
　

只
今
、
ご
丁
寧
な
紹
介
に
あ

ず
か
り
ま
し
た
郡
司
美
枝
で
ご

ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。《
宮
内
氏
像
》

の
モ
デ
ル
で
あ
る
宮
内
良
助
の

曾
孫
に
当
た
り
ま
す
。
大
学
・

大
学
院
と
ず
っ
と
日
本
近
代
史

を
勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、

六
年
前
の
二
〇
一
六
年
に
、
三

冊
目
の
本
な
の
で
す
が
、
恥
ず

か
し
な
が
ら
自
分
の
家
の
こ
と
、
曾
祖
父
か
ら
父
ま
で
の
三
代
に
わ
た
る
宮
内
家
の

歴
史
に
つ
い
て
本
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
こ
ち
ら
に
も
お
う
か
が
い
し
て
、

当
時
の
館
長
さ
ん
の
五
十
嵐
久
雄
さ
ん
か
ら
も
参
考
に
な
る
お
は
な
し
を
沢
山
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
ご
縁
も
あ
り
ま
し
て
、
昨
年
、
実
家
の
宮
内
家
か

ら
寄
贈
し
ま
し
た
《
宮
内
氏
像
》
の
公
開
を
機
に
、
お
は
な
し
を
す
る
機
会
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
短
い
時
間
で
す
が
、
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

一
、
宮
内
良
助
の
人
生
　
―
日
本
橋
で
帽
子
商
と
し
て
大
成
功
し
て
…
…

日
本
橋
の
商
人
と
し
て

　

ま
ず
、《
宮
内
氏
像
》（
写
真

①
）
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
制
作

費
の
出
資
者
で
も
あ
る
宮
内
良

助
（
写
真
②
）
の
人
生
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

宮
内
良
助
は
、
明
治
二
（
一

八
六
九
）
年
に
、
千
葉
県
の
柏

井
村
（
現
・
市
川
市
）
で
代
々

名
主
を
務
め
る
裕
福
な
農
家
で

あ
る
植
草
家
の
当
主
、
植
草
治

左
衛
門
（
写
真
③
）
の
三
男
に

生
ま
れ
ま
す
。
明
治
十
四
年
、

十
二
歳
の
と
き
に
宮
内
軍
治
と

い
う
人
の
養
子
に
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
養
子
に
な
っ
た
か
と
い

い
ま
す
と
、
三
男
で
す
の
で
養

子
に
出
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
不
思

議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

目
的
は
徴
兵
逃
れ
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
明
治
維
新
を
経
て
成
立

し
た
明
治
政
府
は
、
近
代
国
家

建
設
の
一
環
と
し
て
国
民
皆
兵

を
柱
と
す
る
近
代
軍
の
創
設
を

は
か
っ
て
明
治
六
年
に
徴
兵
令
を
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
徴
兵
令
は
、
明
治
二

十
二
年
に
大
改
正
さ
れ
る
ま
で
ひ
ど
い
ザ
ル
法
で
し
た
。
い
ろ
ん
な
逃
げ
道
が
あ
っ

た
の
で
す
。
良
助
が
養
子
に
な
っ
た
当
時
の
徴
兵
令
で
す
と
、
一
家
の
戸
主
や
戸
主

•••••••••

•••••••••

第
一
一
二
回
碌
山
忌
記
念
講
演
会

宮
内
良
助
の
人
生
と
《
宮
内
氏
像
》
の
旅

郡
　
司
　
美
　
枝

日
時
：
令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
（
金
）
十
三
時
半
～

会
場
：
杜
江
館
二
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

写真①
《宮内氏像》

写真②
宮内良助と孫の良雄
昭和５年

写真③
植草治左衛門
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に
な
る
長
男
や
孫
な
ど
は
兵
役
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
免
役
条
項
が
あ
り
ま
し
た
。

が
、
良
助
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
。
そ
こ
で
、
子
供
が
い
な
か
っ
た
宮
内
軍
治
の
戸

籍
上
だ
け
の
養
子
と
な
り
、
良
助
が
宮
内
家
の
嗣
子
と
な
る
こ
と
で
徴
兵
を
免
れ
た

の
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
兵
隊
養
子
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
手
段
を
つ
か
う
と
、
元
の
戸
籍
の
家
か
ら
出
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
た
め
、
父
や
兄
た
ち
が
、
東
京
の
日
本
橋
区
田
所
町
の
店
を
入
手
し
、
良
助

に
「
植
草
屋
」
と
い
う
屋
号
を
も
つ
西
洋
小
間
物
屋
を
始
め
さ
せ
た
よ
う
で
す
。
十

歳
違
い
の
長
兄
で
あ
る
栄
一
（
写
真
④
）
は
、
築
地
の
居
留
地
で
英
語
を
学
ん
だ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
り
す
る
な
ど
進
取
の
気
性
と
向
学
心
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、
そ
の
築
地
で
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
西
洋
の
小
間
物
で
あ
る
石
鹼
、

靴
墨
、
洋
傘
、
帽
子
、
写
真
ア
ル
バ
ム
な
ど
に
出
会
い
、
こ
う
し
た
物
を
商
う
こ
と

に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
弟
が
商
売
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
西
洋

小
間
物
を
あ
つ
か
う
こ
と
を
推
奨
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
十
二
歳
と
い

う
年
齢
を
考
え
て
も
、
実
家
の
方
で
腕
の
い
い
番
頭
を
つ
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

私
の
父
、
良
助
に
と
っ
て
孫
に
な
り
ま
す
が
、
良
雄
の
は
な
し
で
は
「
か
な
り
商
売

が
好
き
だ
っ
た
み
た
い
で
、
隠
居
し
て
か
ら
も
、
隠
居
所
に
隣
接
し
た
店
舗
で
小
僧

を
つ
か
っ
て
小
商
い
を
や
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
良
助
は
商
売
が
好

き
だ
っ
た
し
、
商
才
も
か
な
り
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、
順
調
に
商
売
を

大
き
く
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
、
店
の
場
所
を

日
本
橋
の
問
屋
街
の
は
ず
れ
か

ら
中
心
の
通
塩
町
に
移
し
、
明

治
二
十
七
年
、
日
清
戦
争
が
始

ま
っ
た
年
で
す
が
、
こ
の
年
に

通
塩
町
八
番
地
、
現
在
の
中
央

区
日
本
橋
横
山
町
三
番
地
十
の
地
に
大
き
な
店
を
構
え
ま
す
。
今
で
も
宮
内
家
は
こ

こ
を
本
籍
地
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
宮
内
家
に
と
っ
て
栄
光
の
地
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
現
在
、
敷
地
面
積
百
坪
程
の
日
清
紡
の
ビ
ル
（
Ｎ
Ｂ
日
本
橋
ビ
ル
）

