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一　

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
年
四
月
五
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
も
、
は
や
五
年
の
月
日
が
過
ぎ
た
。

館
長
と
し
て
着
任
前
、
私
は
碧
南
と
い
う
町
に
つ
い
て
、
臨
海
部
の
工
業
そ
し
て
農
業
、
漁
業
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
財
政
基
盤
を
持
つ
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。美
術
な
ど
の
文
化
的
な
も
の
と
し
て
は
、

我
が
国
の
近
代
美
術
工
芸
に
お
い
て
前
衛
的
な
活
動
を
展
開
し
、
当
時
の
美
術
界
を
席
巻
し
た
藤
井
達
吉
（
一
八
八
〇

年
～
一
九
六
四
年
）
の
生
誕
の
地
で
あ
る
こ
と
や
、全
国
的
に
も
早
い
段
階
か
ら
の
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」〈
註
１
〉、

今
日
で
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
に
着
手
し
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
み
を
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
着

任
後
こ
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
学
ん
で
い
く
う
ち
に
、
多
く
の
文
化
人
や
芸
術
家
が
こ
の
地
と
深
い
繋
が
り
を
持

っ
て
い
る
こ
と
や
、
優
れ
た
文
化
的
遺
産
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
。
こ
の
小
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
五
年
間

の
知
見
や
体
験
な
ど
を
も
と
に
、
こ
の
町
が
記
憶
す
べ
き
と
考
え
る
美
術
関
係
の
事
柄
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
記

述
は
明
治
か
ら
昭
和
の
戦
後
ま
で
を
大
き
く
〈
人
物
〉
と
〈
動
向
〉
の
二
つ
の
分
野
に
分
け
構
成
し
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
小
論
は
『
中
日
新
聞
』
の
文
化
欄
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
の
「
碧
南
か
ら
の
文
化
発
信
」〈
註
２
〉
を
基

底
と
し
て
お
り
、
紙
面
の
関
係
上
割
愛
し
た
内
容
や
新
た
に
判
明
し
た
事
柄
な
ど
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

木
本　

文
平

碧
南　

美
術
逍
遥　
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二　

人
物

　

明
治
以
降
の
特
筆
す
べ
き
人
脈
の
ひ
と
つ
に
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
国
学
者
で
あ
り
芸
術
家
で
も

あ
っ
た
山
中
信
天
翁
（
一
八
二
二
年
～
一
八
八
六
年
）
を
中
核
と
す
る
系
譜
が
挙
げ
ら
れ
る
。
碧
南
市
教
育
委
員
会
発
行

の
『
郷
土
の
先
賢 

山
中
信
天
翁
遺
墨
集
』〈
註
３
〉
に
よ
れ
ば
、
山
中
信
天
翁
は
文
政
五
年
に
現
在
の
碧
南
市
東
浦
町

で
沼
津
藩
水
野
家
の
御
用
達
で
あ
っ
た
素
封
家
・
山
中
七
左
衛
門
（
有
功
）
と
南
登
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
諱

を
獻
、
字
を
子
文
と
言
い
、
信
天
翁
は
号
で
あ
り
別
に
静
逸
な
ど
も
あ
っ
た
。
少
年
期
か
ら
大
阪
で
漢
学
者
の
篠
崎

小
竹
に
学
ん
で
い
た
が
、
二
十
七
歳
の
時
、
父
・
七
左
衛
門
が
亡
く
な
っ
た
た
め
帰
郷
。
長
兄
は
夭
折
し
て
い
た
た

め
信
天
翁
が
家
督
を
継
ぎ
四
代
目
七
左
衛
門
を
襲
名
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
弟
の
三
男
・
猗
に
家
督
を
譲

り
、
国
事
に
奔
走
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
国
事
に
奔
走
す
る
頃
に
出
会
っ
た
の
が
陽
明
学
を
春
日
潜
庵
〈
註
４
〉
に

学
ん
だ
梅
田
雲
浜
や
頼
三
樹
三
郎
ら
の
勤
皇
の
志
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
志
士
た
ち
と
の
交
流
の
中
で
知
り
合
っ

た
の
が
、
の
ち
に
最
後
の
文
人
画
家
と
称
さ
れ
る
富
岡
鉄
斎
で
あ
る
。

　

