
10 

       
 
 
 

は
じ
め
に 

  

大
倉
陶
園
は
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
五
月
十
五
日
に
、
東

京
市
蒲
田
区
西
六
郷
一
丁
目
四
番
地
（
現
在
の
東
京
都
大
田
区
西
六

郷
一
丁
目
四
番
地
）
で
地
鎮
祭
を
お
こ
な
い
、
こ
の
日
を
創
立
記
念

日
と
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
四
月
一
日

に
、
神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
秋
葉
町
二
〇
番
地
へ
移
転
し
、
現
在

に
至
っ
て
い
る
。 

 

本
稿
は
、
大
正
時
代
を
中
心
に
、
大
倉
陶
園
蒲
田
工
場
の
生
活
に

つ
い
て
述
べ
る
。
次
の
史
料
は
、
大
倉
陶
園
初
代
支
配
人
日
野
厚

著
・
発
行
『
大
倉
陶
園
二
十
五
年
譜
紀
』
（
一
九
四
四
年
十
一
月
）

の
抜
粋
で
あ
る
（
『
大
倉
陶
園
二
十
五
年
譜
紀
』
に
は
頁
数
の
記
載

が
な
い
た
め
、
頁
数
は
記
さ
な
い
）
。 

 
 
 

抑
も
当
園
は
、
上
下
一
体
其
の
職
に
忠
に
、
憂
楽
を
共
に
す 

 
 

る
は
当
園
の
一
貫
せ
る
精
神
に
し
て
、
当
時
に
あ
り
て
は
稀
有 

 
 

の
従
業
員
の
住
宅
、
独
身
者
の
合
宿
所
の
如
き
も
、
工
場
の
建 

 
 

設
と
共
に
工
事
を
併
進
す
。 

右
の
と
お
り
、
当
時
の
大
倉
陶
園
の
一
貫
し
た
精
神
は
、
上
司
も

部
下
も
一
体
で
あ
り
、
自
ら
の
職
に
忠
実
に
、
憂
楽
を
共
有
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
団
結
を
保
つ
た
め
に
、
当
時
希
有
の

従
業
員
住
宅
（
社
宅
）
や
、
独
身
者
の
合
宿
所
（
独
身
寮
）
も
、
敷

地
内
に
建
設
さ
れ
、
職
住
接
近
の
環
境
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
述
べ
る
生
活
と
は
、
こ
の
従
業
員
住
宅
や
合
宿
所
で
の
生
活

で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
実
際
の
蒲
田
工
場
の
生
活
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
史
料
が
あ
る
。

日
野
の
右
腕
と
し
て
初
代
工
場
長
と
な
り
、
の
ち
に
初
代
研
究
部
長

を
務
め
る
岩
田
恒
三
郎
が
著
し
た
『
陶
苑
懐
古
』
（
私
家
版 

一
九

四
四
年
頃
カ
、
「
苑
」
は
原
文
マ
マ
）
で
あ
る
。
本
稿
は
、
主
に
こ

の
史
料
を
素
材
に
す
る
。
な
お
、
『
陶
苑
懐
古
』
は
筆
者
の
読
み
下

し
原
稿
を
使
用
す
る
た
め
、
引
用
頁
数
の
記
載
を
お
こ
な
わ
な
い
こ

と
を
ご
承
知
願
い
た
い
。
同
書
は
送
り
仮
名
や
濁
点
な
ど
が
現
代
と

は
異
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
、
以
下
本
稿
で

出
典
を
明
記
し
な
い
史
料
は
『
陶
苑
懐
古
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。 

  
 
 
 

１ 

蒲
田
工
場
の
環
境 

  

本
節
で
は
蒲
田
工
場
の
環
境
に
つ
い
て
述
べ
る
。
な
ぜ
蒲
田
が
工

場
建
設
地
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
、
一
九

四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）
十
月
、
創
立
者
大
倉
和
親
が
、
大
倉
陶

園
創
立
前
後
を
ふ
り
か
え
っ
て
語
っ
た
思
い
出
話
の
抜
粋
で
あ
る
。

出
典
は
、
大
倉
和
親
翁
伝
編
集
委
員
会
編
・
発
行
『
大
倉
和
親
翁
』

（
一
九
五
九
年
七
月
）
一
四
四
頁
で
あ
る
。 

大
正
時
代
大
倉
陶
園
蒲
田
工
場
の
生
活 

黒
澤 

学  
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大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
頃
、
森
村
さ
ん
と
相
談
し
て
敷
地 

 
 

を
さ
が
し
た
が
、
米
国
時
代
か
ら
の
友
人
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の 

 
 

黒
沢
貞
次
郎
氏
が
、
自
分
の
土
地
を
譲
ろ
う
と
い
わ
れ
、
こ
れ 

 
 

を
中
心
と
し
て
周
囲
を
買
収
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
目
的 

 
 

が
わ
か
る
と
い
け
な
い
の
で
、
鉄
砲
打
ち
の
姿
に
変
装
し
て
検 

 
 

分
し
、
い
ま
の
蒲
田
の
土
地
に
決
め
た
。 

 
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
蒲
田
工
場
の
土
地
は
、
和
親
の
モ
リ
ム
ラ

ブ
ラ
ザ
ー
ズ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
時
代
以
来
の
友
人
で
、
当
時
国
産

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
製
造
で
有
名
で
あ
っ
た
黒
澤
商
店
店
主
黒
澤

貞
次
郎
の
譲
渡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
和
親
の
こ
の
思
い
出
話
に

も
あ
る
と
お
り
、
当
時
の
蒲
田
は
猟
師
姿
で
歩
く
の
が
不
自
然
で
は

な
い
く
ら
い
自
然
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
陶
苑
懐
古
』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