が
建
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の
経
緯
を
み
て
い
く
と
、
た
ぶ
ん
そ
の
南
半
分
が
植

草
屋
の
店
の
敷
地
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
良
助
は
順
調
に
商
売
を
大
き
く
し
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
経
済

面
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
二
十
八
年
に
は
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
写
真
ア
ル
バ

ム
と
石
鹼
な
ど
を
出
品
し
て
進
歩
三
等
を
受
賞
し
ま
す
し
、
明
治
三
十
六
年
の
第
五

回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
も
写
真
ア
ル
バ
ム
を
出
し
て
三
等
を
受
賞
す
る
と
い
う
よ
う

に
商
売
の
内
容
も
充
実
さ
せ
て
い
き
、
ど
ん
ど
ん
商
人
と
し
て
大
き
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
明
治
四
十
四
年
に
は
帝
国
製
帽
株
式
会
社
と
い
う
静
岡
に
あ
る
帽

子
製
造
会
社
と
特
約
店
契
約
を

結
び
、
中
折
帽
を
引
き
受
け
て

小
売
り
に
出
す
卸
業
者
と
し
て

の
地
位
を
確
か
な
も
の
に
し
て

い
き
ま
す
。

　

写
真
（
⑤
）
は
明
治
三
十
八

年
の
も
の
で
す
。
良
助
や
長
男

の
治
良
が
つ
け
て
い
る
勲
章
は
、

そ
の
勧
業
博
覧
会
で
得
た
メ
ダ

ル
の
よ
う
で
す
。
良
助
は
羽
織

袴
に
山
高
帽
、
息
子
治
良
の
は
、

ち
ょ
う
ど
、
日
露
戦
争
の
と
き

な
の
で
軍
帽
を
模
し
た
も
の
で

す
ね
。
良
助
の
三
人
の
息
子
た

ち
の
写
真
（
⑥
）
も
、
高
そ
う

写真④
植草栄一
『千葉県議会史　議員名鑑』より

写真⑤
宮内良助と長男の治良
明治38年

写真⑥
治良（中央）・良次（右）・達雄（左）
明治39年
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な
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
翌
年
、
長
男
治
良
は
慶
應
義
塾
の

小
学
校
で
あ
る
慶
應
幼
稚
舎
に
入
学
す
る
よ
う
に
、
バ
リ
バ
リ
の
お
坊
ち
ゃ
ん
と
し

て
育
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
宮
内
家
は
商
売
を
拡
大
し
な
が
ら
、
西
洋
小
間
物
か
ら
徐
々
に
帽
子

の
卸
業
者
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

帽
子
は
近
代
化
（
西
洋
化
）
の
簡
単
ア
イ
テ
ム

　

こ
こ
で
、
帽
子
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
な
ぜ
明
治
中
期
以
降
に
日
本
の
帽
子
業

界
が
大
き
く
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
お
は
な
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
良
助
も
そ

う
で
す
し
、
碌
山
の
兄
の
荻
原
本
十
も
そ
う
で
す
が
、
当
時
な
ぜ
帽
子
と
い
う
商
売

が
上
手
く
い
く
状
況
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

明
治
政
府
は
近
代
化
を
す
す
め
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
近
代
化
は
イ
コ
ー
ル
西
洋

化
で
し
た
。「
脱
亜
入
欧
」
つ
ま
り
遅
れ
た
ア
ジ
ア
か
ら
脱
し
て
進
ん
だ
欧
米
の
仲

間
入
り
を
果
た
す
と
い
う
の
が
明
治
政
府
の
目
標
で
し
た
。
そ
し
て
人
々
に
も
そ
れ

を
課
し
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
庶
民
は
年
貢
さ
え
納
め
て
さ
え
い
れ
ば
為

政
者
に
と
っ
て
ど
う
で
も
い
い
存
在
だ
っ
た
の
で
す
が
、
近
代
国
家
に
な
る
と
そ
う

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
徴
兵
令
も
そ
う
で
す
が
、
国
民
皆
兵
主
義
を

と
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
一
人
一
人
に
「
国
民
」
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
て
も
ら
わ
な

い
と
困
る
と
い
う
の
が
近
代
国
家
で
す
。
し
た
が
っ
て
近
代
国
家
の
構
成
員
で
あ
る

「
国
民
」
に
は
、
西
洋
の
服
装
で
あ
る
洋
服
を
着
る
よ
う
に
勧
め
ま
す
。
丁
髷
を
切

る
断
髪
令
を
出
し
、
天
皇
に
も
衣
冠
束
帯
を
や
め
さ
せ
軍
服
を
着
せ
る
。
皇
后
に
も

十
二
単
を
や
め
さ
せ
て
ド
レ
ス
を
着
せ
る
。
と
は
い
え
和
服
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た

人
々
に
と
っ
て
洋
服
は
非
常
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
し
た
。
今
の
私
た
ち
に
常
に
和
服

で
生
活
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
接
し
た
こ
と
の
な
い
衣
装
を
身
に
つ

け
る
こ
と
は
す
ご
く
難
し
く
、
た
と
え
ば
初
期
の
「
軍
隊
手
帳
」
に
は
下
着
の
着
方

か
ら
が
事
細
か
く
図
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
習
俗
的
な
問
題
だ
け
で
な
く
、

当
初
、
洋
服
は
高
価
な
も
の
で
し
た
か
ら
経
済
的
に
も
大
変
で
す
。
上
着
や
ズ
ボ

ン
・
シ
ャ
ツ
だ
け
で
な
く
下
着
や
ベ
ル
ト
・
靴
や
靴
下
ま
で
、
全
部
揃
え
る
の
は
大

き
な
経
済
的
負
担
が
あ
り
ま
し
た
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
考
え
出
さ
れ
た
の
が
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
で
し
た
。
帽
子
を
ひ

と
つ
買
っ
て
頭
に
乗
っ
け
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
西
洋
化
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多

く
の
庶
民
、
特
に
男
性
に
と
っ
て
、
こ
の
頃
の
帽
子
と
い
う
の
は
手
っ
取
り
早
い
近

代
化
の
象
徴
、
西
洋
化
の
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
の
で
す
。
小
学
校
で
も
、
着
物
は
和
服

