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な
が
ひ
さ
・
と
し
お

一
九
五
八
年
新
潟
県
生
ま
れ
。
七
七
年
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政

治
学
科
入
学
。
一
年
間
大
学
を
休
学
し
世
界
中
を
歩
き
回
る
。
八
二

年
同
大
学
卒
業
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
入
所
。
八
八
年
、
ス
タ
ン
フ

A
.M
.

ォ
ー
ド
大
学
に
て
ロ
シ
ア
・
東
欧
学
修
士
号
（ 
  
 
）
取
得
。
九
四

U
C
L
A

年
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
（ 
 
 
 

）
に
て
政

P
h
.D
.

治
学
博
士
号
（ 
 
  
 
）
取
得
。
九
七
年
四
月
よ
り
国
家
経
営
研
究
部

長
。
著
書
に
『
ゲ
ー
ム
理
論
の
政
治
経
済
学
―
―
選
挙
制
度
と
防
衛

政
策
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　
九
五
年
）『
日
本
の
安
全
保
障
と
憲
法
』（
加
藤
秀
治
郎
編
共
著
）（
南
窓

社　
九
八
年
）『
国
際
政
治
学
の
基
礎
知
識
』（
加
藤
秀
治
郎
・
渡
辺
啓
貴
編
共
著
）（
芦
書
房　
九
七

年
）
な
ど
。

「
杉
並
区
二
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
将
来
計
画
と
同
時
に
、「
杉
並
区
基
本

条
例
」
と
い
っ
た
区
の
「
憲
法
」
を
つ
く
り
自
治
体
の
指
針
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
松
下
幸
之
助
は
、
日
本
の
政
治
に
は
「
国
是
」
が
な
い
、
だ
か
ら
政
治
が

乱
れ
、
効
率
が
悪
く
な
る
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
地
域
の
国
是
に
当
る
よ

う
な
も
の
を
つ
く
り
、
経
営
の
指
針
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
中
身
に
も
よ
る
が
、
そ
う
し
た
「
国
是
」
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
治
体
経
営
の
生
産
性
は
い
っ
そ
う
高
ま
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

●
自
治
体
の
「
自
主
・
自
立
経
営
」
の
可
能
性
●
●
●

こ
の
よ
う
に
政
経
塾
出
身
の
首
長
た
ち
は
松
下
幸
之
助
の
経
営
理
念
を
手
本
と

し
て
自
治
体
を
経
営
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、い
ま
の
国
の
制
度
の
な
か
で
、

彼
ら
が
思
い
通
り
の
経
営
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
自
治
体
は

い
ず
れ
も
、
仕
事
の
面
、
お
カ
ネ
の
面
で
国
か
ら
か
な
り
の
制
約
を
受
け
て
い
る
。

地
方
分
権
推
進
一
括
法
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
自
由
は
拡
大
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で

も
各
自
治
体
が
自
立
し
て
経
営
を
行
え
る
状
態
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
均
す

る
と
自
治
体
は
そ
の
財
源
の
七
割
程
度
を
国
か
ら
の
財
政
移
転
で
ま
か
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
仕
事
の
多
く
は
国
か
ら
求
め
ら
れ
る
仕
事
で
あ
る
。
何
か
を
し
よ
う

と
思
え
ば
、
霞
ケ
関
ま
で
頭
を
下
げ
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
状
態
で
は
、い
か
に
独
自
の
経
営
を
行
お
う
と
し
て
も
限
界
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
た
ち
で
創
意
工
夫
す
る
余
地
は
あ
る
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
三
人
の
首
長
た
ち
は
努
力
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
仕
事
も
お
カ
ネ
も
国
か

ら
く
る
の
で
、
み
ず
か
ら
考
え
る
必
要
は
な
い
、
ま
た
、
す
る
だ
け
無
駄
だ
と
い

う
部
分
も
多
く
あ
る
。
こ
れ
で
は
松
下
が
い
う
「
適
正
経
営
」、
い
い
か
え
れ
ば
、

他
に
頼
ら
な
い
「
自
主
・
自
立
経
営
」
を
進
め
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が

わ
く
は
ず
が
な
い
。

自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
主
・
自
立
経
営
」
を
行
う
た
め
に
は
、
自
治
体
が
み

