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ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
芝
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。
突
然
で
す
が
、
今
回
の
ご
案
内
チ
ラ
シ
に
掲
載
さ
れ
た
私
の
顔
写
真
の
背
後

に
、
黄
色
い
物
体
が
写
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
社
で
所
有
し
て
お
り
ま
す
ア
ー
ト
作
品
の
ラ
バ
ー
・
ダ
ッ
ク
な
の
で
す
が
、

本
日
会
場
に
来
ら
れ
た
方
で
、
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
ど
の
程
度
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
結
構
い
ら
っ
し
ゃ

る
ん
で
す
ね
。
で
は
、
実
は
こ
の
ア
ヒ
ル
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
が
僕
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ご
存
知
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
わ
ず
か
、
少
な
い
で
す
。
私
が
オ
ラ
ン
ダ
の
作
家
に
依
頼
し
て
制
作
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
、
ラ
バ
ー
・
ダ

ッ
ク
フ
ァ
ン
の
方
々
か
ら
「
ア
ヒ
ル
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
こ
の
お
話
は
今
日
の
本
題
と
は
関
係
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
ど
も
、
写
真
の
関
係
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ラ
バ
ー
・

ダ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
何
回
も
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
極
め
て
手
慣
れ
た
と
い
い
ま
す
か
、
口
慣
れ
た

話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
本
邦
初
公
開
の
資
料
も
ご
紹
介
し
な
が
ら
新
た
な
切
り
口
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
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ど
の
程
度
う
ま
く
お
話
し
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
約
六
十
分
ほ
ど
お
時
間
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
付
き
合

い
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
冒
頭
に
、
私
ど
も
の
会
社
の
説
明
を
ざ
っ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
特
徴
的
な
の
は
、
株
式
会
社
と
し
て
の
設
立
が
非
常

に
古
い
と
い
う
こ
と
で
、
既
に
百
年
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
資
本
金
が
少
な
い
。
そ
し
て
も
と
も
と
は
「
千
島
土
地
」
と

い
う
社
名
の
通
り
、
土
地
と
建
物
の
賃
貸
が
主
な
事
業
だ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
航
空
機
の
リ
ー
ス
事
業
で
あ
り
ま
す
と
か
、
先

ほ
ど
の
ラ
バ
ー
・
ダ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
ま
す
地
域
創
生
・
社
会
貢
献
事
業
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
本
日
は
、
当
社
の
創
業
家
で
あ
る
芝
川
家
の
三
人
を
中
心
に
お
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
四
代
目
の
芝
川
又
平
、

五
代
目
の
芝
川
又
右
衛
門
、
そ
れ
か
ら
芝
川
又
四
郎
で
す
。
こ
の
三
人
を
縦
軸
と
い
た
し
ま
し
て
、
大
阪
住
吉
と
の
関
わ
り
、
教
育

と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
の
登
場
人
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
芝
川
又
平
で
す
。
芝
川
又
平
と
五
代
友
厚
の
関
わ
り
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
の
秋
の
朝
ド
ラ
か
ら
、
今
も
五
代
ブ

ー
ム
が
続
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
広
岡
浅
子
と
五
代
友
厚
は
、
実
際
は
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

証
明
す
る
史
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
広
岡
浅
子
と
い
う
の
は
恰
幅
の
い
い
女
性
で
、
洋
装
で
中
之
島
界
隈
を
闊
歩
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
恐
ら
く
二
人
に
接
点
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
り
と
り
し
た
書
簡

な
ど
も
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
朝
ド
ラ
の
「
あ
さ
」
と
「
五
代
さ
ま
」
の
関
係
は
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
芝
川
又
平
と
五
代
友
厚
に
つ
い
て
は
色
々
と
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
ご
紹
介
し

な
が
ら
話
を
進
め
て
参
り
ま
す
。
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ま
ず
堂
島
米
商
会
所
に
つ
い
て
で
す
。
江
戸
時
代
、
大
阪
の
堂
島
米
会
所
で
は
、

世
界
に
先
駆
け
て
先
物
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
二
年

に
、
幕
末
維
新
の
混
乱
で
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
改
め
て
、

明
治
九
年
に
全
国
に
先
駆
け
て
株
式
組
織
と
し
て
「
堂
島
米
商
会
所
」
を
設
立
し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
設
立
の
嘆
願
書
に
は
、
発
起
人
の
一
人
と
し
て
芝
川
又
平

の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
発
起
人
は
十
六
人
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に

は
五
代
友
厚
の
名
前
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
表
に
名
前
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
黒
子
と
し
て
活
躍
し
た
創
立
の
立
役
者
が
五
代
友
厚
で
し
た
。
設
立
時
の

資
本
金
明
細
を
見
る
と
、
芝
川
又
平
は
磯
野
小
右
衛
門
や
鴻
池
善
右
衛
門
、
三
井

元
之
助
と
い
っ
た
方
々
と
並
ん
で
大
口
の
出
資
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
設
立
時
に
又
平
は
、
頭
取
、
副
頭
取
に
続
く
肝
煎
と
い
う
役
職
に
就
任
し
、

そ
の
後
、
明
治
十
二
年
か
ら
約
一
年
弱
、
米
会
所
の
頭
取
を
務
め
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
堂
島
米
会
所
は
、
明
治
二
十
六
年
に
堂
島
米
穀
取
引
所
に
改
称
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
と
き
の
初
代
の
理
事
長
を
務
め
た
の
が
、
広
岡
浅
子
の
ご
主
人
の
弟

の
広
岡
久
右
衛
門
正
秋
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
大
阪
商
工
会
議
所
で
す
。
設
立
当
時
は
大
阪
商
法
会
議
所
と
い

っ
て
お
り
ま
し
て
、
五
代
友
厚
が
設
立
を
主
唱
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、

芝
川
又
平
も
設
立
者
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
ま
す
。
ま
た
設
立
後
に
は
、

五
代
友
厚
が
初
代
会
頭
、
芝
川
又
平
は
理
事
を
務
め
ま
し
た
。
商
法
会
議
所
は
、

芝川又平芝川又右衛門芝川又四郎
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設
立
当
時
は
五
代
友
厚
が
経
営
し
て
い
た
会
社
内
に
仮
事
務
所
を
設
置
し
、
会
議
は
場