鉄
斎
は
信
天
翁
と
比
べ
る
と
年
齢
的
に
は
一
回
り
以
上
も
若
か
っ
た
が
、
明
治
八
年
に
奈
良
で
開
催
さ
れ
た
博
覧

会
見
学
や
東
大
寺
で
の
正
倉
院
御
物
を
共
に
拝
観
す
る
〈
註
５
〉
な
ど
、
そ
の
親
密
な
交
流
は
生
涯
に
わ
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。
な
お
、
鉄
斎
に
対
し
て
画
家
と
し
て
身
を
立
て
る
よ
う
に
と
勧
め
た
の
は
信
天
翁
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
〈
註
６
〉。
ま
た
、
鉄
斎
は
晩
年
ま
で
信
天
翁
の
遺
髪
が
埋
葬
さ
れ
た
京
都
南
禅
寺
天
授
庵
の
墓
参
り
を
怠
ら
な

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
明
治
二
十
二
年
と
二
十
八
年
の
二
回
に
わ
た
り
信
天
翁
の
故
郷
で
あ
る
碧
南
を
訪
れ
て

い
る
〈
註
７
〉。
鉄
斎
が
碧
南
を
訪
れ
た
経
緯
は
、
信
天
翁
の
高
弟
の
石
川
三
碧
（
現
・
碧
南
市
）
の
招
き
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
他
に
高
弟
と
い
わ
れ
る
人
物
に
は
中
埜
半
左
衛
門
（
現
・
半
田
市
）、
盛
田
久
左
衛
門
（
現
・
知
多
市
）

と
田
島
五
郎
作
（
現
・
高
浜
市
）
が
い
た
。

　

昭
和
の
時
代
に
入
る
と
、
当
時
の
二
科
会
を
代
表
す
る
洋
画
家
の
正
宗
得
三
郎
（
一
八
八
三
年
～
一
九
六
二
年
）
が
昭

和
十
六
年
に
碧
南
へ
訪
れ
、
林
泉
寺
や
三
碧
の
遺
族
の
も
と
で
鉄
斎
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
。〈
挿
図
１
〉
正

宗
得
三
郎
は
鉄
斎
と
は
生
前
か
ら
交
流
が
あ
り
、
そ
の
芸
術
に
対
し
て
早
く
か
ら
理
解
を
示
し
た
作
家
で
あ
る
。
鉄

斎
の
死
に
際
し
て
「
私
の
見
、
聞
き
、
接
し
得
し
人
の
な
か
で
、
一
言
一
行
も
芸
術
の
片
鱗
、
味
わ
い
の
飽
く
事

を
知
ら
な
い
人
は
現
代
日
本
で
唯
鉄
斎
先
生
一
人
で
あ
っ
た
」〈
註
８
〉
と
最
大
級
の
弔
辞
を
寄
せ
て
も
い
る
。
ま
た
、

鉄
斎
の
芸
術
に
対
し
て
も
「
老
境
に
な
れ
ば
な
る
程
味
わ
い
が
深
く
、
人
も
作
品
も
蠱こ

惑わ
く

の
魅
力
に
加
え
、
筆
触
は

挿図 1　正宗得三郎《林泉寺茶室》
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金
石
文
字
の
如
く
正
し
く
、
ま
た
千
古
の
雅
趣
と
新
鮮
さ
を
具
備
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
」
と
賛
辞
を
述
べ
て
い
る
。

　

正
宗
は
岡
山
県
備
前
市
穂
浪
の
旧
家
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
て
お
り
、
長
兄
の
忠
夫
（
白
鳥
）
は
文
学
者
、
次
兄

の
敦
夫
は
国
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
正
宗
自
身
は
画
家
を
志
し
、
十
九
歳
の
時
に
上
京
。
は
じ
め
は
、
寺

崎
広
業
の
画
塾
で
日
本
画
を
学
ぶ
が
、
の
ち
に
洋
画
へ
転
じ
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
選
科
に
入
学
。
白
馬
会
展
や

文
展
、
琅
玕
洞
で
の
個
展
な
ど
で
そ
の
画
業
が
注
目
さ
れ
る
が
、
大
正
三
年
に
渡
仏
し
、
モ
ネ
や
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
ゴ

ッ
ホ
、
マ
テ
ィ
ス
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
戦
前
の
二
科
展
や
戦
後
の
二
紀
展
な
ど
で
活
躍
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