ず
か
ら
の
発
想
で
仕
事
が
行
え
る
よ
う
、
権
限
と
財
源
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
分
権
を
さ
ら
に
推
進
す
る
と
同
時
に
、
合
併
な
ど
に
よ
っ
て
税
源
や

経
済
規
模
を
拡
大
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
は
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な
い
。
実
際
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
三
人
の
首
長
に
も
多
少
の
温
度
差
が
あ
る
。

横
尾
市
長
は
、「
自
前
だ
け
で
や
ろ
う
と
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
し
、
裕
福
な

と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
格
差
が
広
が
る
。
ま
た
、
規
模
が
大
き
く
な
れ

ば
、
顔
が
見
え
る
地
方
行
政
が
で
き
な
く
な
る
」
と
い
う
。
河
内
山
市
長
は
「
分

権
す
る
の
は
大
前
提
で
、
自
主
経
営
の
た
め
の
財
源
を
広
げ
る
意
味
で
合
併
も
必

要
だ
し
、
国
か
ら
税
源
を
移
譲
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
財
政
措
置
も
必
要
だ
」
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
杉
並
区

の
山
田
区
長
は
、「
特
別
行
政
区
は
身
体
が
大
き
な
子
ど
も
で
あ
り
、
都
か
ら
小
遣

い
を
も
ら
っ
て
生
活
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
家
出
す
る
覚
悟
で
、
周
辺

の
区
と
合
併
し
て
政
令
指
定
都
市
に
な
り
、
仕
事
の
面
で
も
お
カ
ネ
の
面
で
も
さ

ら
に
自
立
す
べ
き
だ
」
と
意
気
込
ん
で
い
る
。

三
人
の
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
立
場
を
反
映
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
一

理
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
放
っ
て
お
け
る
問
題
で
は
な
い
。
各
自
治

体
で
ミ
ク
ロ
な
経
営
努
力
を
重
ね
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
日
本
全
体
の
制
度
に
か
か

わ
る
マ
ク
ロ
な
問
題
を
解
決
し
な
い
以
上
、
松
下
幸
之
助
が
理
想
と
す
る
政
治
経

営
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
対
立
・
矛
盾
す
る
地
方
自
治
の
問

題
を
克
服
す
る
解
決
策
を
見
つ
け
出
す
こ
と
も
、
三
人
の
首
長
の
み
な
ら
ず
松
下

の
薫
陶
を
受
け
、
政
治
を
志
し
た
も
の
た
ち
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

で
あ
る
。
自
分
の
地
域
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
地
方
が
自
立
し
た
経
営
が
で
き

る
よ
う
な
国
家
的
枠
組
み
を
考
え
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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拙
著
『
松
下
幸
之
助　

成
功
へ
の
軌
跡
』（
一
九
九
七
年
）
は
、
松

下
幸
之
助
の
考
え
方
が
ど
こ
に
源
を
発
し
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

て
き
た
の
か
を
考
察
し
た
も
の
だ
が
、
併
せ
て
松
下
幸
之
助
の 
事  
蹟 
じ 
せ
き

に
つ
い
て
不
明
な
点
や
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
一
つ
の

ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
不
明
な
と
こ
ろ
が
依
然
残
さ
れ
た
た

め
、そ
の
後
も
引
き
続
き
新
事
実
の
発
掘
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。

一
方
、『
成
功
へ
の
軌
跡
』
を
読
ま
れ
た
方
か
ら
も
、
松
下
の
事
蹟
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
指
摘
や
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
シ
リ
ー

ズ
は
、
そ
の
な
か
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
や
、
逆
に
、
こ
れ
ま

で
自
明
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
や
し
く
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い

は
訂
正
が
必
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
中
心
に
、
改
め
て
松
下
の

足
跡
を
‚
   

り
、
さ
ら
な
る
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
ど

独
立
し
て
ソ
ケ
ッ
ト
製
造
に
着
手

「
工
場
は
私
の
住
ん
で
い
る
平
屋
（
当
時 
猪  
飼  
野 
に
お
っ
た
）
の
二

い 
か
い 
の

畳
と
四
畳
半
の
う
ち
、
四
畳
半
の
半
分
を
落
と
し
て
土
間
に
し
た
」

松
下
幸
之
助
は
、
自
叙
伝
『
私
の
行
き
方
考
え
方
』
の
な
か
で
、

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
六
月
に
大
阪
電
燈
を
依
願
退
職
し
て
ソ
ケ