此
の
附
近
は
、
新
泻
鉄
工
所
の
工
事
場
と
吾
が
工
事
場
及
び
黒

澤
工
場
丈
け
で
、
遮
る
も
の
な
く
、
吾
が
敷
地
か
ら
京
浜
国
道

を
通
る
人
が
よ
く
見
え
た
。
農
家
ハ
少
々
あ
つ
た
が
点
在
す
る

丈
け
。
（
中
略
）
西
に
ハ
夛
摩
川
の
土
堤
が
目
の
先
に
、
其
土

堤
の
彼
方
に
砂
利
船
の
白
帆
が
見
え
る
。
底
の
平
ら
な
大
き
な

箱
船
ハ
、
砂
利
船
の
特
有
の 

。
一
寸
愛
想
も
風
情
も
無
い
様

に
も
見
え
る
が
、
之
が
川
を
上
る
時
ハ
曳
舟
で
行
く
。
船
頭
は

土
堤
に
沿
ふ
て
上
り
下
り
し
て
船
を
曳
い
て
行
く
。
上
流
に
行

つ
て
砂
利
を
掬
ひ
上
げ
、
船
が
一
杯
ニ
な
る
と
帆
を
上
げ
て
暢

ん
び
り
と
下
る
。
（
中
略
）
一
寸
箱
庭
風
景
を
思
ひ
出
す
が
、

此
の
夛
摩
川
原
の
風
景
ハ
も
つ
と
大
き
い
。
富
士
は
殊
ニ
美
し

く
、
裾
野
迄
見
え
る
。
桃
梨
の
畑
は
續
き
、
菜
種
の
花
が
散
見

す
る
春
ハ
、
随
分
美
し
か
つ
た
。
新
緑
の
頃
か
ら
夏
ニ
掛
け
て

も
又
、
緑
の
色
ハ
塵
な
く
新
鮮
で
、
市
中
の
公
園
等
の
緑
と
ハ

大
分
違
つ
て
居
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
ど
か
な
田
園
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
た
め
、
工
場
用
地
と
し
て
十
分
な
広
さ
が
確
保
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
蒲
田
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
、
東
京
の
中
心
地
か
ら
近
か

っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
倉
陶
園
の
顧
客
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
大
倉
陶
園
の
つ
く
る
最
高
級
の
美
術

陶
磁
器
の
価
値
を
理
解
し
、
購
入
で
き
る
経
済
力
の
あ
る
人
々
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
当
時
東
京
の
中
心
地
に
多
く
住
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
。 

 

通
常
、
陶
磁
器
製
造
の
工
房
や
工
場
と
い
え
ば
、
原
料
と
な
る
良

質
な
陶
土
が
採
掘
さ
れ
る
場
所
の
近
く
、
す
な
わ
ち
原
料
生
産
地
近

郊
に
構
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
倉
陶
園
は
そ
の
逆
で
、
顧
客
の
近

く
に
工
場
を
構
え
る
と
い
う
経
営
戦
略
を
と
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
顧
客
が
気
軽
に
工
場
を
訪
問
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
顧

客
だ
け
で
な
く
、
当
時
東
京
近
郊
に
住
ん
で
い
た
芸
術
家
達
も
工
場

を
訪
れ
、
従
業
員
に
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
創
業
ま
も
な
い
大

倉
陶
園
に
と
っ
て
、
当
時
の
有
名
芸
術
家
の
技
術
指
導
が
与
え
た
影

響
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
蒲
田
が
選
ば
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
黒

澤
貞
次
郎
の
黒
澤
商
店
蒲
田
工
場
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

黒
澤
商
店
蒲
田
工
場
は
、
当
時
唯
一
無
二
の
職
住
接
近
の
工
場
で
、

敷
地
内
に
社
宅
が
あ
り
、
幼
稚
園
・
小
学
校
ま
で
が
併
設
さ
れ
て
い
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た
。
こ
の
よ
う
な
工
場
の
敷
地
計
画
は
、
当
時
の
工
場
労
働
者
の
劣

悪
な
生
活
環
境
を
文
化
的
に
改
善
す
る
た
め
の
福
利
厚
生
で
あ
っ

た
。
当
然
和
親
は
、
「
黒
澤
村
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
黒
澤
商
店
蒲
田

工
場
の
こ
と
を
黒
澤
か
ら
聞
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
で
の
実

践
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
高
い
。 

  
 
 
 

２ 

蒲
田
工
場
の
社
宅 

  

本
節
で
は
、
大
倉
陶
園
蒲
田
工
場
内
に
建
設
さ
れ
た
、
主
に
世
帯

も
ち
従
業
員
向
け
住
宅
で
あ
る
社
宅
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
の
史
料

は
、
岩
田
恒
三
郎
が
、
第
一
号
住
宅
と
し
て
建
設
さ
れ
た
日
野
厚
の

社
宅
を
訪
れ
た
と
き
の
印
象
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。 

 
 

初
め
て
通
さ
れ
た
の
ハ
、
明
る
い
心
地
の
よ
い
書
齊
兼
應
椄 

 

間
。
之
は
又
同
時
に
ス
タ
ヂ
オ
で
も
あ
つ
た
。
椽
側
の
廊
下
、 

 

窓
の
白
キ
ヤ
ラ
コ
の
カ
ー
テ
ン
の
其
裾
に
、
簡
單
な
型
染
め 

 

に
し
た
花
模
様
を
連
ね
た
そ
の
清
楚
な
感
じ
は
、
此
處
に
来 

 

た
余
が
第
一
印
象
と
し
て
、
何
時
迄
も
頭
に
残
つ
て
居
る
。 

 

こ
の
第
一
号
住
宅
は
、
日
野
自
身
が
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
書

斎
兼
応
接
間
は
、
図
案
家
と
し
て
の
日
野
の
仕
事
場
で
あ
る
ス
タ
ジ

オ
も
兼
ね
て
い
た
。
家
で
も
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
こ
の
住
宅
は
、
岩
田
に
明
る
い
印
象
を
与
え
、
後
々
ま
で
頭
の

中
に
残
っ
た
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

次
に
、
同
じ
く
日
野
が
設
計
し
た
第
二
号
住
宅
に
つ
い
て
述
べ

る
。
こ
ち
ら
は
岩
田
が
最
初
に
入
居
し
た
こ
と
も
あ
り
、
『
陶
苑
懐

古
』
の
描
写
も
よ
り
詳
し
い
。 

 
 

日
野
氏
御
自
慢
の
硝
子
の
家
。
其
の
頃
文
化
住
宅
の
萌
し
た 

 

時
な
の
で
、
氏
は
工
藝
圖
案
家
と
し
て
時
流
に
先
ち
、
其
の 

 

温
奥
を
如
實
に
表
現
さ
れ
た
處
女
作
の
第
二
で
あ
つ
た
。
贅 

 

澤
な
建
築
な
ら
ば
問
題
も
な
い
が
、
一
つ
は
経
済
的
に
、
材 

 

料
も
甚
だ
粗
末
な
も
の
を
使
ひ
、
然
も
文
化
的
に
又
美
的
要 

 

素
を
失
は
ぬ
、
粗
末
な
が
ら
も
そ
こ
に
味
の
あ
る
文
化
住
宅 

 

を
猊
つ
て
の
此
の
建
築
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
頃
は
欧
州
大
戦 

 

后
の
凡
て
の
物
の
髙
い
時
で
、
材
木
と
て
も
ま
と
も
な
挽
角 

 