所
を
変
え
な
が
ら
転
々
と
実
施
し
て
お
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
十
二
年
に
最
初

に
拠
点
を
構
え
た
の
が
「
高
麗
橋
四
丁
目
二
十
二
番
地
」
で
、
現
在
の
淀
屋
橋
の
御
堂

筋
沿
い
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
御
堂
筋
側
に
「
大
阪
商
法
会
議
所
跡
」
の
碑
が
建

っ
て
お
り
ま
す
。
実
は
こ
の
用
地
の
取
得
に
は
芝
川
又
平
が
大
き
く
関
与
し
て
お
り
ま

す
。
こ
ち
ら
は
当
社
に
残
っ
て
い
る
資
料
で
す
が
、
商
法
会
議
所
の
土
地
建
物
を
、
芝

川
又
平
の
名
義
で
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
土
地
建
物
の
所
有
権
は
商
法

会
議
所
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
代
金
は
余
裕
が
あ
る
と
き
に
芝
川
へ
入
金
す
る
と
い
う

こ
と
で
、「
催
促
な
し
の
あ
る
と
き
払
い
」
で
提
供
し
た
と
い
う
内
容
で
す
。
そ
の
後
、

明
治
二
十
四
年
に
商
法
会
議
所
が
堂
島
浜
通
の
方
に
新
築
移
転
す
る
ま
で
、
こ
ち
ら
の

土
地
建
物
が
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

次
は
教
育
の
話
題
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
阪
商
業
講
習
所
、
現
在
の
大
阪
市
立

大阪商法会議所 約定書

大
学
に
つ
い
て
で
す
。
こ
ち
ら
も
五
代
友
厚
が
創
立
員
代
表
と
し
て
、
開
設
準
備
を
進
め
た
教
育
機
関
で
あ
り
ま
す
。
明
治
十
三
年

に
設
立
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
芝
川
又
平
は
設
立
に
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
学
校
と
い
う

の
は
最
初
の
経
営
が
な
か
な
か
苦
し
く
て
、
明
治
十
八
年
に
府
立
大
阪
商
業
学
校
に
な
る
ま
で
、
非
常
に
資
金
難
で
苦
労
さ
れ
た
よ

う
で
、
芝
川
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
苦
難
の
時
期
に
寄
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
創
立
か
ら
明
治
十
九
年
ま
で
の
寄
附
金
明
細
を
見
て
み

ま
す
と
、
芝
川
の
他
に
、
藤
田
伝
三
郎
や
住
友
吉
左
衛
門
、
鴻
池
善
右
衛
門
、
広
岡
久
右
衛
門
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
五
代
友
厚
と
、

当
時
の
大
阪
財
界
の
そ
う
そ
う
た
る
メ
ン
バ
ー
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
ち
ら
は
少
し
時
代
が
遡
り
ま
し
て
、
明
治
二
年
の
資
料
で
す
。「
百
足
屋
又
右
衛
門
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
百
足
屋
」
と
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い
う
の
は
芝
川
家
の
屋
号
で
す
。
広
岡
家
は
「
加
島
屋
」
と
称
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
当
時
は
屋
号
を
持
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
ね
。「
又

右
衛
門
」
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
芝
川
又
平
の
こ
と
で
し
て
、
又
平
は
隠
居
後
の
名
前
で
、
隠
居
前
は
又
右

衛
門
を
名
乗
っ
て
お
り
ま
し
た
。
本
日
は
隠
居
後
の
話
題
が
中
心
と
な
り
ま
す
し
、
二
代
目
の
又
右
衛
門
と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め
に

「
又
平
」
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
話
を
元
に
戻
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
又
平
が
通
商
司
為
替
会
社
の
御
貸
付
方
を

通商司為替会社御貸付方拝命の文書

五代友厚への書簡（大阪商工会議所 所蔵）

政
府
か
ら
拝
命
し
た
と
き
の
文
書
な
の
で
す
が
、
こ
の
通
商

会
社
・
為
替
会
社
の
設
立
に
尽
力
し
た
の
は
五
代
友
厚
で
あ

り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
実
は
こ
の
頃
か
ら
、
五
代
友
厚
と

芝
川
又
平
に
は
接
点
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
な
お
、
五
代
友
厚
が
通
商
会
社
・
為
替
会
社
を

設
立
す
る
際
に
協
力
を
呼
び
か
け
た
大
阪
商
人
の
ひ
と
り
が
、

さ
き
ほ
ど
も
登
場
い
た
し
ま
し
た
広
岡
浅
子
の
義
理
の
弟
の

広
岡
久
右
衛
門
正
秋
で
、
広
岡
正
秋
は
設
立
後
に
通
商
司
為

替
会
社
の
総
頭
取
に
就
任
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
ご
紹
介
す
る
の
は
、
芝
川
又
平
が
五
代
友
厚
へ
の

贈
り
物
に
添
え
た
書
簡
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
阪
企
業
家

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
以
外
に

も
複
数
の
書
簡
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
五
代
友
厚
は
又
平
よ

り
ひ
と
回
り
ほ
ど
年
下
で
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
手
紙

の
内
容
を
見
て
み
ま
す
と
、
又
平
が
非
常
に
敬
意
を
持
っ
て
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五
代
友
厚
に
接
し
て
い
た
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
又
平
の
息
子
の
芝
川
又
右
衛
門
に
つ
い

て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
又
右
衛
門
は
ほ
ぼ
広

岡
浅
子
と
同
じ
世
代
で
あ
り
ま
す
。

　

最
初
は
大
阪
住
吉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
す
。
又
右

衛
門
は
、
現
在
の
住
吉
大
社
の
境
内
の
一
部
を
所
有
し
て

お
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
か
つ
て
神
宮
寺
と
い
う
お
寺
が

あ
っ
た
ん
で
す
が
、
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
に
よ
り
廃
寺

と
な
り
ま
し
て
、
そ
の
跡
地
を
私
ど
も
が
明
治
二
十
二
年

に
購
入
し
た
の
で
す
。
当
時
の
様
子
は
こ
ん
な
感
じ
で
す

ね
。
芝
川
家
の
別
荘
を
建
て
、
ス
ポ
ー
ツ
運
動
場
み
た
い

な
も
の
も
つ
く
っ
て
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
明

治
十
八
年
に
阪
堺
電
車
が
開
通
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
芝

川
家
の
本
邸
が
あ
っ
た
大
阪
の
中
心
部
か
ら
も
行
き
や
す

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
土
地
は
そ
の
後
、
大
正
五
年
に
東
洋
紡
専
務
の
岡