ッ
ト
の
製
造
準
備
に
入
っ
た
と
き
の
こ
と
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

松
下
電
器
の
歴
史
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
七
日
、
大

阪
市
北
区
（
現
・
福
島
区
）
西
野
田 
大  
開 
町
で
、「
松
下
電
気
器
具

お
お 
ひ
ら
き

製
作
所
」
の
看
板
を
掲
げ
た
と
き
に
始
ま
る
が
、
こ
の
「
猪
飼
野
」

の
、
工
場
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
貧
弱
な
住
居
兼
工
場
こ
そ
、
ま
さ

に
松
下
幸
之
助
独
立
の
地
で
あ
り
、
事
業
家
と
し
て
の
出
発
の
地
で
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事
蹟
研
究

松
翁
の
足
跡

あ
し

あ
と

し
ょ
う

お
う

新　
連　
載

Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
第
一
研
究
本
部
部
長

佐
藤
悌
二
郎

独
立
の
地
・
猪
飼
野

其
の
一

さ
と
う
・
て
い
じ
ろ
う

昭
和
三
十
一
年
新
潟
県
生
ま
れ
。
五
十
五
年
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
卒
業

後
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
入
所
。
研
究
員
と
し
て
Ｐ
Ｈ
Ｐ
理
念
お
よ
び
創
設

者
松
下
幸
之
助
の
経
営
観
の
研
究
に
従
事
。『
松
下
幸
之
助
発
言
集
』
全
四
五

巻
を
は
じ
め
松
下
幸
之
助
に
関
す
る
多
数
の
書
籍
・
テ
ー
プ
集
等
の
原
稿
執

筆
、
編
纂
、
制
作
に
あ
た
る
。
平
成
九
年
よ
り
松
下
理
念
研
究
部
長
。
松
下

社
会
科
学
振
興
財
団
主
任
研
究
員
を
兼
務
。
著
書
に『
松
下
幸
之
助　
成
功
へ

の
軌
跡
』『
経
営
の
知
恵
・
ト
ッ
プ
の
戦
略
』『
名
経
営
者
に
学
ぶ
「
商
道
」

実
践
コ
ー
ス
』（
い
ず
れ
も
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
な
ど
が
あ
る
。
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名
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
「
猪
飼
野
」
と
な
っ
た
の
は
、
大
和
朝
廷
に

従
属
し
た
職
業
集
団
の 
猪  
飼  
部 
が
猪
飼
野
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に

い 
か
い 
べ

よ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
、
猪
飼
野
と
い
う
地
名
を
地
図
で
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
の
町
名
改
正
で
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
今
で
は
「
猪
飼
野
新
橋
」
と
い
っ
た
橋
名
な
ど
に
、

そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

松
下
が
住
ん
で
い
た
大
正
六
年
頃
の
猪
飼
野
は
、大
阪
府 
東  
成 
郡

ひ
が
し 
な
り

鶴
橋
町
大
字
猪
飼
野
と
い
っ
た
〔
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
政

府
の
市
町
村
制
実
施
に
あ
た
っ
て
、
猪
飼
野
、
木
野
、
小
橋
、
東
小

橋
、
岡
の
五
カ
村
が
合
併
し
て
鶴
橋
村
と
な
り
、
大
正
元
年
（
一
九

一
二
）、
鶴
橋
町
と
な
っ
た
〕。

住
ん
で
い
た
借
家
は
猪
飼
野
の
ど
こ
に

こ
の
猪
飼
野
の
ど
こ
に
幸
之
助
･
む
め
の
夫
婦
は
住
ん
で
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
正
確
な

場
所
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
、
有
力

な
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、「
猪
飼
野
」
に
つ
い
て
は
、

『
松
下
電
器
五
十
年
の
略
史
』（
一
九
六
八
年
）
に
、「
当
時
住
ん
で
い

た
東
成
郡
（
現
在
は
大
阪
市 
生  
野 
区
）
猪
飼
野
の
借
家
」
と
あ
る
ほ

い
く 
の

か
、『
道
は
明
日
に
』（
一
九
七
四
年
）、『
松
下
電
器
･
社
史
年
表
』

（
一
九
九
一
年
）
等
、
す
べ
て
の
関
連
資
料
が
、
猪
飼
野
を
現
在
の
大

阪
市
生
野
区
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
『
松
下
幸
之
助　

成
功
へ
の
軌

あ
っ
た
。

猪
飼
野
は
現
在
の
大
阪
市
の
鶴
橋
と
今
里
の
中
間
あ
た
り
の
名
称

で
、
そ
の
地
域
は
南
北
二
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
西
八
〇
〇
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
﹇
左
図
斜
線
部
分
﹈。『
猪
飼
野
郷
土
誌
』（
一
九
九
七
年
）