は
使
へ
な
い
で
、
夛
く
押
角
の
皮
付
、
丸
味
の
あ
る
廉
い
も 

 

の
を
使
つ
た
の
だ
。
此
の
建
物
は
、
平
家
建
の
柱
を
使
つ
て 

 

屋
根
を
急
勾
配
に
し
て
、
そ
の
屋
根
裏
を
使
つ
て
二
階
と
し
、 

 

短
い
柱
で
二
階
を
造
る
な
ど
の
工
夫
を
し
、
従
来
の
住
宅
の 

 

定
例
た
る
廊
下
と
い
ふ
も
の
を
出
来
る
だ
け
少
く
し
て
、
狭 

 

い
建
坪
を
有
効
に
使
ひ
、
然
も
室
と
室
と
の
往
き
來
を
便
に
、 

 

そ
し
て
、
窓
を
夛
く
し
て
、
採
光
と
通
風
に
心
懸
け
、
經
費
を 

 

出
来
る
だ
け
少
く
し
て
住
み
よ
い
家
に
と
、
苦
し
い
工
夫
が 

 

凝
ら
さ
れ
た
。
成
る
程
明
る
く
て
氣
持
が
よ
い
。
雨
戸
は
な 

 

く
、
朝
晩
之
を
開
閉
す
る
世
話
も
な
い
。
實
際
雨
戸
と
い
ふ 

 

も
の
は
、
其
開
閉
の
面
倒
と
い
ふ
よ
り
そ
の
う
る
さ
ゝ
、
且 

 

つ
は
憂
欝
な
感
じ
の
も
の
で
あ
る
。
殊
に
朝
、
折
角
の
黎
明 

 

の
心
地
よ
さ
は
味
へ
な
い
。
自
分
も
昔
か
ら
此
の
感
じ
で
、
雨

戸
は
嫌
ひ
で
あ
つ
た
。 

 

右
の
よ
う
に
、
第
二
号
住
宅
は
、
当
時
流
行
し
始
め
た
文
化
住
宅

の
よ
う
な
設
計
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
終
戦
直
後
で
、
物
価

が
高
騰
し
て
お
り
、
材
料
は
安
く
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
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が
、
日
野
は
工
夫
し
て
、
「
住
み
よ
い
家
」
を
設
計
し
た
の
で
あ
っ

た
。
雨
戸
が
な
い
の
も
そ
の
特
徴
で
、
岩
田
は
そ
こ
も
気
に
入
っ
て

い
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
工
場
敷
地
内
と
し
て
は
か
な
り
凝
っ
た
つ
く
り
の

社
宅
が
次
々
と
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

続
け
て
岩
田
は
第
二
号
住
宅
の
住
み
心
地
を
述
べ
て
い
る
。 

 
 
 

先
づ
何
よ
り
も
此
の
家
に
入
つ
て
快
く
感
じ
た
の
ハ
、
自 

 

然
を
友
と
し
自
然
に
親
し
め
る
事
で
、
之
が
何
よ
り
も
嬉
し 

 
か
つ
た
。
寝
て
も
起
き
て
も
、
日
も
月
も
、
草
も
木
も
、
鳥
も

蟲
も
、
皆
自
然
が
自
分
の
周
圍
を
離
れ
ず
に
居
る
。
之
で
天
井

が
硝
子
で
、
仰
向
け
に
星
が
見
え
た
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
理
想
的

で
あ
る
が
と
思
は
れ
た
。
然
し
、
そ
れ
迄
に
至
ら
ず
と
も
、
今

迄
街
に
ば
か
り
住
ん
で
居
た
自
分
と
し
て
は
、
斯
る
田
園
の
自

然
に
取
り
巻
か
れ
て
起
居
し
得
る
の
を
殊
に
愉
快
に
感
じ
た
。

之
が
此
の
家
の
第
一
印
象
で
あ
つ
た
。
尤
も
、
一
室
丈
け
完
成

し
て
、
造
作
も
只
疊
・
建
具
が
入
つ
た
と
い
ふ
丈
け
で
、
カ
ー

テ
ン
一
つ
な
く
、
此
處
に
身
軆
一
つ
を
入
れ
た
だ
け
な
の
だ
か

ら
、
ま
る
で
田
甫
の
中
に
寝
て
る
の
と
同
じ
て
、
一
層
其
の
感

を
強
く
し
た
。
蛙
は
耳
許
で
や
か
ま
し
く
泣
く
、
蛍
ハ
窓
か
ら

飛
ひ
込
ん
で
来
る
。
毎
夜
一
人
で
此
處
に
寝
た
。
（
中
略
）
電

燈
も
ま
だ
點
火
の
運
び
に
至
ら
ず
、
ラ
ン
プ
も
な
い
の
で
、
夜

ハ
月
を
友
と
し
て
、
疲
れ
た
身
体
を
横
へ
る
の
み
で
あ
つ
た
。 

 

岩
田
は
『
陶
苑
懐
古
』
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
環
境
を
称
し
て
、
「
附

近
で
異
彩
を
放
つ
た
文
化
村
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
蒲
田
の
生

活
に
つ
い
て
、
「
今
迄
街
に
ば
か
り
住
ん
で
居
た
自
分
と
し
て
は
、

斯
る
田
園
の
自
然
に
取
り
巻
か
れ
て
起
居
し
得
る
の
を
殊
に
愉
快

に
感
じ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
工
場
の
外
は
田
甫
ば
か
り
で
、

娯
楽
施
設
も
な
く
、
家
に
い
て
も
仕
事
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う

な
生
活
で
は
、
社
宅
の
デ
ザ
イ
ン
や
住
み
心
地
が
良
い
と
い
う
こ
と

は
、
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

  
 
 
 

３ 

蒲
田
工
場
の
独
身
寮 

  

本
節
で
は
蒲
田
工
場
の
独
身
寮
に
つ
い
て
述
べ
る
。
寮
は
当
初

「
合
宿
所
」
「
寄
宿
舎
」
と
呼
ば
れ
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
従

業
員
が
一
時
的
に
生
活
す
る
宿
舎
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
独
身
寮
と

な
る
。 

 
 

當
園
で
も
最
初
ハ
合
宿
所
の
称
呼
を
以
て
し
、
殊
に
他
の
工
場 

 
 

と
異
な
つ
て
、
従
業
員
を
何
れ
も
紳
士
と
し
て
扱
ふ
と
い
ふ
主 

 
 

義
に
對
し
て
、
特
に
當
方
の
宿
舎
は
寄
宿
舎
で
ハ
あ
り
ま
せ 

 
 