常
夫
に
売
却
い
た
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
大
阪
の
綿
業
会

芝川家住吉別荘
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館
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
綿
業
会
館
は
岡
常
夫
の
遺
言
に
よ
り
、
ご
遺
族
が
寄
付
さ
れ
た
、
当
時
の
お
金
で
百
万
円
を
も
と
に
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
謄
本
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
ち
ら
の
土
地
は
岡
常
夫
の
ご
子
息
が
相
続
さ
れ
た
後
、
昭
和
十
五
年
に
住
吉
大
社
に
移

譲
さ
れ
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

次
は
、
朝
ド
ラ
「
あ
さ
が
来
た
」
に
関
係
す
る
お
話
で
す
。
日
本
女
子
大
学
の
設
立
に
対
す
る
貢
献
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ド
ラ
マ
に

も
出
て
き
ま
し
た
け
ど
も
、
梅
花
女
学
校
で
教
師
を
し
て
お
り
ま
し
た
成
瀬
仁
蔵
が
女
子
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
、
そ
れ
に
共
感
し

た
広
岡
浅
子
が
政
財
界
に
協
力
を
呼
び
掛
け
て
、
明
治
三
十
四
年
に
「
日
本
女
子
大
学
校
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
芝
川
又
右
衛
門

は
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
お
り
ま
す
が
、
日
本
女
子
大
学
の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
、
又
右
衛
門
を
発
起
人
に
勧
誘
し
た
の
は
、
広
岡

浅
子
の
ご
主
人
で
あ
り
ま
す
広
岡
信
五
郎
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
広
岡
信
五
郎
は
、
ド
ラ
マ
で
は
三
味
線
に
精
を
出
す
趣
味
人

…
悪
く
言
う
と
遊
び
人
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
け
ど
も
、
広
岡
信
五
郎
が
、
鴻
池
や
芝
川
を
訪
問
し
て
勧
誘
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
当
初
勧
誘
を
受
け
た
時
点
で
は
、
ど
う
も
又
右
衛
門
は
お
断
り
し
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
詳
し
い
経
緯
は
定

日本女子大学寄附金収入簿
（日本女子大学 所蔵）

か
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
ど
も
、
実
際
に
は
発
起
人
に
就
任
し
、
寄
付
も
し

て
お
り
ま
す
。
又
右
衛
門
と
広
岡
家
と
の
関
係
で
す
が
、
広
岡
信
五
郎
、
そ

し
て
弟
の
久
右
衛
門
正
秋
と
は
、
財
界
等
を
通
し
て
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
芝
川
又
平
、
又
右
衛
門
は
と
も
に
茶
道
を
好

み
ま
し
た
の
で
、
茶
人
と
し
て
の
つ
な
が
り
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
が
寄
付
の
証
文
で
す
ね
。
日
本
女
子
大
学
で
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料

で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
お
金
で
二
千
円
を
年
四
百
円
ず
つ
、
五
回
分
割
で

支
払
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
女
子
大
学
は
、
当
初
、
大
阪
の
天
王
寺
に
用
地

を
購
入
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
広
岡
浅
子
の
実
家
で
あ
り
ま
す
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三
井
家
が
持
っ
て
お
り
ま
し
た
東
京
目
白
の
所
有
地

の
寄
付
を
受
け
、
そ
ち
ら
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
大

阪
の
土
地
は
、
そ
の
後
大
阪
府
が
買
い
取
り
ま
し
て
、

大
阪
府
第
一
高
等
女
学
校
、
現
在
の
清
水
谷
高
校
の

敷
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
女
学
校

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
広
岡
浅
子
の
思
い
が

叶
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

次
の
話
題
は
大
阪
の
皆
さ
ん
に
は
、
あ
ま
り
な
じ

み
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
兵
庫
県
最
古

の
私
立
小
学
校
、
現
在
の
須
磨
浦
小
学
校
の
設
立
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
写
真
は
須
磨
の
芝
川
家
の
別

創立時の須磨浦尋常小学校

須磨の芝川家別荘

荘
で
す
。
明
治
二
十
六
年
に
又
右
衛
門
が
購
入
い
た
し
ま
し
た
。
当
時
の
須
磨
は
非
常
に
風
光
明
媚
な
場
所
で
、
明
治
二
十
一
年
に

鉄
道
が
開
通
し
た
頃
か
ら
、
財
界
の
方
々
が
相
次
い
で
別
荘
を
構
え
ま
し
た
。
又
右
衛
門
の
別
荘
が
あ
っ
た
海
岸
沿
い
に
は
、
九
鬼

家
、
住
友
初
代
総
理
事
の
広
瀬
宰
平
、
そ
れ
か
ら
後
ほ
ど
出
て
き
ま
す
け
ど
も
、
芝
川
家
と
と
も
に
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
の
設
立
に

関
与
し
た
、
加
賀
家
が
隣
接
し
て
別
荘
を
構
え
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
須
磨
の
地
に
別
邸
や
邸
宅
を
構
え
る
方
々
の
子
弟
が
通
う
学

校
と
い
う
こ
と
で
設
立
さ
れ
た
の
が
、
須
磨
浦
尋
常
小
学
校
で
し
た
。
広
瀬
宰
平
が
主
唱
し
、
又
右
衛
門
の
他
、
須
磨
に
邸
宅
を
構

え
る
関
西
政
財
界
の
重
鎮
六
名
の
方
々
に
よ
っ
て
設
立
準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
創
立
時
の
須
磨
浦
小
学
校
で
す
が
、
当

時
か
ら
独
自
の
教
育
方
針
を
持
っ
て
教
育
に
臨
ん
で
お
り
、「
別
格
の
小
学
校
」
と
し
て
有
名
だ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。　

　