正
宗
は
鉄
斎
に
関
し
て
は
先
駆
的
な
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
十
七
年
に
『
富
岡
鉄
斎
』〈
註
９
〉
を
上

梓
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
正
宗
に
は
「
薇
洲
」
と
い
う
雅
号
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
鉄
斎
か
ら
貰
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
正
宗
が
い
か
に
鉄
斎
に
心
酔
し
鉄
斎
研
究
を
行
っ
た
か
は
、
正
宗
家
か
ら
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
に

ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
作
品
〈
挿
図
２
〉
か
ら
推
察
で
き
る
と
い
え
る
。

挿図２　正宗得三郎《鉄斎外史　薇洲生臨》
　　　　紙本墨画
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さ
て
、
山
中
信
天
翁
と
の
血
縁
関
係
に
お
い
て
繋
が
り
の
あ
る
人
物
と
し
て
は
、
愛
知
県
立
芸
術
大
学
の
創
設
時

に
お
い
て
美
術
学
部
長
に
就
任
し
、画
家
と
し
て
ま
た
教
育
者
と
し
て
活
躍
し
た
伊
藤 

廉（
一
八
九
八
年
～
一
九
八
三
年
）

が
い
る
。

　

伊
藤
は
画
家
と
し
て
の
活
動
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
方
で
『
セ
ザ
ン
ヌ
覚
書
』
や
『
絵
の
話
』『
デ
ッ
サ
ン

の
す
す
め
』
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
優
れ
た
文
筆
の
才
を
発
揮
し
て
い
た
。
伊
藤 

廉
の
父
・
四
郎
は
碧
南
の
出
身
で
、

山
中
家
か
ら
名
古
屋
の
伊
藤
家
へ
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
四
郎
の
実
父
、
伊
藤 

廉
に
と
っ
て
は
祖
父
が
五
代

山
中
七
左
衛
門
（
猗
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
祖
父
の
兄
が
信
天
翁
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
碧
南
に

来
て
か
ら
伊
藤 

廉
の
親
戚
筋
の
方
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
伊
藤 

廉
監
修
の
画
集
で
年
譜
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
信
天
翁
系
譜
と
し
て
伊
藤 

廉
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
に
記

載
さ
れ
て
い
た
。
か
ね
て
か
ら
伊
藤
の
豊
か
な
文
才
に
つ
い
て
、
そ
の
才
能
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
不
思
議
な
思
い

が
し
て
い
た
が
、
国
学
者
で
あ
る
信
天
翁
と
の
関
係
が
明
確
と
な
っ
た
現
在
で
は
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
発
見
し
た
感
が

あ
る
。
こ
れ
は
単
に
文
才
の
み
で
は
な
く
、
伊
藤 

廉
の
画
業
の
展
開
に
お
い
て
も
、
信
天
翁
や
鉄
斎
が
描
い
た
墨

画
の
世
界
と
一
脈
通
じ
る
も
の
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
セ
ザ
ン
ヌ
や

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
オ
ー
の
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
《
肘
を
突
く
女
》（
愛
知
県
美
術
館
所
蔵
）
や
《
船
大
工
》〈
挿
図
３
〉

（
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
所
蔵
）
な
ど
は
、
確
か
に
絵
肌
や
フ
ォ
ル
ム
の
捉
え
方
に
お
い
て
そ
の
影
響
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
筆
致
の
点
に
お
い
て
は
前
述
の
ル
ー
ツ
を
知
っ
た
た
め
か
信
天
翁
や
鉄
斎
の
描
画
が
も

つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
描
法
と
共
通
し
た
波
長
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
戦
後
、
そ
れ
も
後
期
に
手
掛
け
た
一
連

の
墨
素
描
〈
挿
図
４
〉
に
よ
る
作
品
群
は
、骨
太
な
水
墨
山
水
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
伊
藤
は
、

六
十
六
歳
の
時
ユ
ネ
ス
コ
の
日
伯
文
化
交
流
会
議
活
動
小
委
員
会
の
調
査
委
員
と
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
に

出
張
し
た
。
そ
の
折
に
「
鉄
斎
・
風
土
・
湿
潤
性
」
と
題
し
て
水
墨
画
の
世
界
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
て
い
る
〈
註
10
〉。

そ
の
講
演
で
は
、
鉄
斎
作
品
と
セ
ザ
ン
ヌ
作
品
を
比
較
検
討
し
描
画
に
用
い
る
素
材
や
描
く
環
境
な
ど
の
違
い
が
表