の
時
代
で
も
男
の
子
た
ち
は
学
帽
を
か
ぶ
り
ま
し
た
。
そ
の
名
残
は
後
々
ま
で
つ
づ

き
、
私
が
通
っ
て
い
た
小
学
校
で
も
男
女
と
も
私
服
で
し
た
が
、
な
ぜ
か
男
の
子
た

ち
だ
け
は
学
帽
を
か
ぶ
っ
て
通
学
し
て
い
ま
し
た
。
長
崎
の
お
く
ん
ち
や
東
京
浅
草

の
三
社
祭
の
役
員
た
ち
は
、
今
で
も
着
物
に
袴
を
は
い
て
山
高
帽
や
カ
ン
カ
ン
帽
を

か
ぶ
り
ま
す
。
碌
山
が
大
事
そ
う
に
手
に
も
っ
て
写
真
⑦
に
写
っ
て
い
る
山
高
帽
は
、

お
兄
さ
ん
の
本
十
さ
ん
よ
り
贈
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
に
か
く
、
戦
前
の
都
市
の
男
性
は
外
出
の
際
は
必
ず
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
東
京
駅
で
暴
漢
に
襲
わ
れ
た
と
き
の
浜
口
雄
幸
首

相
の
写
真
を
見
る
と
、
周
り
の
人
々
は
み
ん
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
戦
後
、
急
速
に
そ
の
風
潮

が
な
く
な
り
ま
す
。
昭
和
三
十

九
年
、
一
回
目
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
同
じ
年

に
新
幹
線
も
開
業
し
ま
す
が
、

こ
の
時
の
写
真
を
み
る
と
同
じ

東
京
駅
で
も
、
駅
員
以
外
で
帽

子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
人
は
い
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
帽
子
は
戦

前
ま
で
需
要
が
高
か
っ
た
の
で

写真⑦
山高帽を手にもつ守衛
明治26年頃
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す
が
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
急
速
に
廃
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
の
な
か
で
、
宮
内
良
助
は
、
当
初
、
西
洋
小
間
物
商
と
し
て
様
々

な
も
の
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
徐
々
に
帽
子
に
特
化
し
て
い
き
ま
す
。

紳
士
用
の
中
折
帽
な
ど
を
、
下
職
を
使
っ
て
作
ら
せ
て
小
売
に
卸
す
卸
業
者
と
し
て

事
業
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
に
は
、
帝
国
製
帽
株

式
会
社
と
特
約
店
契
約
を
果
た
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、
帝
国
製
帽
は
静
岡
県
の
浜
松

に
あ
る
会
社
で
、
当
時
か
ら
戦
後
ま
で
フ
ェ
ル
ト
製
の
中
折
帽
の
製
造
に
お
い
て
日

本
を
代
表
し
て
い
ま
し
た
。

辛
亥
革
命
と
《
宮
内
氏
像
》
の
誕
生

　

こ
う
し
て
近
代
化
進
展
と
と
も
に
日
本
に
帽
子
が
定
着
し
て
い
く
な
か
で
、
明
治

三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
に
日
露
戦
争
が
お
こ
り
ま
す
。
莫
大
な
戦
費
を
使
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
賠
償
金
は
取
れ
ず
、
結
果
、
戦
後
恐
慌
を
お
こ
し
、
日
本
橋
の
問
屋

街
で
も
半
分
の
店
が
破
綻
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
帽
子
業
界
は
明

治
四
十
年
頃
よ
り
更
に
業
績
を
の
ば
し
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る

辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
）
と
関
係
し
て
い
ま
し
た
。

　

清
朝
を
つ
ぶ
し
て
近
代
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
が
辛
亥
革
命
で
す
。
清
朝
は

騎
馬
民
族
で
あ
る
満
洲
族
が
う
ち
立
て
た
国
で
、
漢
民
族
の
国
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
男
性
は
辮
髪
と
い
う
髪
を
長
く
の
ば
し
三
つ
編
み
に
す
る
髪
型
を
強
制
さ

れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
～
四
二
）
の
敗
北
以
降
、
列
強
に

侵
食
さ
れ
て
い
く
国
を
憂
い
、
清
朝
を
倒
し
近
代
国
家
を
打
立
て
よ
う
そ
う
と
す
る

人
々
が
で
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
孫
文
な
ど
の
革
命
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、

髪
を
短
く
切
り
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
で
清
朝
の
政
策
を
否
定
し
近
代
化
を
目
指
し
ま

し
た
。
辛
亥
革
命
に
向
か
っ
て
、
そ
の
動
き
は
徐
々
に
高
ま
り
、
革
命
成
功
後
の
一

九
一
二
年
二
月
に
清
朝
が
滅
亡
す
る
と
一
層
多
く
の
中
国
人
が
髪
を
切
り
帽
子
を
か

ぶ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
当
時
の
中
国
の
人
口
は
五
億
人
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
半
分
が
男
性
で
す
か
ら
、
単
純
に
考
え
て
も
二
億
個
以
上
の
帽
子
需
要
が
発

生
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
も
中
国
は
日
本
の
十
倍
く
ら
い
の
人
口
が
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
日
本
は
当
時
五
千
万
人
く
ら
い
。
孫
文
ら
の
活
躍
に
よ
り
近
代
化
＝
西
洋

化
の
気
運
が
高
ま
る
こ
と
で
、
中
国
に
巨
大
な
帽
子
市
場
が
出
現
し
て
い
っ
た
の
で

し
た
。

　

中
国
の
裕
福
な
人
々
に
は
イ
タ
リ
ア
製
な
ど
の
高
級
帽
子
が
好
ま
れ
て
い
た
よ
う

で
す
が
、
安
価
で
そ
こ
そ
こ
の
質
を
も
つ
日
本
産
の
帽
子
の
需
要
は
大
き
く
、
日
本

の
帽
子
業
界
は
空
前
の
好
景
気
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
良
助
も
、
そ
の
波
に
乗
っ

て
商
売
を
急
拡
大
し
、
帝
国
製
帽
と
の
契
約
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。

　

そ
ん
な
な
か
で
良
助
は
、
碌
山
の
二
番
目
の
お
兄
さ
ん
の
本
十
さ
ん
よ
り
、
弟
の

碌
山
に
肖
像
銅
像
の
制
作
依
頼
を
し
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

　

本
十
さ
ん
（
写
真
⑧
）
は
、
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
嫌
っ
て
東
京
に
出
て
、
神