次
に
関
西
学
院
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
写
真
は
芝
川
又
右
衛
門
が
西
宮
に
建
て
た
別
邸
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
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物
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
明
治
四
十
四
年
で
あ
り
ま
し
て
、
現
在
は
、
名
古
屋
の
博
物
館
明
治

村
に
移
築
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
明
治
村
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
設
計
し

た
東
京
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
建
物
の
一
部
が
移
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
実
は
あ
の

建
物
は
大
正
年
間
の
建
物
で
あ
り
ま
す
。
本
来
「
大
正
村
」
に
行
く
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う

が
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
建
物
な
の
で
、
今
や
明
治
村
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
明
治
村
に
移
築
さ
れ
て
い
る
建
物
に
は
、
著
名
な
建
築
家
に
よ
る
も
の
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
芝
川
邸
は
、
武
田
五
一
と
い
う
、
後
に
京

都
大
学
建
築
学
科
の
創
設
に
も
関
わ
っ
た
建
築
家
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
個
人
住
宅
で
す
の
で
、

明
治
村
の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
お
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
芝
川
又
右
衛
門
邸
の
最
寄
駅
は
、
阪
急
の
甲
東
園
駅
で
す
。
阪
急
電
鉄
の
、
今
の
西
宮

北
口
か
ら
宝
塚
ま
で
の
今
津
線
、
か
つ
て
は
西
宝
線
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
路
線
が

開
通
し
た
当
時
は
、
今
の
甲
東
園
や
仁
川
と
い
う
駅
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
芝
川

又
右
衛
門
の
方
か
ら
阪
急
電
鉄
社
長
の
小
林
一
三
に
、
い
わ
ゆ
る
請
願
駅
と
い
い
ま
す
か
、
お

願
い
し
て
駅
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
芝
川
は
約
一
万
坪
の
土
地
と
五
千
円
の
現
金
を

寄
付
い
た
し
ま
し
て
、
阪
急
は
そ
の
土
地
を
分
譲
し
た
利
益
で
も
っ
て
、
駅
を
新
設
し
た
わ
け

で
す
。
そ
れ
で
で
き
た
の
が
、
写
真
の
甲
東
園
駅
で
す
。
当
時
は
「
甲
東
園
前
停
車
場
」
と
い

っ
て
お
り
ま
し
た
。「
甲
東
園
」
と
い
う
の
は
、
又
右
衛
門
が
経
営
し
て
い
た
果
樹
園
の
名
称

だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
こ
の
あ
た
り
の
地
名
、
駅
名
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
も
と
も
と
関
西
学
院
は
、
王
子
動
物
園
が
あ
る
原
田
の
森
に
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど

甲東園芝川又右衛門邸甲東園前停車場
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も
、
昭
和
の
初
め
に
こ
の
甲
東
園
の
上
ヶ
原
の
地
に
移
転
し
て
参
り
ま
し
た
。
上
ヶ
原
の
移
転
用
地
の
確
保
は
、
阪
急
電
鉄
の
小
林

一
三
が
行
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
辺
り
に
広
大
な
土
地
を
所
有
し
て
お
っ
た
又
右
衛
門
、
そ
し
て
芝
川
家
が
経
営
す
る
千
島
土
地
は
、

一
万
坪
近
い
所
有
地
や
、
た
め
池
の
水
利
権
な
ど
を
関
学
に
無
償
提
供
し
ま
し
た
。
更
に
、
又
右
衛
門
は
小
林
一
三
と
覚
書
を
交
わ

し
て
、
自
己
所
有
地
以
外
の
土
地
の
入
手
の
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
売
却
を
渋
る
所
有
者
の
土
地
を
、
自
分
が
所
有
す

る
土
地
と
の
交
換
に
よ
っ
て
入
手
す
る
な
ど
、
又
右
衛
門
は
関
学
の
移
転
用
地
確
保
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
関
学
が
い
く
つ
か
の
候
補
地
の
中
か
ら
甲
東
園
を
移
転
先
に
決
め
た
の
は
、
芝
川
が
駅
を
つ
く
り
、
ま
た
駅
か
ら
自
分

の
所
有
地
ま
で
道
路
を
通
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
関
学
の
移
転
に
あ
た
っ
て
は
、
又
右
衛
門
の

息
子
で
あ
る
又
四
郎
が
、
関
学
の
ベ
ー
ツ
校
長
に
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
よ
う
に
、
閉
ざ
さ
れ
て
な
い
開
放
的
な
キ
ャ
ン
パ
ス
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
を
出
し
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
塀
の
な
い
、
周
囲
に
開
か
れ
た
大
学

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
芝
川
又
四
郎
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
彼
の
代
に
な
り
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
帝
塚
山
学
院
と
の
関
係
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

又
四
郎
は
、
帝
塚
山
学
院
初
代
学
長
の
庄
野
貞
一
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
す
ね
。
帝
塚
山
学
院
の
お
話
の
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
マ
ッ

サ
ン
」
の
竹
鶴
政
孝
と
リ
タ
に
関
す
る
お
話
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
帝
塚
山
学
院
発
行
の
百
年
史
に
も
出
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
帝
塚
山
の
土
地
の
開
発
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
明
治
十
二
年
の
地
図
を
見
て
み
る
と
、
帝
塚
山
周
辺
は
、
街
道
沿
い
に
集
落
が
あ
る
他
は
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
と
い
う
よ
う
な

状
況
で
す
。
そ
れ
か
ら
少
し
時
代
が
下
り
ま
し
て
、
明
治
十
九
年
に
は
、
少
し
住
吉
大
社
の
周
り
が
開
け
て
い
ま
す
が
、
帝
塚
山
界

隈
に
は
住
宅
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
帝
塚
山
と
い
う
の
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
あ
る
土
地
で
、
あ
ま
り
農
地
に
は
適

さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
し
、
当
時
は
道
路
も
あ
ま
り
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
明
治
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住吉第一耕地整理組合地区及び隣接図

東成土地建物株式会社経営地の図

三
十
三
年
に
、
今
の
南
海
電
鉄
高
野
線
の
前
身
で
あ
り
ま
す
、
高
野
登
山
鉄
道
が
帝

塚
山
エ
リ
ア
に
開
通
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
同
じ
年
に
大
阪
馬
車
鉄
道
、
こ
れ
は
現
在