現
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
信
天
翁
、
鉄
斎
、
伊
藤 

廉
と
続
く
絶
え

る
こ
と
の
無
い
ひ
と
つ
の
芸
術
上
の
崇
高
な
精
神
の
流
れ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
他
に
も
碧
南
の
出
身
で
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
日
本
の
図
画
教
育
の
方
面
に
お
い
て
大
き
な
足
跡

を
残
し
た
板
倉
賛
治
（
一
八
七
七
年
～
一
九
六
五
年
）
や
、
碧
南
の
出
身
で
は
な
い
が
か
つ
て
碧
南
に
あ
っ
た
三
ッ
鱗
練

挿図４　伊藤廉《窓辺の静物》　墨素描　 挿図 3　伊藤廉《船大工》油彩、キャンバス　1928 年
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炭
で
絵
付
け
に
訪
れ
て
い
た
洋
画
家
の
真
島
健
三
（
一
九
一
六
年
～
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
い
る
が
後
日
の
調
査
研
究
報

告
と
す
る
。

三　

動
向

　

さ
て
、
碧
南
に
お
い
て
美
術
に
か
か
わ
る
特
記
す
べ
き
動
向
と
し
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
中
央
美
術
界
の
展
開

に
少
な
か
ら
ず
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
央
美
術
界
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
は
、
敗
戦
の
混
迷
と
荒

廃
の
な
か
戦
時
中
軍
部
に
よ
っ
て
統
合
や
解
散
さ
せ
ら
れ
た
美
術
団
体
の
編
成
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
主
要
な
美
術
団

体
の
ひ
と
つ
が
碧
南
で
結
成
さ
れ
た
の
だ
。
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
川
端
龍
子
が
主
宰
す
る
青
龍
社
で
あ
り
、
昭
和

二
十
年
十
月
に
日
本
橋
の
三
越
百
貨
店
に
お
い
て
戦
後
初
め
て
の
団
体
展
を
開
催
し
た
。
続
い
て
、
同
月
に
は
在
野

の
最
有
力
団
体
二
科
会
が
旧
二
科
会
の
在
京
会
員
が
中
心
と
な
っ
て
再
結
成
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
会
員

の
榎
倉
省
吾
、
古
家 

新
、
伊
谷
賢
蔵
、
柏
原
覚
太
郎
、
小
出
卓
二
、
向
井
潤
吉
、
田
辺
三
重
松
、
田
中
忠
雄
、
高

井
貞
二
ら
は
再
結
成
を
潔
し
と
せ
ず
、十
一
月
に
二
科
会
か
ら
分
離
し
「
行
動
美
術
協
会
」
を
結
成
し
た
の
で
あ
る
。

『
行
動
美
術
協
会 
三
十
五
年
の
小
史
』〈
註
11
〉
に
よ
れ
ば
、
そ
の
誕
生
の
地
が
碧
南
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

な
お
、
二
科
会
は
翌
二
十
一
年
に
第
三
十
七
回
展
を
開
催
す
る
が
、
二
十
二
年
に
は
第
二
回
日
展
へ
の
参
加
を
め
ぐ

っ
て
内
部
に
お
い
て
意
見
が
対
立
し
、
不
参
加
を
主
張
し
た
黒
田
重
太
郎
、
田
村
孝
之
介
、
中
川
紀
元
、
鍋
井
克
之
、

正
宗
得
三
郎
、
宮
本
三
郎
、
横
井
礼
以
ら
の
会
員
は
退
会
し
「
二
紀
会
」
を
設
立
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
話
を
元
に
戻
し
何
故
碧
南
が
行
動
美
術
協
会
の
誕
生
の
地
な
の
か
、『
行
動
美
術 

三
十
五
年
の
小
史
』
で

は
口
絵
〈
挿
図
５
〉
の
説
明
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「　

コ
コ
ニ
行
動
美
術
協
会
結
成
ス

愛
知
県
碧
南
棚
尾
の
妙
福
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
へ
少
し
む
く
ん
だ
顔
の
、
異
様
な
風
体
の
男
が
七
人
、
リ
ュ
ッ
ク

を
か
つ
い
で
東
と
西
か
ら
た
ど
り
つ
い
た
の
が
行
動
美
術
協
会
と
い
う
も
の
の
形
を
と
と
の
え
よ
う
と
し
た
最
初
の