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
猪
飼
野
は
『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
天
皇
条
に

「 
猪  
甘  
津 
」と
記
さ
れ
て
い
る
千
数
百
年
の
歴
史
を
も
つ
由
緒
あ
る
地

い 
か
い 
の
つ

中央区 
天王寺区 

東成区 

生野区 

猪飼野 

天王寺区 

地下鉄千日前線 

近鉄奈良線 Ｊ
Ｒ
大
阪
環
状
線 

ロ ハ 
ニ 

ホ 
谷町九丁目 

上本町 

玉
造 

鶴
橋 

イ 

松下幸之助ゆかりの鶴橋周辺略図
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跡
』（
以
下『
軌
跡
』と
略
す
）で
も
、そ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
、「
現
・

大
阪
市
生
野
区
」
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、『
軌
跡
』
を
読

ま
れ
た
、
鶴
橋
在
住
の
足
代
健
二
郎
氏
（
あ
じ
ろ
書
林
代
表
）
か
ら

疑
問
が
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
き
に
挙
げ
た
『
猪
飼
野
郷
土
誌
』
を
編
集
･
執
筆
し
た
一
人
で

も
あ
る
足
代
氏
に
よ
れ
ば
、
猪
飼
野
は
現
在
、
正
確
に
い
う
と
、
近

鉄
奈
良
線
〔
松
下
が
住
ん
で
い
た
当
時
は
大
阪
電
気
軌
道
と
い
い
、

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
四
月
、
上
六　
―　
奈
良
間
が
開
通
し
た
〕
に

よ
っ
て
、
大
阪
市
東
成
区
（
北
側
）
と
生
野
区
（
南
側
）
に
分
断
さ

れ
て
お
り
、東
成
区
に
も
一
部
か
か
っ
て
い
る
と
い
う﹇
右
図
参
照
﹈。

し
た
が
っ
て
、
生
野
区
だ
と
は
断
定
で
き
ず
、
東
成
区
の
可
能
性
も

あ
る
、
否
、
東
成
区
の
ほ
う
が
む
し
ろ
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
足
代
氏
は
、
松
下
が
住
ん

で
い
た
大
正
六
年
当
時
の
猪
飼
野
の
状
況
を
挙
げ
る
。氏
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
猪
飼
野
は
、
ま
だ
田
ん
ぼ
ば
か
り
の
状
態
で
、
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）に
耕
地
整
理
が
始
ま
っ
て
か
ら
家
が
建
ち
始
め
た
と
い

う
。
つ
ま
り
松
下
が
住
ん
で
い
た
の
は
耕
地
整
理
の
直
前
で
あ
り
、

人
家
が
ぱ
ら
ぱ
ら
と
し
か
建
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
た
ま
た
ま
松
下

が
借
り
て
い
た
と
こ
ろ
だ
け
建
っ
て
い
た
状
態
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
、
あ
る
程
度
人
家
が
か
た
ま
っ
て
建
っ
て
い
た
と
こ
ろ

は
除
外
し
て
耕
地
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
判
断

す
る
と
、
松
下
が
借
り
て
い
た
家
は
そ
の
耕
地
整
理
の
区
域
外
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
東
成
区
に
入
っ
て
い
る
部
分
が
ま
さ

に
そ
の
耕
地
整
理
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
区
域
﹇
右
図
の
近
鉄
線
よ

り
上
の
斜
線
部
分
﹈
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
成
区
の
ほ
う
が

確
率
が
高
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
足
代
氏
は
、
当
時
の
鶴
橋
の

停
留
所
（
現
・
近
鉄
鶴
橋
駅
）
は
、
現
在
の
位
置
よ
り
少
し
東
側
に

あ
っ
た
が
、そ
の
停
留
所
か
ら
歩
い
て
猪
飼
野
に
入
ろ
う
と
す
る
と
、

旧
平
野
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
平
野
川
の
東
側
に
あ
っ
た
猪
飼
野
に
入
る
に
は
、
必