の
阪
堺
電
軌
上
町
線
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
ち
ら
も
開
通
し
て
、
一
気
に
こ
の
地

域
の
交
通
の
利
便
性
が
高
ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
明
治
四
十
五
年
に
、
当
時

の
住
吉
村
の
村
長
、
太
田
儀

兵
衛
が
組
合
長
に
な
っ
て
、

こ
の
地
の
耕
地
整
理
組
合
を

設
立
し
、
翌
年
の
大
正
二
年

か
ら
農
地
の
整
備
に
取
り
掛

か
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
ち
ら
は
帝
塚
山

学
院
の
百
年
史
に
も
掲
載
い

た
だ
き
ま
し
た
け
ど
も
、
東

成
土
地
建
物
株
式
会
社
の
経

営
地
の
図
面
で
す
。
当
時
こ

の
エ
リ
ア
で
一
番
大
き
な
土

地
所
有
者
だ
っ
た
山
田
市
郎

兵
衛
を
中
心
に
し
て
、
芝
川

も
加
わ
り
ま
し
て
、
東
成
土
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地
建
物
株
式
会
社
を
設
立
し
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
の
耕
地
整
理
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
正
三
年
か
ら
、
住
宅
地
と
し
て
こ
の
よ

う
に
区
画
整
理
を
し
て
、
分
譲
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
帝
塚
山
学
院
の
小
学
校
の
敷
地
と
い
う
の
は
、
こ
の
エ
リ
ア
全
体
の

発
展
の
た
め
に
当
初
か
ら
計
画
し
て
お
っ
た
よ
う
で
、
東
成
土
地
建
物
株
式
会
社
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
た
よ
う
で
す
ね
。
大
正
五

年
に
用
地
の
提
供
に
合
意
し
ま
し
て
、
翌
年
の
大
正
六
年
に
、
帝
塚
山
学
院
の
小
学
校
が
開
校
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
帝
塚
山
学
院

の
開
校
に
際
し
て
、
又
四
郎
の
父
親
の
又
右
衛
門
は
帝
塚
山
学
院
に
五
百
円
を
寄
付
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
正
十
五
年
に
は
、

又
四
郎
が
所
有
地
の
上
に
幼
稚
園
舎
を
建
て
て
、
こ
れ
を
無
償
で
提
供
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
十
年
に
は
、
講
堂
の
暖
房
の

施
設
を
寄
付
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
帝
塚
山
学
院
の
百
年
史
に
も
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

仁川コロニー（帝塚山学院 所蔵）

仁川コロニー周辺地図

　

し
か
し
、
帝
塚
山
学
院
と
芝
川
の
関
係

で
は
、
何
と
い
っ
て
も
仁
川
コ
ロ
ニ
ー
が

有
名
で
す
。
も
と
も
と
仁
川
コ
ロ
ニ
ー
の

敷
地
に
は
、
甲
東
園
を
開
発
い
た
し
ま
し

た
又
四
郎
の
父
で
あ
り
ま
す
又
右
衛
門
が
、

大
正
時
代
に
、
周
辺
の
住
宅
経
営
者
と
と

も
に
小
学
校
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
計

画
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
千
島
土
地

が
、
敷
地
の
千
五
百
坪
と
校
舎
の
建
設
費

と
し
て
約
一
万
円
を
寄
付
し
た
わ
け
で
す

ね
。
と
こ
ろ
が
、
学
校
経
営
と
い
う
の
は

な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
、
廃
校
に
な
っ
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て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
、「
自
然
に
親
し
む
教
育
」
を
重
視
し
て
い

た
帝
塚
山
学
院
校
長
の
庄
野
貞
一
先
生
が
、
仁
川
コ
ロ
ニ
ー
と
い
う
帝
塚

山
学
院
の
郊
外
学
舎
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
い
将
来
、
小
学
校

校
舎
を
帝
塚
山
学
院
が
買
い
取
る
と
い
う
条
件
で
又
四
郎
が
購
入
し
、
帝

塚
山
学
院
に
無
償
提
供
し
た
わ
け
で
す
。
地
図
を
見
て
み
る
と
、
芝
川
家

の
別
荘
と
、「
甲
東
園
」
と
い
わ
れ
る
芝
川
家
の
果
樹
園
の
近
く
に
仁
川

コ
ロ
ニ
ー
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
仁
川
コ
ロ
ニ
ー
の
生
徒
さ
ん
は
、

又
右
衛
門
が
経
営
す
る
果
樹
園
や
農
園
、
関
西
学
院
の
プ
ー
ル
等
も
使
う

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
芝
川
又
四
郎
は
、
随
分
と
帝
塚
山
学
院
に
対
し
て
い

ろ
ん
な
支
援
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

芝
川
又
四
郎
は
、
大
正
の
初
期
、
三
年
か
ら
六
年
頃
か
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
神
戸
か
ら
帝
塚
山
の
姫
松
に
移
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
第
一

次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
ま
し
て
、
住
ま
い
の
あ
る
神
戸
か
ら
芝
川
家
の
事

業
事
務
所
が
あ
る
大
阪
に
連
絡
が
取
り
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

帝
塚
山
に
居
宅
を
移
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
の
帝
塚
山

の
芝
川
邸
の
数
少
な
い
写
真
の
ひ
と
つ
で
す
。
又
四
郎
の
五
人
の
子
供
た

ち
が
写
っ
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
に
い
ろ
ん
な
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
い
た

帝塚山芝川邸前にて又四郎の子
供たち甲東園での芝川又四郎と庄野貞一
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通
り
、
当
社
に
は
随
分
古
い
資
料
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
帝
塚
山
の
屋
敷
の
全
貌
が

写
っ
た
写
真
が
一
枚
も
な
い
の
で
す
。
も
し
本
日
会
場
に
来
て
お
ら
れ
る
方
々
で
、
何
か
そ
う
い
う
資
料
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

　

又
四
郎
の
長
女
の
百
合
子
が
、
あ
ま
り
体
が
丈
夫
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
三
人
の
娘
た
ち
は
学
校
に
は
通
わ
ず
、
家

庭
教
師
か
ら
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
帝
塚
山
に
住
ま
い
な
が
ら
、
芝
川
家
の
子
供
た
ち
は
帝
塚
山
学
院
に
は
通
っ
て
お