田
久
右
衛
門
町
の
帽
子
付
属
原
料
商
の
大
川
屋
石
原
弥
七
に
入
店
し
修
業
を
つ
み
、

明
治
三
十
八
年
に
浅
草
橋
近
く
で
帽
子
の
付
属
商
と
し
て
独
立
し
ま
す
。
特
に
中
折

帽
の
付
属
品
で
あ
る
帽
子
の
裏
地
、
飾
り
の
リ
ボ
ン
、
内
側
の
汗
止
め
の
リ
ボ
ン
な

ど
を
あ
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
東
京
で
屈
指
の
帽
子
材

料
商
と
な
っ
て
い
く
な
か
で
、

良
助
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

本
十
さ
ん
よ
り
五
歳
年
上

だ
っ
た
良
助
が
、
い
つ
頃
か
ら

本
十
さ
ん
と
つ
き
あ
い
始
め
た

の
か
詳
し
い
こ
と
は
わ
り
ま
せ

ん
が
、
父
の
は
な
し
で
は
家
族

写真⑧
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ぐ
る
み
の
つ
き
あ
い
で
、
本
十
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
本
十
さ
ん
の
奥
さ
ん
、
最
初
の
奥
さ
ん
の
た、

ま、

さ
ん
は
産
後
の
肥
立
ち
が
悪

く
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
再
婚
し
た
や、

ま、

さ
ん
を
父
は
見
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

父
の
記
憶
だ
と
、
や、

ま、

さ
ん
は
髪
を
頭
上
に
大
き
く
結
い
上
げ
前
歯
に
金
歯
を
入
れ

て
い
た
の
で
、
子
供
の
頃
の
父
や
そ
の
弟
妹
た
ち
は
、
ひ
そ
か
に
「
お
獅
子
」（
正

月
の
獅
子
舞
の
「
獅
子
」）
と
あ
だ
な
で
呼
ん
で
い
た
と
、
懐
か
し
そ
う
に
は
な
し

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
親
し
い
仲
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
昭
和
の
統
制
経
済
の
時
代
、
荻
原
さ
ん
が
設
立
し
た
荻
原
工
業
有
限
会
社

の
代
表
取
締
役
を
良
助
の
息
子
の
治
良
が
務
め
て
い
て
、
太
平
洋
戦
争
末
期
に
荻
原

さ
ん
一
家
が
穂
高
に
疎
開
し
て
以
降
は
、
荻
原
商
店
の
店
番
を
宮
内
家
の
店
員
で

あ
っ
た
長
谷
川
が
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
親
し
い
付
合
い
の
な
か
で
、
良
助
は
、
本
十
さ
ん
よ
り
、
碌
山
へ
の
経
済

的
支
援
の
た
め
、
肖
像
彫
刻
の
制
作
依
頼
を
弟
に
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
ま
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
、《
女
》
の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
新
宿
中
村
屋
の

相
馬
黒
光
と
の
関
係
に
悩
む
弟
を
ま
え
に
、
本
十
さ
ん
は
、
中
村
屋
と
距
離
を
置
く

こ
と
を
模
索
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
自
ら
も
会
員
で
あ
る
東
京

帽
子
商
工
会
よ
り
寄
贈
す
る
と
い
う
形
で
は
な
し
を
ま
と
め
、
会
長
で
あ
る
北
條
寅

吉
の
胸
像
を
制
作
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
四
十
二
年
に
完
成
す
る
と
、
今
度
は
、

親
し
い
付
合
い
が
あ
り
、
な
お
か
つ
商
売
を
順
調
に
の
ば
し
て
い
た
良
助
に
、
肖
像

胸
像
制
作
の
は
な
し
を
も
っ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

《
宮
内
氏
像
》
の
制
作
依
頼
に
つ
い
て
は
「
厄
年
説
」
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
の

理
由
は
、
こ
の
時
期
の
宮
内
良
助
の
商
売
が
大
き
く
業
績
を
の
ば
し
、
お
金
が
い
っ

ぱ
い
あ
っ
た
、
金
回
り
が
よ
か
っ
た
、
こ
れ
に
尽
き
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
本

十
さ
ん
は
、
最
も
親
し
い
商
売
仲
間
の
良
助
が
大
い
に
儲
か
っ
て
い
た
が
故
に
、
弟

碌
山
へ
の
作
品
制
作
を
介
し
て
の
経
済
支
援
を
頼
み
や
す
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

し
、
良
助
も
承
諾
し
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
親
し
い
友
人
の
願
い
事
で
も
、
お

金
が
な
け
れ
ば
動
か
な
い
の
が
商
人
で
あ
り
、
逆
に
儲
か
っ
て
い
る
と
き
は
、
直
接

商
売
に
関
係
し
な
い
こ
と
に
も
出
資
す
る
の
が
商
人
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
の
よ
う
で
、

父
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
ま
し
た
。

　

つ
い
で
に
い
う
と
、
碌
山
自
身
も
、
良
助
の
金
回
り
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
知
人
の
画
家
で
あ
り
書
家
で
も
あ
っ
た
中
村
不
折
を
良
助
に
紹
介
し

た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
不
折
は
、
碌
山
の
墓
碑
銘
や
新
宿
中
村
屋
・
宮
坂
酒
造

の
真
澄
・
神
州
一
味
噌
な
ど
の
ロ
ゴ
を
書
い
た
人
で
、
辛
亥
革
命
が
す
す
む
な
か
で

中
国
で
の
古
い
文
物
の
散
逸
を
危
惧
し
て
中
国
の
書
を
大
量
に
購
入
し
て
収
集
し
、

東
京
日
暮
里
町
の
自
宅
に
書
道
博
物
館
を
開
き
ま
す
。
現
在
は
台
東
区
立
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
紙
に
書
か
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
甲
骨
文
字
や
文
字
が
刻
ま
れ
た
青
銅

器
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

碌
山
は
、
こ
の
宮
内
良
助
な
ら
不
折
を
も
支
援
し
て
く
れ
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ

う
し
、
実
際
、
良
助
は
不
折
に
資
金
援
助
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
礼
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
「
為
書
」
の
あ
る
中
村
不
折
の
書
「
最
後
之
勝
利
」「
雲
高
気
静
」
の

二
点
が
宮
内
家
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
今
回
碌
山
美
術
館
に
寄
贈
い
た
し

ま
し
た
（
写
真
⑨
）。

　

つ
い
で
に
、
そ
の
後
の
宮
内

良
助
に
つ
い
て
お
は
な
し
し
ま

す
と
、
空
前
の
バ
ブ
ル
景
気
の

よ
う
な
日
本
帽
子
業
界
は
、
供

給
過
多
に
よ
っ
て
大
正
に
入
っ

て
急
速
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ

て
い
き
ま
す
。
良
助
も
上
海
に

あ
る
倉
庫
に
大
量
の
在
庫
を
抱

え
、
そ
の
始
末
に
奔
走
し
ま
す

が
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

写真⑨
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に
破
産
し
ま
す
。
日
本
橋
の
土
地
と
建
物
を
処
分
し
て
負
債
を
整
理
し
、
浅
草
橋
駅

