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古
代
学
協
会
の
所
蔵
資
料
に
二

点
、
平
安
時
代
後
期
の
年
記
を
持
つ

大
般
若
経
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
古

写
経
に
焦
点
を
当
て
た
展
覧
会
「
信

仰
の
美
―
筆
に
託
し
た
祈
り
の
世
界

―
」
を
、
こ
の
た
び
京
都
文
化
博
物

館
で
開
催
し
た
た
め
、
あ
ら
た
め

て
、
両
資
料
の
紹
介
を
行
い
た
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
大
般
若
経

は
、
全
六
〇
〇
巻
で

構
成
さ
れ
る
大
部
の

大
乗
経
典
で
あ
り
、

わ
が
国
へ
の
伝
来
以

降
、
僧
俗
の
あ
い
だ

で
盛
ん
に
書
写
さ
れ
た
。
こ
こ
に
紹

介
す
る
両
資
料
に
は
、
書
写
時
の
奥

書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
制
作
年
の
ほ

か
、
関
係
者
の
名
な
ど
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
の
大
般

若
経
は
、「
大
蔵
寺
経
」
な
ど
と
通

称
さ
れ
る
大
般
若
経
の
一
巻
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
神
前
法
楽
の
た
め

古
代
学
協
会
所
蔵

に
和
泉
国
内
で
勧
進
書
写
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
各
紙
紙
背
に
捺
さ
れ
た

朱
の
多
宝
塔
印
が
特
徴
で
あ
る
。
幸

い
、
五
三
〇
巻
に
も
の
ぼ
る
本
品
の

僚
巻
が
、
奈
良
県
五
條
市
の
満
願
寺

に
伝
来
し
て
お
り
（
一
括
で
重
要
文

化
財
指
定
）、
書
写
事
業
の
全
体
像

を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

本
品
の
奥
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
調

査
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
結
縁
者
の

名
も
見
え
、
独
自
の
情
報
と
し
て
貴

重
で
あ
る
。

久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
の
大
般

若
経
は
、「
川
合
宮
一
筆
経
」
な
ど

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
願
空
な

る
僧
が
独
力
で
全
巻
書
写
し
た
大
般

若
経
で
あ
り
、
川
合
宮
こ
と
廣
瀬
神

社
（
廣
瀬
大
社
・
奈
良
県
河
合
町
）

の
神
宮
寺
経
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
筆
大
般
若
経
の
な
か
で
は
、
早
例

に
属
す
る
。
諸
所
分
蔵
の
僚
巻
か
ら

浮
か
び
上
が
る
書
写
事
業
の
様
相
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
柔
ら
か
く
優
美

な
書
体
も
本
品
の
魅
力
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
巻
は
、
仏
典
の
書
写

事
業
が
再
び
勢
い
を
取
り
戻
す
平
安

時
代
後
期
の
遺
例
と
し
て
、
ま
こ
と

に
高
い
価
値
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。

                 

佐
藤

稜
介

                 

（
京
都
文
化
博
物
館
）

大
般
若
経
巻
第
五
百
八
十
（
永
久
三
年
）

大
般
若
経
巻
第
百
三
十
五
（
久
寿
二
年
）

『大般若経巻第五百八十』（巻末）

『大般若経巻第百三十五』（巻末）
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行
な
う
場
合
に
は
不
可
欠
な
作
業
だ
。

京
都
の
よ
う
に
、
陶
芸
家
や
京
都
市
産

業
技
術
研
究
所
窯
業
チ
ー
ム
が
身
近
に
あ

る
場
合
、
共
同
研
究
を
進
め
、
情
報
の
共

有
を
図
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
だ
と
思

う
。
京
都
市
産
業
技
術
研
究
所
は
、
い
く

つ
か
の
発
掘
調
査
で
聚
楽
土
の
採
集
と
分

析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
聚

楽
土
で
も
採
集
地
点
に
よ
っ
て
性
質
が
違

う
こ
と
、
全
国
各
地
の
粘
土
と
比
較
し
て

も
同
じ
性
質
・
成
分
の
土
が
な
い
京
都
盆

地
独
特
の
土
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
京
焼
陶
工
の
中
に
は
、
自