ず
橋
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
橋
は
ど
こ
か
と

考
え
た
と
き
、
東
成
区
に
位
置
す
る
亀
之
橋
○イ
 

（
前
頁
略
図
参
照
）
と

い
う
橋
を
渡
っ
て
猪
飼
野
に
入
っ
た
公
算
が
大
き
い
。と
い
う
の
は
、

亀
之
橋
以
外
の
橋
は
、
耕
地
整
理
以
後
に
架
け
ら
れ
た
橋
で
、
松
下

が
住
ん
で
い
た
と
き
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

亀
之
橋
の
周
辺
は
早
く
か
ら
開
け
た
場
所
で
あ
っ
た〔
次
頁
の
絵
は
、

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
頃
の
亀
之
橋
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
、

当
時
の
有
り
よ
う
が
偲
ば
れ
る
〕。　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
足
代
氏
は
、
松
下
が
住
ん
で
い
た
場
所

を
生
野
区
と
す
る
の
は
速
断
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
、
ま
た
地
元
の
人
に
聞
き
込
み
を
し
た
結
果

か
ら
、
借
家
の
あ
っ
た
場
所
と
し
て
は
、
近
鉄
奈
良
線
の
北
側
、
現

在
の
町
名
で
い
う
と
、
東
成
区
玉
津
二
丁
目
あ
た
り
の
可
能
性
が
い

ち
ば
ん
高
い
と
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
変
遷
を
�
り
、い
つ
猪
飼
野
に

幸
之
助
･
む
め
の
夫
婦
は
、
い
つ
か
ら
猪
飼
野
に
住
む
よ
う
に
な
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っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
資
料
が
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
正
確
な
日
を
特
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
猪
飼
野
に
限
ら

ず
、
松
下
が
大
阪
電
燈
に
勤
め

て
い
た
頃
に
住
ん
で
い
た
場
所

や
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
が
多
い
。
参
考
ま
で
に
、

残
さ
れ
た
情
報
を
列
挙
す
る

と
、
ま
ず
、『
私
の
行
き
方
考
え

方
』
で
、
松
下
は
、
十
六
歳
か

ら
二
十
歳
で
結
婚
す
る
ま
で
、

金
山
と
い
う
会
社
の
同
僚
の
家

に
下
宿
し
て
い
た
と
書
い
て
い

る
。
そ
の
家
は
、
勤
め
先
の 
高 こう

 
津 
営
業
所
○ロ
 

か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど

づの
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
松
下
と
一
緒
に
下
宿
し

て
い
た
森
田
延
次
郎
氏
（
松
下
が
独
立
し
た
と
き
に
参
加
し
た
二
人
の

元
同
僚
の
う
ち
の
一
人
・
故
人
）
は
、
下
宿
は
会
社
の
先
輩
の
家
で
、

 
玉  
造 
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
（
松
下
電
器
『
社
史
資
料
』
�
６　
一
九

た
ま 
つ
く
り

六
二
年
）。
さ
き
の
高
津
営
業
所
ま
で
の
距
離
と
も
概
ね
合
致
す
る
の

で
、
下
宿
し
て
い
た
金
山
氏
の
家
は
、
こ
の
玉
造
に
あ
っ
た
先
輩
の

家
に
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
正
確
な
住
所
は
つ
ま
び
ら

平成１０年８月に昭和５年の頃を思い出して描く
 （村川貞三氏作）

現在ひとつだけ残され
ている亀之橋の親柱

大正１２年頃の亀之橋（堤楢次郎氏作）
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か
で
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
結
婚
し
た
と
き
〔
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
九
月
四

日
挙
式
〕、
幸
之
助
・
む
め
の
夫
婦
は
二
階
借
り
を
し
て
い
る
。
四
畳

半
と
三
畳
の
二
間
で
、
家
賃
が
三
円
だ
っ
た
と
い
う
（
石
山
四
郎
氏

と
の
対
談
・
一
九
七
二
年
ほ
か
）。
そ
こ
は
、
む
め
の
夫
人
に
よ
れ
ば
、

高
津
営
業
所
に
近
く
、
十
分
く
ら
い
で
行
け
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い