近
く
の
小
さ
な
貸
店
舗
に
移
り
住
み
ま
す
。
つ
ま
り
辛
亥
革
命
の
成
功
が
数
年
早

か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は
碌
山
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
帰
国
が
数
年
遅
か
っ
た
ら
、

《
宮
内
氏
像
》
は
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
十
さ
ん
の
依
頼
が
良

助
の
経
済
的
絶
頂
期
と
重
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、《
宮
内
氏
像
》
は
誕
生
し
た
の
で
す
。

　
　
二
、《
宮
内
氏
像
》
の
旅

銅
像
制
作
と
日
英
博
覧
会
へ
の
出
品

　

私
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
埼
玉
県
の
大
宮
駅
近
く
に
あ
る
家
に
住
ん
で
い

て
、
二
十
一
歳
の
と
き
に
一
家
で
東
京
に
引
越
す
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
《
宮
内
氏

像
》
は
自
宅
の
庭
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
⑩
）。
私
が
子
供
時
代
、
親
や
叔

母
た
ち
か
ら
「《
お
じ
い
さ
ん
》

―
《
宮
内
氏
像
》
の
こ
と
を
、
我
が
家
で
は

《
お
じ
い
さ
ん
》
と
呼
ん
で
い

ま
す

―
《
お
じ
い
さ
ん
》
は

ロ
ン
ド
ン
ま
で
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
ん
だ
よ
」
と
折
に
触
れ
て

聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

頃
の
宮
内
家
に
は
一
人
も
海
外

旅
行
経
験
者
は
お
ら
ず
、
銅
像

に
対
し
て
で
す
が
、「
い
い

な
ぁ
」「
私
も
行
っ
て
み
た
い

な
ぁ
」「
ロ
ン
ド
ン
っ
て
ど
ん

な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た

も
の
で
し
た
。

　

《
宮
内
氏
像
》
が
ロ
ン
ド
ン

に
行
っ
た
の
は
、
日
英
博
覧
会
に
展
示
す
る
た
め
で
し
た
。
日
英
博
覧
会
は
日
英
同

盟
と
か
ら
ん
で
、
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
一
等
国
と
な
っ
た
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
誇
示
す
る
た
め
に
開
か
れ
た
博
覧
会
で
、
日
本
紹
介
の
意
味
合
い
か
ら
古
い
美

術
品
、
御
物
や
国
宝
も
反
対
の
声
が
上
が
る
な
か
で
出
品
さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
代

美
術
も
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、《
宮
内
氏
像
》
の
制
作
か
ら
ロ
ン
ド
ン
行
き
ま
で
を
時
系
列
的
に
追
っ

て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　

明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
五
月
六
日
、
日
英
博
覧
会
出
品
協
会
か
ら
東
京
市

内
の
美
術
家
に
対
し
て
「
新
美
術
の
部
」
に
作
品
出
展
の
勧
誘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

九
月
に
締
切
が
あ
り
、
十
二
月
五
・
六
日
に
出
品
物
の
鑑
査
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
合

格
数
に
か
な
り
の
不
足
が
出
て
し
ま
い
、
出
品
協
会
か
ら
絵
画
の
竹
内
栖
鳳
・
黒
田

清
輝
な
ど
と
も
に
、
彫
刻
分
野
で
は
唯
一
ひ
と
り
碌
山
に
出
品
が
依
頼
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
よ
り
前
の
十
一
月
頃
、
碌
山
に
よ
っ
て
油
絵
の
《
宮
内
氏
像
》
が
制
作
さ
れ

て
い
ま
す
。
宮
内
良
助
の
性
格
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
描
か
れ
た
そ
う
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
日
英
博
覧
会
の
出
品
依
頼
よ
り
前
に
、
胸
像
制
作
の
依
頼

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
明
治
四
十
二
年
の
年
末
に
《
宮
内
氏
像
》
の
粘
土

像
が
仕
上
が
り
、
早
々
に
石
膏
像
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
翌
四
十
三
年
の
年
明
け
一
月

十
五
日
に
は
同
郷
の
後
輩
、
山
本
安
曇
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
《
宮
内
氏
像
》
が
完
成

し
ま
す
。
こ
れ
は
碌
山
の
安
曇
宛
の
葉
書
の
日
付
で
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
一
か
月
後
の
二
月
十
五
日
は
、
日
英
博
覧
会
の
会
場
の
あ
る
ロ
ン
ド
ン
へ
送

致
の
た
め
、
依
頼
し
た
作
品
が
横
浜
港
に
到
着
す
る
最
終
期
日
で
し
た
。
こ
う
し
て

《
宮
内
氏
像
》
は
横
浜
港
か
ら
日
本
郵
船
の
船
に
積
ま
れ
、
五
月
十
四
日
に
オ
ー
プ

ン
す
る
日
英
博
覧
会
に
展
示
さ
れ
る
た
め
イ
ギ
リ
ス
に
向
か
い
ま
す
。
そ
の
間
、
制

作
者
で
あ
る
碌
山
は
、
新
宿
中
村
屋
で
吐
血
し
、
四
月
二
十
二
日
に
亡
く
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
碌
山
が
日
英
博
覧
会
に
出
展
を
依
頼
さ
れ
、
出
港
ま

で
二
か
月
ち
ょ
っ
と
し
か
な
い
と
い
う
日
程
的
に
か
な
り
厳
し
い
な
か
で
、
制
作
中

写真⑩
大宮の庭に置かれた《宮内氏像》
昭和50年・加倉田信也撮影
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の
《
宮
内
氏
像
》
を
出
品
す
る
こ
と
を
決
め
、
鋳
造
を
後
輩
に
依
頼
し
て
、
期
日
に

間
に
合
わ
せ
て
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
物
が
把
握
し
に
く
い
と
い
っ
て
良
助

の
肖
像
を
ま
ず
油
絵
で
描
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
恩
師
ロ
ダ
ン
の
作
品

《
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
胸
像
》
に
よ
く
似
た
腕
の
な
い
裸
体
の
胸
像

を
作
り
上
げ
、
日
英
博
覧
会
に
出
品
さ
せ
ま
し
た
。

　

私
は
美
術
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、
碌
山
の
作
品
に
つ
い
て
も
素
人
で
す
が
、
碌

山
の
作
品
群
の
な
か
で
《
宮
内
氏
像
》
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
注
目

し
て
い
た
だ
く
と
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
師
匠
で

あ
る
ロ
ダ
ン
の
作
品
《
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
胸
像
》
に
よ
く
似
せ
た