ん
。
従
業
員
共
同
の
自
治
的
宿
舎
で
、
凡
て
ハ
舎
員
が
經
理
し 

 
 

て
行
く
も
の
だ
と
殊
更
に
説
明
す
る
の
要
も
あ
つ
た
。
然
し
、 

 
 

後
に
工
場
法
が
出
来
て
か
ら
、
工
場
員
の
宿
舎
と
し
て
ハ
、
合 

 
 

宿
所
と
て
も
皆
寄
宿
舎
の
取
締
規
則
を
受
け
、
又
、
寄
宿
舎
と 

 
 

称
し
な
け
れ
バ
通
ら
な
く
な
り
、
厭
で
も
此
の
言
葉
を
使
は
ざ 

 
 

る
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
遂
に
寄
宿
舎
と
い
ふ
様
に
な
つ
た
。
そ 

 
 

し
て
、
寄
宿
舎
扱
は
余
儀
な
し
と
し
て
、
何
と
か
名
称
を
別
ニ 

 
 

附
し
た
い
。
寮
と
い
ふ
言
葉
が
適
切
。
そ
こ
で
、
只
寮
で
ハ
濟 

 
 

ま
な
い
か
ら
、
何
々
寮
と
意
気
な
名
称
が
欲
し
い
。
折
角
名
称 

 
 

を
付
け
る
の
だ
か
ら
慎
重
ニ
考
へ
る
。
舎
員
連
中
種
々
相
談
、 
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和
光
寮

．
．
．
と
言
ひ
出
し
た
。 

 

右
の
と
お
り
、
独
身
寮
を
「
合
宿
所
」
と
呼
ぶ
か
「
寄
宿
舎
」
と

呼
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
に
施
行
さ
れ
た
工

場
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
全
て
「
寄
宿
舎
」
と
公
称
す
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
大
倉
陶
園
で
は
、
こ
の
公
称
寄
宿
舎

を
「
和
光
寮
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
独
自
に
「
當
方
の
宿
舎
は
寄

宿
舎
で
ハ
あ
り
ま
せ
ん
。
従
業
員
共
同
の
自
治
的
宿
舎
で
、
凡
て
ハ

舎
員
が
經
理
し
て
行
く
も
の
」
と
い
う
趣
旨
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
に
は
こ
の
よ
う
な
独
身
寮
が
増
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
「
超
然
寮
」
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
住
人
に

よ
っ
て
好
き
な
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
寮
（
寄
宿
舎
）
で
の
食
生
活
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 
 
 

寄
宿
舎
と
い
へ
バ
、
先
づ
何
よ
り
も
最
大
関
心
事
は
賄
と 

 

い
ふ
事
で
あ
る
。
何
處
の
寄
宿
舎
で
も
第
一
に
問
題
に
な
る 

 

の
ハ
此
の
賄
で
、
夛
く
の
寄
宿
舎
ハ
此
の
賄
を
請
負
で
や
ら 

 

せ
る
。
そ
こ
に
、
髙
い
の
廉
い
の
、
ぼ
る
の
ゴ
マ
カ
ス
の
と
う

る
さ
い
問
題
が
絶
え
な
い
。
當
園
の
自
治
的
合
宿
所
で
ハ
、
所

員
が
賄
を
指
図
し
て
、
其
の
食
費
の
實
費
を

擔
し
、
賄
の
者

の
食
料
は
所
員
全
部
で 

擔
す
る
の
で
、
髙
い
・
安
い
、
う
ま

い
・
ま
づ
い
ハ
、
所
員
全
部
の
合
同
意
志
に
基
い
て
自
ら
決
め

る
事
と
な
る
の
で
、
他
の
寄
宿
舎
の
如
き
賄
の
問
題
は
な
い
。 

 

右
の
よ
う
に
、
食
生
活
は
寮
生
活
の
最
大
関
心
事
で
あ
っ
た
。
岩

田
は
、
大
倉
陶
園
は
「
自
治
的
合
宿
所
」
で
あ
っ
た
の
で
、「
他
（
社
）

の
寄
宿
舎
の
如
き
賄
の
問
題
は
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、

別
の
部
分
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

初
代
の
賄
人
横
山
半
次
郎
に
つ
い
て
述
べ
た
記
述
で
あ
る
。 

 
 
 

半
次
郎
と
い
ふ
の
ハ
元
板
場
に
稼
い
て
居
た
も
の
で
、
庖 

 

丁
に
は
相
當
腕
に
確
信
が
あ
つ
た
の
で
、
自
然
一
寸
煮
る
も 

 

の
に
さ
へ
そ
の
腕
前
が
見
せ
た
か
つ
た
。
従
つ
て
、
材
料
の 

 

買
出
し
も
、
魚
・
肉
・
野
菜
一
切
、
自
分
に
仕
入
れ
な
け
れ
バ

気
に
入
ら
な
い
。
賄
兼
小
使
で
、
事
務
所
の
用
事
と
共
に
毎
日

の
過
半
は
此
の
買
出
し
に
掛
つ
た
。
ト
タ
ン
板
で
造
つ
た
四
角

の
ガ
ン

く
を
肩
に
掛
け
て
、
大
倉
の
印
の
入
つ
た
絆
纏
で
、

毎
日
大
森
・
羽
田
の
市
場
に
買
出
し
に
行
つ
た
。
そ
し
て
、
余

所
の
人
か
ら
ハ
常
に
大
倉
サ
ン

く
と
呼
ば
れ
、
得
意
に
も
な

つ
て
居
た
。
今
日
は
何
の
刺
身
、
塩
焼
、
カ
ツ
レ
ツ
と
、
日
々

の
献
立
に
ハ
大
に
頭
を
使
つ
た
。
勿
論
此
の
寮
、
合
宿
所
員
の

程
度
が
、
若
い
収
入
の
少
い
人
を
標
準
に
し
な
け
れ
バ
な
ら
ぬ

の
で
、
経
済
上
よ
り
相
當
制
限
し
な
け
れ
バ
な
ら
な
か
つ
た
が
、

賄
が
斯
様
の
者
で
あ
る
か
ら
ど
う
し
て
も
材
料
を
撰
ぶ
し
、
調

味
料
と
て
も
充
分
に
使
へ
ば
賄
經
費
ハ
嵩
む
の
が
常
で
あ
つ

て
、
若
い
人
達
に
ハ
經
済
上
の 

擔
ハ
大
き
か
つ
た
。
が
、
世

帯
持
も
臨
時
に
入
つ
て
来
、
之
等
の
連
中
ハ
若
い
人
に
比
べ
て

ハ
懐
も
裕
福
な
の
で
、
も
つ
と
費
用
掛
け
て
も
う
ま
い
も
の
が

欲
し
い
と
贅
澤
を
言
ふ
た
。
中
に
ハ
夕
の
食
卓
に
は
一
本
を
据

え
な
け
れ
バ
な
ら
な
か
つ
た
。
時
に
ハ
、
こ
ん
な
も
の
で
飲
め

る
か
な
ど
の
不
足
も
あ
つ
た
が
、
ま
づ
く
と
も
腹
一
杯
食
へ
ば

よ
い
若
い
人
達
に
ハ
、
そ
れ
は
つ
ら
く
耳
に
當
た
つ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
初
代
の
賄
人
は
腕
の
良
い
元
板
前
を
雇
っ
た
た
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め
、
食
費
が
か
な
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寮
に
は
「
若