う
が
（『
難
儀
も
ま
た
楽
し
』
一
九
九
四
年
）、
こ
れ
も
住
所
は
明
ら
か

で
な
い
。

こ
の
時
期
の
こ
と
で
、
唯
一
住
所
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

松
下
が
改
良
ソ
ケ
ッ
ト
（
松
下
式
ソ
ケ
ッ
ト
）
の
実
用
新
案
を
出
願

し
た
と
き
で
あ
る
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
十
月
三
日
に
出
願
し

た
そ
の
と
き
の
住
所
は
、
大
阪
市
東
区
東
平
野
町
四
丁
目
百
十
番
地

○ハ
 

（
現
･
中
央
区 
上  
汐 
二
丁
目
五
番
七
号
あ
た
り
）
と
な
っ
て
い
る
。

う
え 
し
お

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
八
カ
月
後
の
大
正
六
年
六
月
に
は
、
猪

飼
野
に
移
り
住
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
わ

ず
か
な
情
報
し
か
な
く
、
そ
の
足
取
り
を
‚
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
、
不
明
な
点
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
さ
き
の

足
代
氏
か
ら
新
た
な
情
報
が
二
、
三
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

足
代
氏
の
調
べ
に
よ
る
と
、
松
下
が
独
身
時
代
に
下
宿
し
て
い
た

と
い
う
金
山
氏
は
、
名
前
を
乾
治
と
い
い
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八

九
二
）
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
松

下
よ
り
二
歳
年
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
金
山
氏
が
、
戦
前

か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
現
在
の
東
成
区
玉
津
三
丁
目
、
つ
ま
り
松
下

が
独
立
時
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
（
玉
津
二
丁
目
）
の
近

く
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
金
山
氏
の
家
を

買
っ
た
人
の
証
言
か
ら
わ
か
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
金
山
氏
は
、

結
婚
か
何
か
の
お
り
に
、
松
下
が
独
身
時
に
下
宿
し
て
い
た
玉
造
の

実
家
を
出
て
一
家
を
構
え
、
あ
る
時
期
に
玉
津
三
丁
目
に
移
り
住
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
こ
の
金
山
乾
治
氏
に
関
す
る
情
報
で
注
目

に
値
す
る
の
は
、
金
山
氏
が
、
そ
の
家
を
買
っ
た
人
に
、
松
下
さ
ん

は
舟
橋
町
○ニ
 

（
現
・
天
王
寺
区
舟
橋
町
）
で
二
階
借
り
を
し
て
い
た
と

語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
松
下
が
舟
橋
町
に
い
た
の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
か
が

問
題
と
な
る
。
大
正
四
年
九
月
に
結
婚
し
た
と
き
、
幸
之
助
・
む
め

の
夫
婦
は
二
階
借
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
と
き

の
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
勤
務
先
の
高
津
営
業
所
に
歩
い
て

十
分
ほ
ど
で
行
け
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
舟
橋
町

で
は
時
間
的
に
無
理
が
あ
る
。
通
勤
時
間
か
ら
す
れ
ば
、
結
婚
時
の

住
居
は
む
し
ろ
、
改
良
ソ
ケ
ッ
ト
の
実
用
新
案
を
出
願
し
た
と
き
の

東
平
野
町
四
丁
目
百
十
番
地
の
ほ
う
が
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る
。今

、静
か
な
話
題
に

で
は
、
舟
橋
町
で
二
階
借
り
を
し
て
い
た
と
い
う
金
山
氏
の
話
は

I
な
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
ま
た
断
定
で
き
な
い
。
と
い
う

の
は
、舟
橋
町
の
南
に
隣
接
す
る 
東  
上 
町
○ホ
 

の
東
上
湯
に
松
下
が
よ

と
う 
じ
ょ
う

く
入
り
に
来
た
と
い
う
、
戦
前
、
東
上
町
の
西
隣
の
筆
ヶ
崎
町
に
住
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ん
で
い
た
人
の
証
言
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
む
め
の
夫
人