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
塚
山
の
芝
川
の
家
の
近
所
に
庄
野
貞
一
が
住
ん
で
お
り
、
又
四
郎
と
庄
野
先
生
は
親
交
を
深
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
正
十
一
年
に
は
青
島
と
大
連
、
翌
年
の
大
正
十
二
年
に
は
上
海
に
一
緒
に
旅
行
も
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の

旅
の
中
で
も
、
土
地
開
発
で
あ
り
ま
す
と
か
教
育
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
甲
東
園
の
果
樹
園
で

食
事
を
し
て
お
り
ま
す
庄
野
貞
一
と
又
四
郎
の
写
真
で
す
。
一
緒
に
写
っ
て
い
る
女
の
子
は
庄
野
先
生
の
お
嬢
さ
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
又
四
郎
は
大
学
時
代
に
教
育
学
の
講
義
を
受
け
て
以
来
、
教
育
に
大
き
な
関

心
を
寄
せ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
庄
野
貞
一
と
出
会
い
、
教
育
に
つ
い
て
語
り
、

理
想
を
共
有
で
き
た
こ
と
が
、
帝
塚
山
学
院
へ
の
支
援
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
お
話
し
す
る
芝
蘭
社
家
政
学
園
も
、
庄
野
貞
一
と
非
常
に
関
係
が
深
い
学
校
で
す
。

現
在
も
淀
屋
橋
に
あ
り
ま
す
芝
川
ビ
ル
に
あ
っ
た
女
子
教
育
の
学
校
、
い
わ
ゆ
る
花
嫁
学

校
で
す
ね
。
こ
れ
は
竣
工
間
も
な
い
芝
川
ビ
ル
の
外
観
で
す
が
、
当
時
、
こ
の
芝
川
ビ
ル

と
い
う
の
は
、
芝
川
家
の
資
産
等
を
管
理
す
る
た
め
の
事
業
用
事
務
所
と
し
て
建
て
ら
れ

た
ん
で
す
ね
。
又
四
郎
が
関
東
大
震
災
の
惨
状
を
見
ま
し
て
、
地
震
と
火
災
に
強
い
建
物

を
建
て
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
窓
に
も
全
部
鉄
扉
を
つ
け
ま
し
て
、
外
か
ら
の
火
の
粉
も

竣工間もない頃の芝川ビル
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甲東園での芝蘭社家政学園関係者

防
ぐ
よ
う
な
、
非
常
に
頑
丈
な
造
り
の
建
物
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
芝
川
家
の
事
務
所
だ
け
で
は
、
広
過
ぎ
て
ス

ペ
ー
ス
が
余
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
又
四
郎
と

庄
野
先
生
が
相
談
し
ま
し
て
、
女
学
校
を
卒
業
し
た
子

女
の
嫁
入
り
前
の
教
育
の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
で
き
た
の
が
、
芝
蘭
社
家
政
学
園
で
あ

り
ま
す
。
庄
野
貞
一
は
芝
蘭
社
の
学
監
に
就
任
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
昭
和
四
年
に
芝
蘭
社
家
政
学
園
が
開
校
し
て

間
も
な
い
頃
、
芝
蘭
社
の
先
生
方
や
生
徒
た
ち
と
一
緒

に
甲
東
園
の
果
樹
園
を
訪
れ
た
際
の
写
真
で
す
。
次
も

甲
東
園
の
写
真
で
、
後
列
右
か
ら
庄
野
貞
一
、
私
の
祖
母
に
当
た
り
ま
す
、
芝
蘭
社
で
園
長
を
し
て
お
り
ま
し
た
芝
川
ま
き
、
そ
し

て
又
四
郎
で
あ
り
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
女
性
の
後
ろ
に
少
し
写
っ
て
い
る
ベ
ン
チ
は
、
甲
東
園
の
芝
川
邸
が
博
物
館
明
治
村
に
移

築
さ
れ
る
際
に
一
緒
に
保
管
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
甲
東
園
の
芝
川
邸
は
建
築
家
の
武
田
五
一
の
設
計
な
ん
で
す
が
、
武
田
五
一

を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
神
戸
大
学
の
先
生
が
こ
の
ベ
ン
チ
の
設
計
図
面
を
ご
覧
に
な
っ
て
は
じ
め
て
武
田
五
一
設
計
に
よ
る
も
の
だ

と
判
明
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
た
だ
の
ベ
ン
チ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
こ
か
ら
一
躍
価
値
の
あ
る
ベ
ン
チ
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
次
の
写
真
は
芝
川
ビ
ル
の
屋
上
で
撮
っ
た
も
の
で
す
。
庄
野
貞
一
と
又
四
郎
と
ま
き
も
写
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
恐

ら
く
、
北
に
向
か
っ
て
撮
影
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の
街
並
み
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
で
す
。
生
徒
も
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多
く
が
ま
だ
和
装
の
時
代
で
す
ね
。
続
き
ま
し
て
授
業
の

風
景
で
す
。
西
洋
料
理
の
授
業
を
庄
野
貞
一
と
ま
き
が
見

学
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
教
え
て
い
る
先
生
は
吉
浦
秀
吉

と
い
う
方
で
、
長
崎
の
ベ
ル
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
で
あ
り
ま
す

と
か
、
外
国
船
で
コ
ッ
ク
を
し
て
修
業
さ
れ
ま
し
た
。
昭

和
六
年
か
ら
十
八
年
ま
で
は
、
帝
塚
山
学
院
高
等
女
学
校

の
家
庭
科
で
も
教
鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
現
在
の
芝
川
ビ
ル
は
、
飲
食
店
や
物
販
な
ど
の
店
舗

が
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
地

下
の
ベ
ト
ナ
ム
料
理
のRIV

E GA
U
CH
E

と
い
う
お
店

が
、
ち
ょ
う
ど
調
理
実
習
の
授
業
を
し
て
お
っ
た
部
屋
で

し
て
、
こ
の
当
時
の
流
し
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
で
す

か
ら
地
下
のRIV

E GA
U
CH
E

で
は
、
今
も
こ
の
流
し

を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

当
時
は
、
和
裁
は
ど
こ
ど
こ
の
先
生
、
そ
れ
か
ら
生
け

花
は
ど
こ
ど
こ
と
い
う
ふ
う
に
、
子
女
の
花
嫁
教
育
と
い

う
の
は
、
稽
古
先
を
転
々
と
回
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
芝
蘭
社
家
政
学
園
は
、
一
カ
所
で
各