い
収
入
の
少
い
人
」
も
い
れ
ば
「
懐
も
裕
福
な
」
「
世
帯
持
」
も
い

た
た
め
、
そ
の
経
済
格
差
や
食
の
好
み
の
相
違
が
問
題
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。 

  
 
 
 

４ 

宴
会 

  

本
節
以
降
、
蒲
田
工
場
の
生
活
の
う
ち
、
娯
楽
・
余
暇
に
つ
い
て

い
く
つ
か
述
べ
る
。
ま
ず
は
宴
会
で
あ
る
。 

 
 

何
分
田
甫
中
の
田
舎
、
ま
だ
荏
原
郡
蒲
田
村
の
時
代
。
無
論 

 

料
理
屋
等
は
な
し
。
僅
か
に
川
崎
の
町
が
此
辺
唯
一
の
遊
び 

 

場
所
で
あ
つ
た
位
で
、
此
辺
で
ハ
何
處
に
も
一
寸
行
く
處
ハ 

 

な
か
つ
た
。
従
つ
て
、
自
然
何
か
と
い
ふ
と
直
ぐ
御
手
盛
の 

 

御
馳
走
で
、
場
所
ハ
此
の
合
宿
所
階
下
の
二
室
を
打
通
し
て 

 

會
場
と
し
た
。
新
年
宴
会
、
忘
年
会
、
歓
迎
会
、
送
別
会
、
月

花
の
宴
、
雪
之
宴
と
言
ひ
出
し
て
、
直
ぐ
調
ふ
次
第
で
あ
る
。

デ
カ
ン
シ
ヨ
も
始
ま
る
。
日
野
さ
ん
の
紀
伊
の
国
、
半
さ
ん
の

独
々
逸
草
箒
、
農
園
加
藤
耕
次
君
の
「
そ
の
時
一
人
の
ラ
ツ
パ

手
は
」
の
軍
歌
と
詩
吟
の
蠻
聲
ハ
、
又
何
時
迄
も
忘
ら
れ
ぬ
。

鈴
木
三
五
郎
君
の
三
河
萬
歳
、
又
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
つ

た
。
何
時
か
日
野
さ
ん
ハ
茲
か
ら
家
迄
が
足
許
も
危
ふ
く
、
辛

つ
と
玄
関
に
辿
り
つ
い
て
そ
こ
に
打
倒
れ
、
犬
や
と
呼
は
れ
た

事
も
あ
つ
た
。
桑
原
君
は
、
天
井
が
廻
る
と
よ
く
言
ふ
た
。
偶

に
ハ
根
太
を
抜
い
た
事
も
あ
る
。 

 

右
の
よ
う
に
、
当
時
蒲
田
に
料
理
屋
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
宴
会
を
す
る
と
な
る
と
、
自
然
自
分
達
の
「
御
手
盛

の
御
馳
走
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
初
代
賄

人
横
山
の
料
理
が
喜
ば
れ
た
。
場
所
は
合
宿
所
一
階
の
二
室
を
う
ち

と
お
し
て
会
場
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

余
興
も
時
代
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
皆
で
デ
カ
ン
シ
ョ
節
を
歌
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
デ
カ
ン
シ
ョ
は
、
彼
ら
が
学
生
時
代
に

流
行
し
た
学
生
歌
で
あ
る
。
三
重
県
師
範
学
校
出
身
の
日
野
厚
は
端

唄
「
紀
伊
の
国
」
を
歌
っ
た
。
ま
た
、
「
そ
の
時
一
人
の
ラ
ッ
パ
手

は
」
は
、
日
清
戦
争
の
逸
話
を
歌
っ
た
「
喇
叭
の
響
」
の
一
節
で
あ

る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
「
何
分
田
甫
中
の
田
舎
、
ま
だ
荏
原
郡
蒲
田
村
の

時
代
」
に
、
宴
会
は
貴
重
な
娯
楽
で
あ
っ
た
。 

  
 
 
 

５ 

花
見 

  

自
然
に
囲
ま
れ
た
蒲
田
工
場
で
は
、
花
見
も
ま
た
良
い
娯
楽
で
あ

っ
た
。
そ
の
と
き
に
も
横
山
の
弁
当
が
好
評
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

遠
足
・
お
花
見
の
弁
當
、
仕
出
し
も
全
く
玄
人
の
御
手
の 

 

物
。
折
ま
で
仕
入
れ
て
来
て
、
鯛
の
塩
焼
、
い
か
の
照
焼
、
う

ま
煮
、
き
ん
と
ん
と
、
其
の
都
度
中
々
に
凝
つ
た
も
の
で
、
之

に
灘
の
生
一
本
ハ
忘
れ
な
い
。 

 
 
 

大
正
十
年
四
月
、
陶
園
ニ
於
て
第
一
回
の
お
花
見
が
挙
行 

 

さ
れ
た
。
六
郷
下
り
、
大
師
詣
で
に
羽
田
の
潮
干
狩
。
出
入
の

河
岸
の
丸
半
材
木
店
か
ら
傳
馬
船
一
艘
借
り
て
、
安
養
寺
河
岸

か
ら
乗
り
出
し
た
。
半
次
郎
得
意
の
庖
丁
で
折
詰
が
用
意
さ
れ
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た
。
蓄
音
器
・
レ
コ
ー
ド
を
積
込
ん
で
、
漕
ぎ
出
す
と
同
時
に

