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
一
体
何
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

一
般
論
と
し
て
、
国
民
国
家
形
成
が
、
記
憶
の
共
有
や
歴
史
の
創
造
と
い
っ
た
要

素
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
理
解
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

史
学
が
そ
の
根
幹
と
し
て
維
持
し
続
け
た
、
史
料
編
纂
掛
︱
史
料
編
纂
所
の
﹃
大
日

本
史
料
﹄﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
編
纂
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
経
路

で
日
本
の
国
民
国
家
形
成
に
貢
献
し
た
の
で
あ
ろ
う
か︶

6
︵

。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
黒
板

と
い
う
﹁
遮
蔽
幕
﹂
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
側
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
る
恐

れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
長
谷
川
亮
一
氏
が
詳
細
に
解
明
し
た

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
の
文
部
省
を
中
心
と
し
た
歴
史
編
纂
事
業
で
あ
る︶

7
︵

。
吉
川
報

告
で
は
、
黒
板
が
病
に
倒
れ
る
こ
と
な
く
戦
時
期
ま
で
活
動
を
続
け
て
い
れ
ば
、
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
が
イ
ノ
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
は
戦
後
主
張
で
き
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
長
谷
川
氏
が
解
明
し
た
よ
う
に
、
戦
時
期
の
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歴
史
公
定
化
の
動
き
の
な
か
に
は
、
龍
粛
、
辻
善
之
助
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史

学
の
有
力
者
が
関
与
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
後
責
任
を
問
わ
れ
た
の

は
︵
板
沢
武
雄
を
除
き
︶
彼
ら
で
は
な
く
、彼
ら
か
ら
距
離
の
あ
っ
た
平
泉
澄
で
あ
っ

た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
を
巡
る
戦
前
︱
戦
後
の
問
題
は
、
黒
板
の
活
動
時
期
の
問

題
に
は
還
元
で
き
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
思
想
弾
圧
の
歴
史
や
戦
後
歴
史
学
の
源
流
さ
が
し
と
し
て
の
み

書
か
れ
る
史
学
史
か
ら
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
営
為
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。
両
報

告
は
、
そ
う
し
た
目
的
か
ら
自
由
に
な
っ
た
史
学
史
に
と
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史

学
の
史
学
史
的
研
究
が
、
未
開
拓
の
課
題
に
満
ち
た
領
域
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
示

す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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