作
品
を
、
そ
の
作
品
を
目
に
す
る
人
々
が
日
本
よ
り
ず
っ
と
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開

か
れ
る
展
覧
会
に
出
そ
う
と
し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

だ
い
た
い
依
頼
の
肖
像
銅
像
に
服
を
着
せ
な
い
、
裸
像
と
い
う
の
は
か
な
り
珍
し
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。《
北
條
虎
吉
像
》
は
着
物
を
着
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

点
か
ら
考
え
て
も
、
良
助
は
依
頼
者
の
思
惑
を
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な

注
文
主
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。《
宮
内
氏
像
》
は
芸
術
性
が
優
先
さ
れ
、

碌
山
の
意
図
が
強
く
反
映
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
の

碌
山
の
彫
刻
に
対
す
る
考
え
を
検
討
す
る
材
料
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、《
宮
内
氏
像
》
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
碌
山
が
付
け
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
英
博
覧
会
出
品
協
会
よ
り
新
美
術
の
彫
刻
の
分
野
で

記
念
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
が
、『
日
英
博
覧
会
授
賞
人
名
録
』
と
い
う
冊
子
に
は
、

出
品
人
を
「
東
京　

荻
原
守
衛
」、
品
名
に
は
「
銅
像　

自
作
」
と
記
さ
れ
、《
宮
内

氏
像
》
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
像
の
背
面
に
は
「
宮
内
良
助　

当
時
四
十
二
才　

09　

碌
山
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
碌
山
本
人
が
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
て
い

た
ら
、《
北
條
虎
吉
像
》
同
様
に
《
宮
内
良
助
像
》
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

日
英
博
覧
会
の
開
催
は
約
五
か
月
間
で
、
十
月
二
十
九
日
に
閉
幕
し
ま
す
。
閉
会

後
、
送
還
品
は
荷
造
り
に
一
か
月
を
要
し
、
三
回
に
分
け
て
日
本
郵
船
の
船
便
で
日

本
に
戻
り
ま
す
。《
宮
内
氏
像
》
も
明
治
四
十
四
年
の
早
春
以
降
に
横
浜
港
に
戻
り
、

よ
う
や
く
自
分
を
モ
デ
ル
に
し
た
胸
像
を
良
助
は
初
め
て
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
頼
み
込
ま
れ
て
出
資
し
て
制
作
し
て
も
ら
っ
た
銅
像
は
、
日
程
的

に
考
え
る
と
、
良
助
は
一
度
も
見
な
い
ま
ま
ロ
ン
ド
ン
に
旅
立
っ
た
可
能
性
が
た
か

く
、
さ
ら
に
、
そ
の
間
に
制
作
者
の
碌
山
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
一
年
以
上
た
っ

て
よ
う
や
く
遠
い
欧
州
の
地
か
ら
帰
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
本
十
さ
ん
と
し
て
は
面

目
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
良
助
が
帝
国
製
帽
株
式
会
社
と
特
約
店
契
約
を
果

た
し
た
絶
頂
期
に
、
日
本
橋
通
塩
町
の
植
草
屋
に
《
宮
内
氏
像
》
が
設
置
さ
れ
た
の

は
幸
い
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
日
英
博
覧
会
出
品
協
会
か
ら
戻
さ
れ
た
作
品
を
植
草

屋
に
設
置
す
る
な
ど
の
諸
手
配
は
、
本
十
さ
ん
が
や
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
三
年
後
の
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
良
助
は
破
産
し
ま
す
。

帝
国
製
帽
と
契
約
し
て
辛
亥
革
命
前
後
に
帽
子
を
売
り
ま
く
り
ま
す
が
、
大
正
に
入

る
頃
よ
り
製
品
が
余
り
だ
し
、
上
海
に
あ
っ
た
倉
庫
に
中
折
帽
が
大
量
に
残
っ
て
し

ま
い
、
処
分
で
き
な
い
ま
ま
破
産
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
し
た
。
日
本
橋
通
塩
町
の

土
地
と
家
屋
を
売
る
こ
と
で
負
債
を
整
理
し
、
浅
草
橋
駅
近
く
に
小
さ
い
小
さ
い
店

舗
兼
住
居
を
借
り
ま
す
が
、
そ
こ
は
本
十
さ
ん
の
店
舗
近
く
な
の
で
本
十
さ
ん
に
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
浅
草
橋
駅
一
帯
は
戦
災
で
焼
け
て
い
る
も

の
の
、
今
で
も
だ
い
た
い
同
じ
区
画
で
建
物
が
再
建
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
店

舗
の
跡
地
を
見
に
行
っ
た
ら
、
本
当
に
小
さ
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
育
っ
た
良
助
の
孫
の
良
雄
や
そ
の
妹
の
キ
ク
に
聞
い
て
も
、
そ
の
店
舗
兼

住
宅
に
《
宮
内
氏
像
》
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
家
族
と
数
人
の
使

用
人
、
さ
ら
に
親
類
や
知
人
の
寄
宿
人
が
お
り
、
ど
う
や
っ
て
布
団
を
敷
い
て
い
た

の
か
も
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
狭
い
家
で
あ
っ
た
よ
う
で
、《
宮
内
氏
像
》
を
置
く
ス

ペ
ー
ス
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
日
英
博
覧
会
か
ら
戻
っ
て

き
て
三
年
間
は
日
本
橋
の
大
き
な
家
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
あ
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と
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。《
宮
内
氏
像
》
が
ど
こ

に
あ
っ
た
か
宮
内
家
で
も
つ
か

め
て
い
ま
せ
ん
。
関
東
大
震
災

後
に
南
葛
飾
郡
（
昭
和
七
年
、

東
京
市
に
編
入
）
小
岩
町
に
建

て
た
住
居
で
、
の
ち
に
良
助
の

隠
居
所
と
な
る
家
は
九
百
坪
ほ

ど
の
大
き
な
敷
地
だ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
そ
こ
に
も
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
（
写
真
⑪
）。

　

と
い
う
こ
と
で
、
浅
草
橋
時

代
か
ら
二
十
八
年
の
あ
い
だ
、

《
宮
内
氏
像
》
は
行
方
不
明
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
、
モ
デ
ル
で
も
あ
り
出
資
者
で
も
あ
っ

た
宮
内
家
初
代
の
良
助
は
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
、
満
六
十
六
歳
で
亡
く
な
り

ま
す
。

旅
は
つ
づ
く

　

二
十
八
年
の
あ
い
だ
所
在
が
つ
か
め
な
い
像
が
、
再
度
、
後
世
の
私
た
ち
の
前
に

登
場
す
る
の
は
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
宮
内
家
が
埼
玉
県
の
大
宮
駅
近
く
に
、