メ
ー
ト
ル
を
挙
げ
た
。
時
は
桜
散
り
そ
め
桃
梨
の
盛
り
。
昔
か

ら
大
師
堤
の
桜
は
此
辺
の
名
所
で
あ
つ
た
。
土
堤
に
は
徒
歩

党
、
こ
ち
ら
は
船
で
、
水
陸
互
ニ
気
勢
を
上
げ
て
相
應
じ
、
静

か
な
鏡
の
様
な
川
面
を
滑
り
て
行
く
。
同
行
日
野
・
岩
田
・
貴

玉
・
小
田
・
山
口
・
加
賀
・
鈴
木
三
・
毛
利
・
多
田
努
・
横
山

初
・
横
山
半
の
十
名
な
り
し
か
、
大
師
の
河
岸
に
船
を
付
け
、

茲
に
下
船
、
大
師
詣
で
を
し
た
。
門
前
の
土
産
物
賣
店
・
茶
店

の
客
呼
ぶ
聲
も
、
今
よ
り
ハ
遙
か
に
大
師
詣
で
の
気
分
が
濃
厚

で
あ
つ
た
。
参
詣
を
済
し
て
再
び
船
に
乗
り
、
川
を
下
り
て
羽

田
に
着
く
。
或
る
者
は
羽
田
稲
荷
に
詣
で
た
。
醉
つ
た
者
は
船

の
中
に
眠
つ
た
。
そ
れ
か
ら
河
口
に
乗
り
出
し
潮
干
狩
。
猛
者

連
は
水
泳
。
日
の
暮
れ
る
と
共
に
船
を
返
し
て
、
六
郷
橋
畔
に

船
を
上
つ
て
帰
つ
た
。
此
時
通
勤
ハ
一
・
二
名
だ
つ
た
か
ら
、

醉
余
の
好
い
気
持
で
、
一
同
一
緒
に
寝
所
に
帰
つ
た
。 

 

一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
四
月
に
、
大
倉
陶
園
で
は
第
一
回
の

花
見
が
挙
行
さ
れ
た
。
花
見
が
て
ら
、
六
郷
川
（
多
摩
川
下
流
の
別

称
）
を
下
っ
て
川
崎
大
師
に
参
詣
し
、
羽
田
で
潮
干
狩
り
を
し
た
。

出
入
り
の
丸
半
材
木
店
か
ら
伝
馬
船
を
一
艘
借
り
て
、
安
養
寺
河
岸

（
安
養
寺
は
大
田
区
西
六
郷
に
現
存
す
る
）
か
ら
出
発
し
た
。
蓄
音

機
や
レ
コ
ー
ド
を
積
み
込
ん
で
、
出
発
と
同
時
に
酒
を
飲
み
出
す
と

こ
ろ
は
、
現
在
の
社
員
旅
行
と
同
様
な
印
象
で
あ
る
。
一
方
で
、
徒

歩
で
向
か
う
一
団
も
い
た
。
蒲
田
工
場
か
ら
川
崎
大
師
ま
で
は
徒
歩

圏
内
で
あ
る
。
休
暇
を
使
っ
た
充
実
し
た
一
日
の
様
子
が
わ
か
る
。 

 

 
 
 
 

６ 

川
崎 

  

先
の
記
述
に
も
あ
っ
た
が
、
当
時
、
蒲
田
工
場
最
寄
り
の
繁
華
街

は
川
崎
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

此
の
頃
蒲
田
に
ハ
、
肉
屋
は
国
道
の
と
こ
ろ
に
一
軒
あ
つ 

 

た
ば
か
り
。
床
屋
ハ
女
塚
に
汚
い
店
が
一
軒
あ
つ
た
切
り
で
、 

 

従
つ
て
、
理
髪
と
な
る
と
川
崎
迄
出
掛
け
た
。
無
論
電
車
な 

 

ん
か
に
ハ
乗
ら
な
い
。
一
晩
か
ゝ
つ
て
理
髪
を
済
ま
し
、
盛 

 

り
場
を
一
周
り
し
て
来
る
と
丁
度
よ
い
散
歩
と
も
な
り
、 

 

又
、
之
が
此
處
で
の
唯
一
の
慰
安
で
あ
つ
た
。
合
宿
の
長
老 

 

組
は
時
々
帰
ら
ぬ
晩
が
あ
る
。
向
ふ
で
鉢
合
せ
を
し
て
、
や 

 

あ

く
と
い
ふ
様
の
事
も
間
々
あ
つ
た
そ
う
な
。
何
分
家
族 

 

を
田
舎
に
置
い
て
独
り
ポ
ツ
チ
で
、
年
の
違
つ
た
若
者
相
手
で

は
話
も
合
は
ず
、
一
箋
皿

傾
け
て
か
ら
、
物
足
ら
ぬ
と
い
ふ
譯
で
、

小
田
・
桑
原
な
ど
の
伯
父
さ
ん
連
は
、
時
々
川
崎
に
足
を
運
ん

だ
。
蒲
田
の
駅
か
ら
爰
ま
で
ハ
、
ど
う
し
て
も
不
便
な
線
路
傳

ひ
に
歩
か
ね
バ
な
ら
ぬ
。
自
然
、
川
崎
の
町
や
大
師
位
ハ
徒
歩

で
行
く
事
を
當
然
と
し
て
居
た
。
大
師
へ
も
よ
く
夜
歩
い
て
行

つ
た
。
蒲
田
の
驛
の
如
き
ハ
、
乗
降
客
ハ
二
・
三
人
で
、
時
々

居
眠
り
し
て
乗
り
越
し
、
騒
し
い
の
で
目
が
明
く
と
川
崎
で
あ

り
、
慌
て
ゝ
飛
出
し
、
今
度
ハ
川
崎
か
ら
歩
い
て
来
た
も
の
だ
。 

 

単
身
赴
任
の
「
長
老
組
」
は
、
寮
で
共
同
生
活
を
す
る
若
者
と
話

も
合
わ
ず
、
理
髪
が
て
ら
川
崎
ま
で
出
か
け
て
、
と
き
に
は
朝
帰
り

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
川
崎
へ
出
か
け
る
こ
と
が
「
此
處
で
の
唯
一

の
慰
安
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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一
方
で
、
『
陶
苑
懐
古
』
に
は
、
蒲
田
に
も
少
し
ず
つ
店
が
増
え

て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
次
の
資
料
は
、
一
九
二
〇
年
（
大

正
九
年
）
八
月
～
九
月
の
記
述
で
あ
る
。 

 
 

野
菜
・
魚
類
・
惣
菜
の
買
出
し
ハ
、
凡
て
近
所
ニ
ハ
な
く
て
、 
 

蒲
田
の
町
迄
行
か
ね
バ
な
ら
な
か
つ
た
。
よ
く
夜
店
で
野
菜 

 

を
仕
入
れ
な
ど
し
た
。
丁
度
其
の
頃
蒲
田
の
町
に
初
め
て
夜 

 