の
回
顧
談
に
、「
あ
の
こ
ろ〈
筆
者
注
・
ソ
ケ
ッ
ト
を
作
り
始
め
た
頃
〉、

家
の
前
を
走
っ
て
い
た
城
東
線
（
現
在
の
大
阪
環
状
線
）
に
子
供
が
ひ

か
れ
ま
し
て
ね
、
そ
の
首
が
ご
ろ
ん
と
ち
ぎ
れ
て
…
…
。
私
、
朝
は

五
時
に
起
き
て
た
ん
で
、
な
に
げ
な
く
見
ま
し
た
ら
線
路
に
ご
ろ
ん

と
…
…
そ
れ
で
、
こ
わ
く
な
っ
て
、
宿
替
え
（
引
っ
越
し
）
し
た
ん

で
す
わ
、
大
開
町
に
」（『
女
性
自
身
』一
九
七
六
年
五
月
八
日
・
十
五
日

合
併
号
）と
あ
り
、こ
れ
も
舟
橋
町
に
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。

も
っ
と
も
、
む
め
の
夫
人
の
い
う
と
お
り
だ
と
、
こ
の
出
来
事
は

大
開
町
に
移
る
す
ぐ
前
の
猪
飼
野
に
い
た
と
き
の
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
猪
飼
野
は
城
東
線
と
は
接
し
て
い
な
い
の
で
、
新
た
な
食
い

違
い
が
で
て
く
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
松
下
の
動
向
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
調
査
と
整
理
が
必
要
だ
が
、
あ
る
時
期
、
舟
橋
町
で
二

階
借
り
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
猪
飼
野
に
移
り
住
ん
だ
時
期
に
つ
い

て
は
、
ま
っ
た
く
手
が
か
り
が
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
な
ぜ
松
下
が
勤
め
先
か
ら
遠
く
な
る
猪
飼
野
に

わ
ざ
わ
ざ
居
を
移
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
疑
問
と
し
て
残
る
。
し

か
も
、
結
婚
し
て
二
階
借
り
を
し
た
と
き
は
四
畳
半
と
三
畳
の
二
間

で
、
家
賃
が
三
円
で
あ
っ
た
の
に
、
猪
飼
野
の
借
家
は
、
四
畳
半
と

二
畳
の
二
間
で
、
家
賃
が
五
円
五
十
銭
も
す
る
。
狭
く
な
っ
て
、
し

か
も
家
賃
が
高
く
な
る
と
こ
ろ
に
な
ぜ
移
っ
た
の
か
。
む
め
の
夫
人

に
よ
れ
ば
、
猪
飼
野
の
借
家
は
大
き
な
家
に
隣
り
合
っ
て
の
一
戸
建

て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
（『
難
儀
も
ま
た
楽
し
』）、
狭
く
て
、

少
々
高
く
て
も
、
一
戸
建
て
の
ほ
う
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
今
と
な
っ
て
は
知
る
す
べ
が
な
い
。

な
お
、
か
つ
て
猪
飼
野
と
呼
ば
れ
た
地
域
に
は
、
今
日
、
在
日
韓

国
･
朝
鮮
の
人
た
ち
が
か
な
り
多
く
在
住
し
て
い
る
。『
猪
飼
野
郷
土

誌
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
の
猪
飼
野
へ
の
移
住
は
、
大
正
年
代

半
ば
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

に
始
ま
っ
た
平
野
川
の
開
削
工
事
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
が
家
族
・
近

親
者
を
呼
び
寄
せ
、
居
住
区
域
が
広
が
っ
た
た
め
だ
と
も
、
そ
れ
以

前
に
大
阪
の
紡
績
工
場
や
造
船
所
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
工
場
労
働

者
が
二
軒
三
軒
と
初
期
集
落
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
大
き
く
な
っ
た
た

め
だ
と
も
い
う
が
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
済
州
島　
―　
大
阪

直
行
航
路
が
開
か
れ
た
こ
と
と
、
大
正
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
猪
飼
野

地
区
を
主
た
る
対
象
と
し
た
耕
地
整
理
に
よ
っ
て
、
安
価
な
住
宅
地

が
供
給
さ
れ
た
こ
と
が
特
に
大
き
く 
与 
っ
た
と
い
わ
れ
る
。し
か
し
、

あ
ず
か

松
下
が
ソ
ケ
ッ
ト
の
製
造
を
始
め
た
大
正
六
年
頃
の
猪
飼
野
は
、
在

日
韓
国
・
朝
鮮
の
人
た
ち
は
も
と
よ
り
、
住
民
の
数
そ
の
も
の
が
ま

だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
今
日
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
田
ん

ぼ
の
広
が
る
一
農
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
は
や
八
十
有
余
年
の
歳
月
が
流
れ
、
今
や
こ
の
地
が
ワ