科
目
を
、
し
か
も
受
け
た
い
授
業
を
自
由
に
選
択
で
き
る

授業を見学する庄野貞一と芝川まき

芝川ビル屋上にて

芝蘭社家政学園の生徒・教員たち
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と
い
う
こ
と
で
三
千
人
を
超
え
る
お
嬢
さ
ん
が
卒
業
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
芝
川
ビ
ル
屋
上
で
の
芝
蘭
社
の
卒
業
写
真

と
思
わ
れ
る
写
真
で
す
が
、
当
時
、
周
り
は
ま
だ
こ
ん
な
に
木
造
の
民
家
ば
か
り
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
庄
野
先
生
と
又
四
郎
と
ま
き

も
写
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
ほ
と
ん
ど
の
方
は
和
服
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
戦
火
が
激
し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
芝
蘭
社
で
も
物
資
が
不
足
し
、
授
業
の
教
材
な
ど
も
な
か
な
か
手
に
入
ら
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
昭
和
十
八
年
に
閉
校
い
た
し
ま
し
た
。
私
ど
も
の
手
元
に
卒
業
生
の
名
簿
が
残
っ
て
お
り
ま
す
け

ど
も
、
女
性
の
方
々
が
結
婚
さ
れ
ま
す
と
姓
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
ん
で
、
な
か
な
か
探
す
の
は
難
し
い
。
時
々
、
母
が
通
っ
て

い
ま
し
た
と
訪
ね
て
こ
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
も
う
九
十
歳
を
越
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
、
卒
業
生
の

方
に
当
時
の
お
話
を
伺
う
の
も
今
と
な
っ
て
は
な
か
な
か
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
か
ら
一
昨
年
前
の
朝
ド
ラ
「
マ
ッ
サ
ン
」
の
お
話
に
移
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
又
四
郎
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
帝
塚
山
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
、
竹
鶴
政
孝
は
摂
津
酒
造
に
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
留
学
し
、
大
正
九
年

に
リ
タ
と
い
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
女
性
と
結
婚
し
て
帰
国
し
ま
す
。
当
時
、
竹
鶴
夫
婦
は
、
摂
津
酒
造
の
阿
部
社
長
が
用
意
し
た

帝
塚
山
の
家
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
又
四
郎
の
所
有
す
る

建
物
に
移
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
又
四
郎
の
父
の
又
右
衛
門
が
甲
東
園
に
持

っ
て
お
っ
た
建
物
、
洋
館
を
移
築
し
た
も
の
で
し
た
。
洋
館
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
リ
タ
も
暮
ら
し
や
す
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
当
社
に
は
、
こ
の
家
に
水
を
引
き
込
む
際

の
申
込
書
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
住
吉
の
役
場
に
申
し
込
ん
だ
も

の
で
す
が
、
日
付
が
大
正
十
二
年
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
資
料
の
日

付
が
、
竹
鶴
夫
妻
が
又
四
郎
の
用
意
し
た
建
物
に
移
っ
て
来
た
時
で
あ
れ

給水装置申込書
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ば
、
ド
ラ
マ
に
も
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
竹
鶴
政
孝
は
大
正
十
一
年
に
摂
津
酒
造
を
退
社
し
た
後
、
桃
山
学
院
で
の
教
師
生
活
を

経
て
、
大
正
十
二
年
に
寿
屋
に
入
社
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
頃
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
こ
の
頃
、
リ
タ
夫
人
は
、
先
ほ
ど
の
写
真

の
又
四
郎
の
三
人
の
娘
た
ち
に
英
語
を
教
え
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
で
は
、「
野
々
村
茂
」
が
芝
川
又
四
郎
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
物
な
の
で
す
が
、
こ

の
「
野
々
村
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
ち
ょ
っ
と
ま
ず
か
っ
た
。
当
時
、
世
間
を
騒
が
せ
た
同
姓
の
西
宮
市
議
の
方
が
お
ら
れ
ま
し

て
…
。
さ
ら
に
ド
ラ
マ
の
中
で
は
、
こ
の
野
々
村
さ
ん
は
女
中
だ
っ
た
女
性
を
後
妻
さ
ん
に
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
先
妻
の
お
子
さ

ん
で
あ
る
女
の
子
二
人
に
、
リ
タ
が
英
語
を
教
え
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
し
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
又
四
郎
は
再
婚
す
る
こ

甲東園での竹鶴夫妻

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
五
人
の
子
供
の
上
の

三
人
の
女
の
子
が
リ
タ
か
ら
英
語
を
習
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
ち
ら
は
甲
東
園
を
散
策
す
る
竹
鶴
夫

妻
と
思
わ
れ
る
男
女
の
写
真
で
す
。
又
右
衛
門
と
、

リ
タ
か
ら
英
語
を
習
っ
た
又
四
郎
の
長
女
の
百
合

子
と
思
わ
れ
る
女
の
子
も
写
っ
て
い
ま
す
。
次
は

リ
タ
と
又
四
郎
の
三
女
・
霜
子
、
そ
し
て
次
女
の

芙
美
子
と
、
そ
の
夫
と
の
写
真
で
す
。
手
前
の
お

嬢
さ
ん
は
竹
鶴
夫
妻
の
養
女
の
リ
マ
で
す
ね
。
芝

川
家
と
竹
鶴
夫
妻
の
私
的
な
交
流
を
物
語
る
資
料

か
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
の
お

話
に
移
り
ま
す
。
先
ほ
ど
須
磨
の
別
荘
の
お
話
を

い
た
し
ま
し
た
際
に
、
芝
川
家
の
お
隣
が
加
賀
家

だ
っ
た
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
加
賀
家
の
加

賀
正
太
郎
と
、
芝
川
又
四
郎
の
す
ぐ
下
の
弟
の
又

之
助
が
同
い
年
で
し
た
。
更
に
二
人
と
も
昆
虫
採

集
や
登
山
が
好
き
で
し
て
、
趣
味
が
合
い
、
親
し

く
し
て
お
っ
た
よ
う
で
す
。
又
四
郎
は
こ
の
弟
を

通
じ
て
加
賀
正
太
郎
と
知
り
合
っ
た
よ
う
で
す
。

加
賀
正
太
郎
は
加
賀
証
券
を
経
営
し
て
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
竹
鶴
政
孝
が
大
日
本
果
汁
株
式
会
社
、