店
が
出
る
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
、
物
珍
ら
し
く
、
直
ぐ
行
つ 

 

て
見
た
。
今
の
東
口
、
そ
れ
も
驛
前
か
ら
国
道
寄
り
に
、
夜
店

と
い
ふ
て
も
殆
ん
ど
が
近
所
の
百
姓
の
青
物
を
持
つ
て
出
る

位
で
、
小
間
物
・
雑
貨
等
は
お
い

く
と
い
ふ
譯
で
あ
つ
た
が
、

此
の
夜
店
で
も
相
當
賑
つ
た
。
之
が
蒲
田
の
夜
店
の
濫
傷
で
、

之
が
最
近
の
様
に
発
達
し
た
の
だ
。 

 

右
の
引
用
に
あ
る
「
蒲
田
の
夜
店
」
は
、
地
元
は
も
ち
ろ
ん
、
当

時
近
隣
で
は
か
な
り
有
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
月
村
吉
治
編
著

『
蒲
田
撮
影
所
と
そ
の
付
近
』
（
一
九
七
二
年
三
月
）
と
い
う
松
竹

蒲
田
撮
影
所
に
つ
い
て
著
し
た
書
籍
の
三
九
頁
に
、
「
京
浜
間
随
一

の
名
物
、
夏
な
ど
は
銀
座
マ
ン
も
蒲
田
の
夜
店
へ
足
を
向
け
た
と

か
」
と
い
う
解
説
が
あ
る
。 

  
 
 
 

７ 

テ
ニ
ス 

  

社
史
と
し
て
大
倉
陶
園
の
娯
楽
を
語
る
と
き
に
、
テ
ニ
ス
を
欠
か

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
蒲
田
工
場
か
ら
戸
塚
工
場
へ

と
移
転
し
て
か
ら
も
、
し
ば
ら
く
続
い
た
娯
楽
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
蒲
田
工
場
も
戸
塚
工
場
も
、
東
海
道
線
の
線
路
の
す
ぐ
横
に
建

て
ら
れ
て
い
る
が
、
車
内
か
ら
工
場
の
中
で
テ
ニ
ス
を
し
て
い
る
社

員
の
様
子
を
見
て
、
乗
客
が
う
ら
や
ま
し
が
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え

を
、
筆
者
も
先
輩
社
員
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

其
の
内
に
内
務
省
の
技
手
な
ど
と
も
懇
意
と
な
り
、
又
、
そ 

 

れ
等
の
人
を
動
か
さ
ね
バ
な
ら
な
か
つ
た
の
で
、
河
川
改
修
事

務
所
の
連
中
と
テ
ニ
ス
の
試
合
な
ど
何
度
も
や
つ
て
、
意
志
の

疎
通
に
力
め
た
。 

 
 
 

テ
ニ
ス
は
、
向
ふ
に
も
相
當
上
手
な
も
の
が
二
・
三
人
居 

 

た
。
こ
ち
ら
は
其
の
頃
ハ
従
業
員
六
・
七
人
で
あ
つ
た
か
ら
、 

 

テ
ニ
ス
パ
ー
チ
ー
と
し
て
ハ
全
員
挙
つ
て
選
手
で
な
け
れ
バ 

 

な
ら
な
か
つ
た
。
其
の
頃
の
陶
園
の
テ
ニ
ス
と
言
へ
ば
、
先 

 

づ
第
一
に
御
大
の
日
野
氏
。
昔
鳴
ら
し
た
杵
柄
と
い
ふ
腕
前
。 

 

だ
が
其
の
他
は
、
皆
此
處
で
始
め
て
ラ
ケ
ツ
ト
を
持
つ
た
連
中 

 

ば
か
り
。
鈴
木
三
五
郎
・
桑
原
惣
七
君
の
如
き
手
合
も
錚
々 

 

た
る
も
の
で
、
拾
圓
・
拾
五
圓
と
い
ふ
其
の
頃
で
ハ
相
當
立 

 

派
な
ラ
ケ
ツ
ト
を
持
つ
て
、
ラ
ケ
ツ
ト

．
．
．
．
だ
け
は

．
．
．
凄．
い．
。
此．
の． 

 

元
気
．
．
で．
總
員
．
．
ラ
ケ
ツ
ト

．
．
．
．
を．
持．
た
ぬ
．
．
者．
ハ．
な
い
．
．
。
夏
な
ら
ば
、 

 

朝
ハ
五
時
か
ら
夕
方
は
暗
く
な
る
ま
で
、
朝
飯
前
に
一
勝
負
、

食
后
始
業
前
児
ニ
一
勝
負
、
休
憩
時
間
か
ら
終
業
後
と
、
終
日

テ
ニ
ス
で
暮
れ
る
。
冬
で
も
中
々
猛
訓
練
、
霜
の
中
で
も
お
構

ひ
な
し
に
練
習
し
た
。
練
習
と
い
ふ
よ
り
ハ
此
處
で
の
唯
一
の

娯
楽
で
あ
る
。
田
甫
の
眞
中
で
、
他
に
何
の
慰
安
も
娯
楽
も
な

か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 
テ
ニ
ス
を
通
じ
た
内
務
省
の
技
手
と
の
交
流
は
、
蒲
田
工
場
の
敷

地
の
埋
立
の
許
諾
申
請
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
テ
ニ
ス
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が
蒲
田
工
場
の
娯
楽
で
あ
り
、
政
府
機
関
と
の
交
際
手
段
と
し
て
も

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
 
 
 

８ 

釣
り
と
水
泳 

  

工
場
の
埋
立
の
た
め
に
掘
っ
た
池
で
、
釣
り
や
水
泳
を
す
る
の
も

一
時
期
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

最
初
埋
立
の
為
め
に
掘
つ
た
池
ハ
、
相
當
廣
く
て
深
く
、
後 

 
に
は
随
分
𩵋
も
入
つ
た
。
夛
摩
川
か
ら
出
る
用
水
の
水
が
田 

 