ー
ル
ド
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
発
祥
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
人

は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
聞
け
ば
、
さ
き
の
足
代
氏
等
の
働
き
か

け
に
よ
っ
て
、
地
元
の
人
々
の
間
で
今
、
松
下
の
独
立
の
地
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
そ
の
住
ま
い
し
、
工
場
と
し
た
場
所
が
ど
こ
で
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
が
、
静
か
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
八
十
年

の
時
を
経
て
、
独
立
の
地
・
猪
飼
野
で
、
新
た
な
�
幸
之
助
伝
説
�

が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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相
と
な
っ
た
福
田
赳
夫

は
、
赤
字
国
債
の
発
行

に
よ
る
景
気
刺
激
策
を

と
り
、
四
十
年
度
の
国

債
発
行
高
は
二
、
〇
〇

〇
億
円
に
達
し
た
。
そ

の
翌
年
の
四
十
一
年
度

に
は
六
、
七
五
〇
億
円

に
も
及
ん
だ
。

こ
う
し
た
積
極
財
政

の
推
進
に
よ
っ
て
、
民

間
投
資
の
活
発
化
、
輸

出
需
要
の
拡
大
、
個
人

消
費
の
増
大
な
ど
が
も

た
ら
さ
れ
、
景
気
は
上

向
き
、
四
十
年
十
一
月
か
ら
四
十
五
年
七
月
ま
で
の
五
七
カ
月
間
は
、「
い

ざ
な
ぎ
景
気
」
と
さ
え
呼
ば
れ
た
高
度
成
長
が
再
現
し
た
。
そ
れ
は
「
神

武
景
気
」「
岩
戸
景
気
」
を�
凌�
ぐ
戦
後
最
良
の
好
況
期
と
見
ら
れ
た
。

し
の

そ
の
頃
に
な
る
と
、
日
本
の
国
民
総
生
産
は
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・

西
ド
イ
ツ
を
抜
き
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
で
自
由
世
界
第
二
位
に
ラ
ン
ク
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ギ
ラ
ン
の
著
作
『
第
三
の
大
国
・
日
本
』

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
注
目
を
集
め
た
。

創
業
五
十
周
年
の
記
念
式
典

四
十
年
不
況
か
ら
脱
却
し
、
再
び
高
度
成
長
の
路
線
に
戻
っ
た
昭
和
四

十
三
年
、「
明
治
百
年
」
の
節
目
を
迎
え
た
。
そ
の
同
じ
年
の
五
月
、
松
下

電
器
で
は
「
創
業
五
十
周
年
」
の
式
典
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
大
正
七
年
の

創業５０周年記念式典（昭和４３年５月５日）

「
四
十
年
不
況
」
か
ら
「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」
へ

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
昭
和
三
十
九
年
十
月
は
、
景
気
の

大
き
な
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
月
の
十
一
月
か
ら
は
下
降
局
面
を
迎

え
た
。
企
業
倒
産
件
数
は
増
加
し
、
企
業
収
益
も
減
益
に
転
じ
た
。
三
十

九
年
十
二
月
に
は
、
日
本
特
殊
鋼
、
サ
ン
ウ
エ
ー
ブ
工
業
の
経
営
が�
破��
綻�

は 
た
ん

し
、
翌
四
十
年
三
月
に
は
山
陽
特
殊
製
鋼
が
倒
産
し
た
。
さ
ら
に
同
年
五

月
に
は
、
山
一
証
券
の
経
営
危
機
が
表
面
化
し
、
不
況
感
は
次
第
に
深
刻

さ
を
増
し
た
。
こ
の
年
、
繊
維
業
界
の
中
小
企
業
の
倒
産
も
激
増
し
た
。

こ
う
し
た
「
四
十
年
不
況
」
は
そ
の
頃
、
戦
後
最
大
の
不
況
と
さ
え
言
わ

れ
た
。

不
況
色
が
い
ち
だ
ん
と
強
ま
る
中
で
、
時
の
第
一
次
佐
藤
内
閣
で
は
財

政
政
策
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
し
、「
構
造
不
況
論
」
ま
で
も
出
て
き
た
景

気
の
調
整
に
積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
四
十
年
六
月
の
改
造
内
閣
で
蔵

松下幸之助が歩んだ時代

第
õ
回

「
四
十
年
不
況
」か
ら

「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」へ
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