集
ま
り
で
あ
っ
た
。
岡
崎
市
の
小
野
英
一
と
い
う
篤
志
家
と
、
妙
福
寺
の
加
藤
良
信
和
尚
の
奉
仕
的
な
好
意
に
よ
っ

た
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。・
・
・
田
辺
、
田
中
は
、
そ
の
頃
は
万
里
の
果
て
の
距
離
と
も
い
え
る
北
海
道
に
あ

挿図 5　行動美術協会　集合写真（妙福寺にて）　挿図 5　行動美術協会　集合写真（解説）　
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っ
た
。・
・
・（
創
立
10
周
年
記
念
号　

行
動　

古
家
新
追
悼
文
よ
り
）
当
時
の
東
海
道
線
は
鈍
行
だ
け
で
車
窓
か
ら

乗
降
す
る
客
は
網
棚
か
ら
屋
根
の
上
ま
で
溢
れ
た
。〈
万
里
の
果
て
の
北
海
道
〉
も
誇
張
で
な
く
、
東
西
の
中
間
棚

尾
を
選
ん
だ
意
味
も
痛
い
ほ
ど
よ
く
解
る
。　

」（
原
文
）

　

何
故
碧
南
の
地
に
集
合
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
説
明
文
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
終
戦
も
間
も
な
い
頃

で
、
会
合
を
開
こ
う
に
も
交
通
事
情
や
宿
泊
施
設
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
戦
災
で
空
虚
と
化
し
た
東
京
に
各

地
か
ら
集
ま
る
よ
り
は
、東
西
か
ら
の
中
間
地
点
に
集
合
し
た
方
が
集
ま
り
や
す
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
発
案
は
榎
倉
省
吾
に
よ
る
も
の
で
、
榎
倉
は
か
つ
て
岡
崎
市
で
個
展
を
開
催
し
た
折
に
懇
意
に
し
て
も
ら
っ
た

小
野
印
房
の
小
野
英
一
の
存
在
を
念
頭
に
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
野
英
一
は
、
当
地
の
創
作
版
画
運
動
の

先
駆
者
と
も
い
え
る
近
藤
孝
太
郎
が
創
刊
し
た
『
試
作
』
に
同
人
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
美
術
に
造
詣
の
深
い
人
物

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
小
野
と
榎
倉
と
の
出
会
い
は
、
榎
倉
が
昭
和
十
六
年
に
岡
崎
市
立
図
書
館
で
個
展
を
開
い
た

時
と
推
測
さ
れ
る
。こ
の
時
以
来
何
か
と
世
話
に
な
り
、以
来
交
流
が
続
い
て
い
た
と
い
う
。小
野
に
相
談
し
た
結
果
、

榎
倉
と
も
個
展
の
折
り
に
面
識
の
あ
っ
た
碧
南
の
棚
尾
に
あ
る
妙
福
寺
〈
註
12
〉
の
住
職
・
加
藤
良
信
和
尚
に
集
合
会

場
の
提
供
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
歴
史
的
に
碧
南
が
「
行
動
美
術
協
会
発
祥
の
地
」
と
な
っ
た
所

以
で
あ
る
。
当
時
の
状
況
を
付
記
す
れ
ば
、
岡
崎
も
終
戦
近
く
の
七
月
二
十
日
の
空
襲
で
被
災
し
て
お
り
、
集
合
場

所
の
確
保
は
困
難
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
、
幸
い
に
し
て
碧
南
は
戦
災
を
免
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
妙
福
寺
に
は
大
人
数
が
寝
泊
ま
り
で
き
る
宿
坊
が
あ
り
、
会
合
に
は
う
っ
て
つ
け
の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

碧
南
で
の
会
合
は
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
一
日
で
行
動
美
術
協
会
の
創
立
会
員
九
人
中
七
人
が
各
地
か
ら
列
車
を

乗
り
継
い
で
妙
福
寺
に
集
ま
っ
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
東
京
か
ら
榎
倉
省
吾
、
向
井
潤
吉
、
柏
原
覚
太
郎
、
高
井

貞
二
、
関
西
方
面
か
ら
は
古
家 
新
、
伊
谷
賢
蔵
、
小
出
卓
二
で
あ
っ
た
〈
挿
図
６
〉。
さ
す
が
に
北
海
道
の
田
中
忠
雄
、