リタと芙美子夫婦

リタと霜子

後
の
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
、
ニ
ッ
カ
で
す
ね
、
を
設
立
す
る
際
に
、
又
四
郎
と
と
も
に
出
資
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
竹
鶴
政
孝
は

寿
屋
に
い
た
時
に
、
山
崎
の
蒸
留
所
に
お
り
ま
し
て
、
そ
の
近
所
に
、
今
は
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
大
山
崎
山
荘
美
術
館
に
な
っ
て
お
り

ま
す
加
賀
正
太
郎
の
居
宅
が
あ
り
ま
し
た
。
リ
タ
が
加
賀
夫
人
に
英
語
を
教
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
頃
か
ら
親
し

く
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
大
山
崎
山
荘
は
、
非
常
に
数
奇
な
運
命
を
辿
り
ま
し
た
。
加
賀
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
加
賀
家

の
手
を
離
れ
て
後
、
マ
ン
シ
ョ
ン
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
や
不
動
産
屋
を
転
々
と
い
た
し
ま
し
て
、
最
終
的
に
、
京
都
府
や
大
山
崎
町
の

要
請
を
受
け
て
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
が
購
入
し
、
美
術
館
と
な
り
ま
し
た
。
実
は
加
賀
正
太
郎
は
、
亡
く
な
る
前
に
ニ
ッ
カ
の
株
を
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
の
山
本
為
三
郎
に
譲
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
時
、
私
ど
も
も
同
様
に
し
ま
し
た
。
そ
の
加
賀
正
太
郎
の
邸
宅
を
、
後
に
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
が
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
加
賀
正
太
郎
と
ニ
ッ
カ
と
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
、
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
で
す
け
れ
ど
も
、



帝塚山派文学学会 紀要 創刊号　268

最
終
的
に
収
ま
る
と
こ
ろ
に
収
ま
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
大
日
本
果
汁
株
式
会
社
の
設
立
総
会
は
昭
和
九
年
に
開
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
会
場
と
な
っ
た
の
は
、
芝
蘭
社
家
政
学
園
の

あ
り
ま
し
た
芝
川
ビ
ル
で
す
。
当
時
、
ニ
ッ
カ
の
本
店
所
在
地
は
東
京
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
大
阪
支
社
は
芝
川
ビ
ル
に
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
ニ
ッ
カ
は
そ
の
後
、
北
海
道
の
余
市
の
工
場
で
ウ
イ
ス
キ
ー
の
製
造
に
乗
り
出
す
わ
け
で
す
け
ど
も
、
何
分
に
も
ウ
イ

ス
キ
ー
と
い
う
の
は
、
仕
込
ん
で
か
ら
実
際
に
商
品
に
な
る
ま
で
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
加
賀
正
太
郎
と
い
う
の
は
、
本
業
が
証
券

会
社
で
、
日
々
相
場
が
変
動
す
る
、
一
日
一
日
が
勝
負
の
方
で
す
。
一
方
、
又
四
郎
は
不
動
産
経
営
な
の
で
、
非
常
に
長
い
ス
パ
ン

で
物
事
を
考
え
ま
す
。
ニ
ッ
カ
が
な
か
な
か
業
績
を
上
げ
ら
れ
な
い
際
に
は
、
出
資
の
引
き
上
げ
を
主
張
す
る
加
賀
正
太
郎
を
、「
あ

と
一
年
頑
張
ろ
う
」
と
又
四
郎
が
説
得
し
た
と
い
う
話
も
、
又
四
郎
の
回
顧
録
の
中

に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
う
し
て
昭
和
十
五
年
に
待
望
の
第
一
号
の
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス

キ
ー
が
世
に
出
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
又
四
郎
が
ニ
ッ
カ
に
関
心
を
持
ち
、
出
資
を
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
け
ど
も
、「
大
日
本
果
汁
」
と
い
う
社
名
が
表
す
よ
う
に
、
当
初
ニ
ッ
カ

は
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー
ス
を
製
造
販
売
し
て
お
っ
た
ん
で
す
ね
。
実
は
又
四
郎
は
、
宮
崎

県
の
日
向
に
農
園
を
所
有
し
て
お
り
ま
し
て
、
か
ん
き
つ
類
の
栽
培
を
し
て
お
り
ま

し
た
。
ま
た
甲
東
園
で
は
、
父
の
又
右
衛
門
が
果
樹
栽
培
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

農
作
物
を
加
工
し
て
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
お
っ
た
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
、
当
初
は
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー
ス
を
つ
く
る
と
い
う
事
業
に
惹
か
れ
、

出
資
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「安分知足」の石碑前での又四郎
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最
後
に
な
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
、
博
物
館
明
治
村
に
移
築
さ
れ
る
以
前
の
甲
東
園
芝
川
邸
の
前
で
の
又
四
郎
の
写
真
で
す
。「
安

分
知
足
」
と
書
か
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
自
ら
の
分
を
弁
え
て
、
欲
を
出
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
又
四

郎
は
こ
う
い
っ
た
言
葉
を
心
に
刻
ん
で
、
自
ら
を
律
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
芝

川
家
と
い
う
の
は
、
自
ら
が
前
面
に
出
る
の
で
は
な
く
、
縁
の
下
の
力
持
ち
と
い
う
か
、
何
事
に
も
自
ら
の
分
を
わ
き
ま
え
て
、
そ

の
範
囲
内
で
で
き
る
貢
献
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
百
年
以
上
続
い
て
き
た
家
で
す
。
今
後
も
で
き
る
範
囲
で
、
社
会
貢
献
も
含
め
て
、

皆
さ
ん
の
お
役
に
立
っ
て
い
け
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
初
め
て
の
講
演
内
容
で
お
聞
き
苦
し
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
私
の
講
演
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