甫
に
入
り
、
自
然
𩵋
も
入
る
様
に
な
る
。
工
場
員
も
休
み
時
間

は
釣
の
競
爭
。
鯉
・
鮒
、
其
他
種
々
の
𩵋
が
居
た
。
土
工
は
休

み
の
日
に
ハ
總
掛
り
で
排
水
ポ
ン
プ
を
動
力
掛
け
て
か
い
掘
を

し
て
、
大
き
な
（
一
字
空
白
）
に
三
杯
も 

つ
た
事
も
あ
つ
た
。

大
鯉
・
鯰
・
鰻
な
ど
、
相
當
大
き
い
の
が
澤
山
入
つ
た
。
遂
に

附
近
の
人
に
も
知
れ
て
、
追
々
釣
に
来
る
太
公
望
も
増
え
て
、

取
締
り
に
困
る
様
に
な
つ
た
。
夏
ハ
水
泳
、
倒
底
プ
ー
ル
の
比

で
な
い
。
長
い
所
で
ハ
百
米
ハ
充
分
あ
つ
た
。
此
の
池
ハ
、
後

に
夛
摩
川
河
川
改
修
の
排
土
で
埋
ま
る
迄
、
當
分
の
間
相
當
に

よ
い
慰
安
の
池
で
あ
つ
た
。 

 

『
陶
苑
懐
古
』
で
蒲
田
工
場
の
建
設
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

何
に
し
ろ
敷
地
は
殆
ん
ど
田
甫
で
、
然
も
附
近
か
ら
土
を
持
つ 

て
來
る
所
も
な
い
。
此
の
邊
で
は
、
埋
立
て
に
ハ
皆
初
め
ハ
池 

を
掘
り
て
、
其
の
採
土
で
所
要
の
部
分
か
ら
埋
立
て
つ
ゝ
建
築 

を
進
め
、
後
に
種
々
の
廃
物
で
之
を
埋
め
る
の
で
あ
つ
た
。
此 

處
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
最
初
窯
場
の
横
、
第
二
細
工
場
の
西 

側
に
大
き
な
池
が
掘
ら
れ
、
其
の
土
で
第
一
期
工
事
の
建
物
の 

地
盤
だ
け
埋
立
つ
た 

右
の
引
用
中
の
池
は
こ
の
池
の
こ
と
で
あ
る
。
会
社
の
中
で
釣
り

や
水
泳
が
で
き
る
の
は
、
テ
ニ
ス
と
並
ん
で
良
い
娯
楽
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。 

  
 
 
 

９ 

強
請
・
盗
難
・
強
盗 

  

本
節
で
は
、
蒲
田
工
場
の
生
活
の
、
ま
た
別
の
面
に
つ
い
て
述
べ

る
。
工
場
に
侵
入
し
た
強
請
・
盗
人
・
強
盗
が
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

時
に
ハ
吾
々
の
社
宅
に
ゆ
す
り
に
来
る
者
も
屡
々
で
あ
つ 

 

た
。
電
車
賃
を
貸
し
て
呉
れ
と
か
何
と
か
言
ふ
て
来
る
。
何 

 

分
田
甫
中
の
一
軒
家
で
、
警
察
も
遠
く
、
近
所
ニ
家
ハ
な
い
。 

 

従
つ
て
、
斯
様
の
時
ハ
直
ぐ
土
工
部
屋
に
案
内
し
て
や
る
と
、 

 

土
工
共
は
得
意
に
な
つ
て
之
を
散
々
の
目
に
遭
は
し
た
。
こ 

 

ん
な
處
に
で
も
偶
に
盗
難
事
件
も
起
つ
た
事
が
あ
る
。
或
る 

 

時
土
工
部
屋
に
盗
賊
が
入
り
て
、
柱
に
掛
け
て
あ
つ
た
腹
掛 

 

か
ら
、
財
布
や
時
計
を
す
つ
か
り
さ
ら
つ
て
行
つ
た
。
宵
か
夜

中
か
、
大
の
男
が
相
當
居
た
が
、
誰
れ
も
知
ら
ず
、
朝
に
な
つ

て
の
大
騒
ぎ
で
あ
る
。
何
れ
勝
手
元
知
つ
た
者
ニ
違
ひ
な
い

が
、
遂
ニ
其
後
犯
人
上
ら
ず
。
之
ハ
大
分
後
の
事
で
あ
る
が
、

農
園
住
宅
に
、
加
藤
耕
次
の
後
ニ
鈴
木
三
五
郎
君
が
入
つ
た
の

で
あ
る
が
、
何
時
頃
で
あ
つ
た
か
、
鈴
木
君
が
入
つ
て
間
も
な

く
と
思
つ
て
る
が
、
之
ハ
宵
の
口
で
あ
る
が
、
強
盗
が
入
つ
た
。
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否
、
居
直
り
強
盗
で
、
鈴
木
君
ハ
早
速
外
に
出
て
、
金
た
ら
ひ

等
を
敲
い
て
盗
棒
呼
り
を
し
た
の
で
、
直
ぐ
逃
げ
て
ハ
し
ま
つ

た
が
、
陶
園
の
住
宅
に
報
告
が
あ
つ
た
か
ら
、
直
ぐ
駐
在
所
ニ

走
つ
た
。 

 

社
宅
に
押
し
か
け
て
き
た
強
請
は
、
工
場
建
設
に
携
わ
っ
て
い
た

土
工
達
の
い
る
土
工
部
屋
へ
連
れ
込
ま
れ
、
「
散
々
の
目
に
」
遭
わ

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
土
工
達
が
体
の
良
い
用
心
棒
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
土
工
達
も
盗
難
事
件
に
遭
遇
す
る
。

内
部
犯
行
も
疑
わ
れ
た
が
、
遂
に
犯
人
は
捕
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

農
園
住
宅
に
居
直
り
強
盗
が
侵
入
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
蒲
田
工
場

は
、
治
安
の
面
で
、
や
や
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

  
 
 
 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
稿
で
は
主
に
『
陶
苑
懐
古
』
を
素
材
に
、
大
正
時
代
に

お
け
る
大
倉
陶
園
蒲
田
工
場
の
生
活
に
焦
点
を
当
て
て
述
べ
て
き

た
。
蒲
田
工
場
の
生
活
は
、
田
園
風
景
の
中
、
文
化
的
な
社
宅
と
寮

に
住
み
な
が
ら
、
職
住
接
近
で
充
実
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時

の
工
場
と
し
て
は
、
住
環
境
と
し
て
か
な
り
モ
ダ
ン
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
皆
で
一
緒
に
一
か
ら
新
し
い
会
社
を
つ
く
り
あ
げ
つ

つ
、
自
分
達
の
生
活
も
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
確
か
に
職
住
接
近
の
集
団
生
活
が
大
き
な

役
割
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
そ
の
後
時
代
が
移
り
、
次
第
に
新
し
い
従
業
員
が
増
え

て
い
く
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
創
立
メ
ン
バ
ー
の
団
結
し
た
生
活

も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
割
愛

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
蒲
田
工
場
に
も
「
個
人
主
義
の
時
代
」
が
到

来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
蒲
田
工
場
の
生
活
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 