疎
開
先
と
し
て
敷
地
面
積
三
百
坪
も
あ
る
大
き
な
家
に
転
居
す
る
直
前
で
す
。
六
月

二
十
八
日
、
写
真
家
の
土
門
拳
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
写
真
（
写
真

⑫
）
が
、
良
助
の
長
男
で
あ
る
治
良
の
遺
品
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

に
は
菩
提
寺
の
日
暮
里
駅
前
に
あ
る
本
行
寺
の
宮
内
家
の
墓
地
内
に
、
立
派
な
台
座

に
載
っ
た
《
宮
内
氏
像
》
が
家
族
と
と
も
に
写
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
場
所
に
《
宮
内

氏
像
》
が
い
つ
か
ら

あ
っ
た
か
は
不
明
で
す

が
、
治
良
は
父
良
助
の

命
日
に
は
必
ず
家
族

揃
っ
て
墓
参
り
を
し
て

い
た
の
で
、
こ
の
墓
に

像
が
長
年
置
か
れ
て
い

れ
ば
、
治
良
の
妻
や
子

供
た
ち
の
記
憶
に
残
っ

た
は
ず
で
す
が
、
父
や

叔
母
に
は
全
く
そ
の
よ

う
な
記
憶
は
な
い
そ
う

な
の
で
、
本
行
寺
に
設

置
さ
れ
た
の
は
、
ほ
ん

の
一
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
撮
影
の
二
か
月
後
の
八
月
末
に
は
、
浅
草
橋
の
店
舗
は
そ
の
ま
ま
に
、
治
良

は
疎
開
先
と
し
て
埼
玉
県
の
大
宮
駅
近
く
の
三
百
坪
の
借
地
に
建
つ
家
を
購
入
し
、

九
月
末
に
妻
の
コ
ト
と
小
学
生
の
二
女
の
キ
ク
が
《
宮
内
氏
像
》
と
と
も
に
転
居
し

ま
す
。
東
京
の
学
校
に
通
っ
て
い
た
長
男
良
雄
・
長
女
テ
ル
子
・
二
男
仙
治
は
空
襲

が
激
し
く
な
っ
て
か
ら
移
り
住
み
、
治
良
は
昭
和
二
十
年
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲

で
浅
草
橋
の
店
舗
が
焼
け
落
ち
る
ま
で
は
大
宮
の
家
と
を
行
き
来
し
な
が
ら
商
売
を

つ
づ
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

戦
後
に
な
り
、
作
庭
が
趣
味
の
治
良
の
友
人
が
庭
づ
く
り
を
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
お
願
い
し
ま
す
。
大
宮
に
運
ば
れ
、
金
属
供
出
を
免
れ
る
た
め
に
屋
内
に
梱
包
さ

れ
た
ま
ま
置
か
れ
て
い
た
《
宮
内
氏
像
》
は
、
作
庭
後
に
応
接
間
で
あ
る
洋
館
風
の

写真⑪
宮内家一族・小岩の隠居所にて（前列中央の紋付の男性が良助）
昭和10年
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窓
の
近
く
に
設
置
さ
れ
た

台
座
上
に
移
さ
れ
ま
す
。

台
座
の
周
り
に
は
ボ
ケ
の

木
や
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
な

ど
が
植
え
ら
れ
、
ち
ょ
っ

と
し
た
顕
彰
コ
ー
ナ
ー
の

よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。《
宮
内
氏
像
》
は
一
五
〇
セ
ン
チ
程
の
台
座
に
乗
せ
ら
れ
、
宮
内
家
の
初

代
と
し
て
威
厳
あ
る
姿
で
子
や
孫
た
ち
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
の
で
し
た

（
写
真
⑬
）。
そ
し
て
三
十
六
年
の
あ
い
だ
平
安
な
日
々
が
つ
づ
き
ま
す
。

　

昭
和
五
十
四
年
、
宮
内
家
は
大
宮
の
家
か
ら
東
京
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
転
居
し
ま
す
。

大
宮
駅
前
が
都
市
再
開
発
に
と
も
な
っ
て
商
業
地
に
地
目
が
変
換
さ
れ
、
住
宅
と
し

て
住
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
す
。《
宮
内
氏
像
》、
私

た
ち
の
《
お
じ
い
さ
ん
》
は
高

い
台
座
か
ら
下
ろ
さ
れ
、
お
風

呂
場
で
あ
ち
こ
ち
に
つ
い
て
い

た
鳥
の
糞
な
ど
を
洗
い
流
さ
れ

て
キ
レ
イ
に
な
り
、
東
京
信
濃

町
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
リ
ビ
ン
グ

ル
ー
ム
の
ス
ピ
ー
カ
ー
の
上
に

置
か
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
東
京

市
谷
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
転
居
し

ま
す
が
、
置
か
れ
る
場
所
は
ス

ピ
ー
カ
ー
上
と
変
わ
り
な
く
、

孫
や
ひ
孫
が
囲
む
食
卓
と
同
じ

目
線
で
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
⑭
）。

　

一
昨
年
の
二
〇
二
〇
年
四
月
に
良
助
の
孫
で
あ
る
私
の
父
が
亡
く
な
り
、
生
前
か

ら
自
分
が
亡
く
な
っ
た
ら
寄
贈
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
、
昨
年
一
月
、
こ
ち
ら

の
碌
山
美
術
館
に
お
引
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
《
お
じ
い
さ
ん
》
の
長

い
旅
は
お
わ
り
を
迎
え
た
わ
け
で
す
。

空
白
の
二
十
八
年
間

　

と
こ
ろ
で
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
か
ら
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
ま
で
の

二
十
八
年
間
、
う
ち
の
《
お
じ
い
さ
ん
》
は
、
ど
こ
に
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

『
東
京
商
人
の
生
活
と
文
化
』
を
書
き
終
え
、
そ
の
二
十
八
年
間
の
空
白
の
存
在

を
知
っ
た
私
は
、
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
の
春
に
届
い
た
『
碌
山
美
術
館
報
』

を
見
て
、
飛
び
上
が
る
ほ
ど
驚
き
ま
し
た
。
館
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
挿
絵
写
真
に

《
お
じ
い
さ
ん
》
が
写
っ
て
い

た
の
で
す
（
写
真
⑮
）。
大
正

四
年
に
新
宿
中
村
屋
に
保
管
展

示
さ
れ
て
い
た
碌
山
の
作
品
が

碌
山
の
生
家
で
も
あ
る
長
兄
の

十
重
十
さ
ん
の
家
に
移
さ
れ
、

庭
に
別
棟
を
建
て
碌
山
館
と
称

し
て
作
品
を
公
開
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
内
部
を
写
し
た
写
真