田
辺
三
重
松
は
集
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
だ
〈
註
13
〉。
な
お
、
そ
の
当
時
の
記
録
と
し
て
は
冒
頭
の
口
絵

の
集
合
写
真
が
あ
る
が
、
そ
の
写
真
を
み
る
と
一
同
何
処
か
の
温
泉
宿
に
宿
泊
し
て
い
る
よ
う
な
浴
衣
姿
で
納
ま
っ

て
い
る
。
時
代
背
景
を
考
え
る
と
、
何
か
不
思
議
な
違
和
感
を
覚
え
た
が
、
妙
福
寺
に
宿
坊
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実

を
知
り
、
腑
に
落
ち
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
の
会
合
を
終
え
た
一
同
は
、
十
一
月
五
日
付
け
で
各
美
術
関
係
者
あ
て
に
「
行
動
美
術
協
会
結
成

の
辞
」
を
右
記
九
人
の
連
名
で
送
付
し
て
い
る
。
そ
の
趣
意
書
に
は
「
二
科
会
は
前
年
に
解
散
に
至
る
べ
く
し
て
解

挿図 6　妙福寺に集合した画家たちの寄せ描き　
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散
し
た
旧
二
科
会
の
復
活
に
は
何
ら
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
事
か
と
言

う
と
、
前
年
の
解
散
時
に
戦
争
の
終
末
ま
で
活
動
を
休
止
す
る
案
と
栄
光
に
充
ち
た
歴
史
を
汚
す
こ
と
な
く
一
挙
に

解
散
し
よ
う
と
す
る
案
が
出
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
解
散
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
決
議
が
反

故
に
さ
れ
旧
二
科
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
部
の
旧
幹
部
が
独
断
的
に
先
行
し
た
た
め
、
向
井
や
榎
倉
、
柏
原
、

伊
谷
、
古
家
ら
が
不
信
に
思
い
相
互
の
連
絡
を
と
り
つ
つ
新
た
な
団
体
の
創
生
へ
と
話
が
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
創
立
会
員
と
な
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
共
通
す
る
こ
と
は
、
九
名
中
八
名
が
戦
争
末
期
に
結
成
さ
れ
た
軍
需
生
産
美

術
推
進
隊
の
隊
員
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
推
進
隊
は
炭
鉱
な
ど
の
生
産
工
場
に
出
か
け
壁
画
や
生
産
風
景
を
描
く

こ
と
が
任
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
こ
に
参
加
し
た
人
々
に
は
目
に
見
え
な
い
強
い
連
帯
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

戦
後
、
多
く
の
有
能
な
作
家
を
輩
出
し
た
「
行
動
美
術
協
会
」。
そ
の
誕
生
の
地
が
碧
南
で
あ
っ
た
事
実
は
、
碧

南
の
戦
後
史
の
ひ
と
つ
と
し
て
記
録
す
べ
き
こ
と
と
考
え
る
。
な
お
、
余
談
で
あ
る
が
本
稿
に
登
場
す
る
小
野
印
房

の
小
野
英
一
は
藤
井
達
吉
の
落
款
用
の
印
を
数
個
制
作
し
て
い
る
。
又
、
戦
後
の
現
代
美
術
の
展
開
で
重
要
な
足
跡

を
残
し
た
榎
倉
康
二
は
、
榎
倉
省
吾
の
長
男
で
あ
り
、
本
市
の
野
外
彫
刻
《
碧
南
》
の
作
者
で
あ
る
向
井
良
吉
は
、

向
井
潤
吉
の
弟
で
あ
る
。

四　

む
す
び

　

美
術
館
の
あ
る
大
浜
地
区
は
室
町
時
代
か
ら
太
平
洋
側
の
海
運
の
要
地
と
し
て
開
け
た
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
地
区
は
仏
教
界
の
名
だ
た
る
宗
派
の
寺
院
が
あ
り
、
他
の
地
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
独
特
な
寺
町
を
形
成
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
美
術
関
係
以
外
の
人
物
に
お
い
て
も
明
治
の
宗
教
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
清
澤
満
之
（
一
八
六
三
年
～

一
九
○
三
年
）
の
終
焉
の
地
で
も
あ
り
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
「
無
我
愛
」
を
提
唱
し
た
哲
学
者
・
伊
藤