に
《
宮
内
氏
像
》
が
写
っ
て
い

ま
し
た
。
モ
ノ
ク
ロ
写
真
で
す

の
で
石
膏
像
と
の
区
別
が
つ
き

に
く
い
の
で
す
が
、《
宮
内
氏

像
》
は
石
膏
像
と
銅
像
の
二
体

写真⑬
大宮の庭の《宮内氏像》と
孫の良雄
昭和47年

写真⑭
市谷のマンションにて正月を祝う
平成23年

写真⑮
荻原家にあった碌山館の作品群
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が
一
枚
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
間
違
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
早
々
に

碌
山
美
術
館
の
学
芸
員
の
武
井
さ
ん
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
撮
影
年
は
不
明
だ

と
の
こ
と
。
勢
い
込
ん
だ
私
と
し
て
は
ガ
ッ
ク
リ
と
肩
が
落
ち
る
気
分
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
手
が
か
り
を
摑
ん
だ
思
い
で
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

宮
内
家
の
《
宮
内
氏
像
》
に
関
す
る
こ
と
は
、
ず
っ
と
本
十
さ
ん
の
お
宅
が
、
対

外
的
に
は
窓
口
に
な
っ
て
い
た
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
宮
内
家
が
破
産
し
、
抵
当
に

入
っ
て
い
た
日
本
橋
の
大
き
な
家
を
な
く
し
た
と
き
、
本
十
さ
ん
が
借
家
の
店
舗
を

紹
介
し
て
く
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
に
、
行
き
場
を
失
っ
た
《
宮
内
氏

像
》
を
、
穂
高
の
実
家
に
設
け
ら
れ
た
碌
山
館
が
預
か
る
と
い
う
案
を
出
し
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
疎
開
先
と
は
い
え
大
宮
駅
近
く
の
大
き
な
庭
を
も
つ
家
に
移
る
こ
と
に

な
り
、
よ
う
や
く
《
宮
内
氏
像
》
を
引
き
取
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
ょ
う
。
昭
和
十

六
年
に
公
布
さ
れ
た
金
属
類
回
収
令
に
よ
る
金
属
供
出
の
締
め
付
け
が
戦
況
の
悪
化

と
と
も
に
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
碌
山
館
で
《
宮
内
氏
像
》
を
持
ち
き
れ
な
い
と
い

う
事
情
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
、
こ
の
穂
高
の
地
か
ら
東
京
に

運
び
、
一
旦
、
菩
提
寺
の
本
行
寺
に
置
き
、
そ
し
て
大
宮
に
移
動
さ
せ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
大
宮
の
家
を
決
め
る
と
き
、
本
行
寺
の
住
職
に
相
談
し
た
と
い
う
経
緯
も

あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
で
本
行
寺
で
の
記
念
撮
影
が
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
父
か
ら
の
情
報
で
は
「
お
じ
い
さ
ん
は
自
分
で
稼
い
で
い
た
」
と
い

う
不
思
議
な
言
い
伝
え
が
我
が
家
に
あ
る
そ
う
で
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
も

知
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
良
助
の
隠
居
所
で
あ
っ
た
小
岩
の
家
は
九
百
坪
も

の
大
き
な
敷
地
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、《
宮
内
氏
像
》
が
置
か
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
も
疑
問
が
残
り
ま
す
。
今
後
の
解
明
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

お
わ
り
に

　

《
宮
内
氏
像
》
は
、
彫
刻
家
荻
原
碌
山
と
日
本
橋
の
帽
子
卸
商
の
宮
内
良
助
が
出

会
う
こ
と
で
誕
生
し
た
銅
像
で
す
。
こ
の
二
人
の
あ
い
だ
に
は
、
碌
山
の
兄
で
あ
り

帽
子
付
属
商
で
あ
っ
た
荻
原
本
十
が
い
ま
し
た
。
も
う
一
歩
突
き
詰
め
て
い
う
な
ら

ば
、
近
代
社
会
の
多
く
の
人
々
が
求
め
た
帽
子
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な

か
っ
た
彫
刻
作
品
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
、
碌
山
生
前
に
鋳
造
さ
れ
た
、

た
っ
た
二
つ
の
作
品
《
北
條
虎
吉
像
》
と
《
宮
内
氏
像
》
が
、
二
つ
と
も
に
帽
子
が

介
在
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
碌
山
彫
刻
は
帽
子
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
出
現
し

な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
碌
山
を
支
援
し
つ
づ
け
た
本
十
さ

ん
が
帽
子
商
だ
か
ら
当
然
と
は
い
え
、
碌
山
が
最
も
活
躍
し
た
時
代
、
帰
国
し
て
か

ら
亡
く
な
る
ま
で
の
た
っ
た
二
年
間
が
、
日
本
の
帽
子
業
界
が
急
速
に
拡
大
し
た
と

き
と
一
致
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
み
出
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
十
重
十
さ
ん
は
じ
め
荻
原
家
の
兄
弟
仲
が
良
く
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
や
、

中
村
屋
サ
ロ
ン
の
存
在
も
重
要
な
要
素
で
は
あ
り
ま
す
が
。

　

芸
術
作
品
は
、
そ
の
芸
術
そ
の
も
の
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
動
き
の

な
か
で
考
え
て
い
く
と
き
、
ま
た
違
っ
た
側
面
か
ら
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

一
例
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
、
雑
駁
な
が
ら
、
こ
れ
で
私
の
は
な
し
を
お
わ
り
に
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
た
ち
の
《
お
じ
い
さ
ん
》、
碌
山
生
前
の
鋳
造
作
品
で
あ
る
《
宮
内

氏
像
》
を
、
私
た
ち
一
家
は
お
嫁
に
出
す
よ
う
な
気
持
ち
で
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
お
は
な
し
し
て
き
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
旅
を
し
て
き
た
銅
像

で
す
が
、
こ
の
穂
高
の
碌
山
美
術
館
を
安
住
の
地
と
し
て
、
末
永
く
大
切
に
保
管
し
、

か
つ
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
ど
う
か
《
お
じ
い
さ
ん
》

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

補�

注
：
講
演
終
了
後
に
、
高
村
光
太
郎
連
翹
忌
運
営
委
員
会
代
表
の
小
山
弘
明
氏
よ

り
、
戦
時
中
の
金
属
供
出
を
ど
う
乗
り
切
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
ご
質
問
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
叔
母
（
宮
内
キ
ク
）
に
問
合
せ
し
た
結
果
を
文
字
化
す
る
に
あ

た
っ
て
加
筆
し
ま
し
た
。
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