証
信
（
一
八
七
六
年
～
一
九
六
三
年
）
も
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
る
。
ゆ
か
り
と
い
え
ば
岸
田
劉
生
の
絵
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
医
学
博
士
・
近
藤
次
繁
も
碧
南
の
鷲
塚
に
お
い
て
地
域
医
療
に
一
生
を
捧
げ
た
近
藤
坦
平
の
娘
婿
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
文
学
関
係
で
は
文
豪
・
永
井
荷
風
の
御
先
祖
が
碧
南
の
出
身
の
戦
国
武
将
・
永
井
直
勝
で
あ
っ
た
こ
と
も
当

地
に
お
い
て
知
り
得
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
碧
南　

美
術
逍
遥
」
と
題
し
た
こ
の
小
論
は
当
地
域
の
美
術
文
化
の
一
部
に
触
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
や
知
見
に
よ
り
さ
ら
に
充
実
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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（
註
）

１　

　
昭
和
五
十
八
年
か
ら
平
成
七
年
に
か
け
て
碧
南
市
が
実
施
し
た
事
業
で
、
市
内
の
各
地
に
多
く
の
野
外
彫
刻
を
設
置
し
て
き
た
。
特
色
と
し

て
は
既
に
出
来
上
が
っ
た
作
品
を
設
置
す
る
の
で
は
な
く
、
依
頼
を
受
け
た
彫
刻
家
が
設
置
場
所
の
環
境
に
合
わ
せ
制
作
す
る
と
い
う
も
の
で
、

オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
の
現
場
主
義
に
よ
る
作
品
群
と
な
っ
て
い
る
。

2　
　

平
成
22
年
7
月
22
日
付
『
中
日
新
聞
』（
夕
刊
）
文
化
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
碧
南
の
文
化
遺
産
」。

3　
　

昭
和
56
年
3
月
31
日
碧
南
市
教
育
委
員
会
発
行
の
碧
南
市
文
化
財 

第
四
集
。

4　
　

陽
明
学
に
精
通
し
、
孝
明
天
皇
に
も
顧
問
と
し
て
使
え
た
人
物
。

5　
　

昭
和
17
年
12
月
10
日
錦
城
出
版
社
発
行
『
富
岡
鉄
斎
』「
富
岡
鉄
斎
の
旅
行
記
に
就
い
て
」
正
宗
得
三
郎

6　
　

平
成
成
15
年
発
行
『
あ
る
コ
レ
ク
タ
ー
が
見
た
画
業
七
十
年　

富
岡
鉄
斎
展
』「
関
事
項
解
説
集
」（
愛
媛
県
美
術
館
・
梶
岡
秀
一
）
に
お
い
て

幕
末
の
鉄
斎
の
友
人
と
し
て
は
山
中
静
逸
（
信
天
翁
）
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
が
鉄
斎
に
画
家
に
な
る
こ
と
を
勧
め
た
と
論
じ
て
い
る
。

7　
　

昭
和
17
年
12
月
10
日
発
行
の
『
富
岡
鉄
斎
』「
年
譜
」
か
ら
。

8　
　

平
成
8
年
9
月
27
日
発
行
『
富
岡
鉄
斎
展
ー
理
想
郷
を
語
る
ー
』「
画
家
た
ち
が
見
た
鉄
斎
」（
愛
知
県
美
術
館
・
木
本
文
平
）

9　
　

こ
の
本
の
上
梓
の
た
め
昭
和
16
年
に
正
宗
得
三
郎
は
碧
南
に
訪
れ
、
林
泉
寺
や
石
川
三
碧
の
遺
族
を
調
査
を
し
て
い
る
。

10　
　

昭
和
56
年
12
月
20
日
発
行
『
伊
藤 

廉 

画
集
』「
Ⅰ
鉄
斎
・
風
土
・
湿
潤
性
」（
名
古
屋
日
動
画
廊
）

11　
　

昭
和
55
年
11
月
25
日
発
行
、
向
井
潤
吉
、
難
波
香
久
三
が
編
集
。

12　
　

天
正
18
年
創
建
の
浄
土
宗
西
山
深
草
派
の
寺
院
で
、
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
。

13　
　

平
成
13
年
9
月
30
日
朝
日
新
聞
社
発
行
『
心
月
輪　

画
家 

榎
倉
省
吾
伝
』「
Ⅳ 

二
科
」
黄
田 

光
。