ら
土
を
採
集
し
て
調
製
・
製
作
し
て
い
る

方
が
い
る
。
そ
の
方
々
に
粘
土
を
提
供
す

れ
ば
、
共
同
研
究
や
情
報
交
換
が
で
き

る
。
彼
ら
に
と
っ
て
も
京
都
の
土
の
情
報

は
有
用
な
も
の
だ
。
一
般
的
に
発
掘
担
当

者
は
「
開
発
」
に
追
わ
れ
、
民
俗
調
査
や

製
作
・
焼
成
実
験
を
十
分
に
行
な
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
補
い
、
有
効
な
情

報
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
、
伝
統
工
芸

と
の
共
同
研
究
だ
と
思
う
。

   

歴
史
的
自
然
資
源

「
楽
焼
」
が
聚
楽
第
の
土
で
作
ら
れ
た

こ
と
は
有
名
だ
。
土
壁
の
「
聚
楽
壁
」
も

同
様
だ
。
お
そ
ら
く
、
聚
楽
第
の
建
設
工

事
中
、
堀
を
掘
削
し
て
で
て
き
た
赤
土
で

土
壁
や
茶
碗
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
世

に
な
れ
ば
、
そ
の
場
所
の
土
を
使
用
し
た

こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。

  

岡
佳
子
氏
に
よ
る
と
、
京
焼
の
多
く
は

穴
」
や
「
ゴ
ミ
穴
」
が
多
数
検
出
さ
れ
る

こ
と
が
一
般
的
だ
。
土
を
採
掘
し
た
後
、

そ
の
窪
地
に
ゴ
ミ
を
捨
て
た
と
理
解
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。

「
土
」
は
壁
土
や
屋
根
の
置
き
土
、
カ

マ
ド
・
土
間
な
ど
、
多
様
な
建
築
資
材
と

し
て
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
に
は
陶
土

と
し
て
利
用
で
き
る
土
も
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、「
土
取
り
穴
」
で
採

掘
し
た
土
の
利
用
方
法
も
、
発
掘
調
査
で

明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
で

き
れ
ば
、
土
地
利
用
の
実
態
を
よ
り
詳
細

に
明
ら
か
に
で
き
る
。
注
意
深
く
観
察
す

れ
ば
、
多
く
の
「
土
取
り
穴
」
は
地
層
が

変
化
し
た
場
所
で
採
掘
を
止
め
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
目
的
と
す
る

「
土
」
が
あ
り
、
そ
の
土
が
途
切
れ
た
た

め
、
採
掘
を
止
め
た
の
だ
ろ
う
。
発
掘
現

場
に
は
「
土
の
取
り
残
し
」
し
か
残
さ
れ

な
い
が
、
そ
の
「
取
り
残
し
」
か
ら
、
目

的
と
し
た
土
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
然
資
源
を
活

用
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
具
体
像
は
発
掘
調
査
に

と
っ
て
も
重
要
な
視
点
だ
と
思
う
。

   
伝
統
工
芸
と
の
共
同
研
究

発
掘
現
場
で
は
「
陶
土
」
か
、「
陶
土

に
な
り
得
な
い
粘
土
」
か
を
識
別
す
る
こ

と
は
困
難
だ
。
陶
芸
家
で
す
ら
製
作
・
焼

成
し
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
が
多
い
。
発

掘
担
当
者
に
は
荷
が
重
い
判
断
だ
が
、
京

都
を
は
じ
め
、
窯
業
産
地
の
発
掘
調
査
を

   

考
古
学
と
伝
統
工
芸

  

発
掘
調
査
で
出
土
す
る
遺
物
は
基
本
的

に
伝
統
工
芸
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
土

地
の
伝
統
工
芸
と
考
古
学
が
深
く
結
び
つ

け
ば
、
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
伝
統

工
芸
の
多
く
は
近
世
以
前
に
遡
る
歴
史
を

も
っ
て
い
る
。
発
掘
調
査
で
は
、
そ
の
技

術
や
素
材
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
る
。
考

古
学
研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、
出
土
品
の
解

釈
を
進
め
る
上
で
、
伝
統
工
芸
に
関
わ
っ

た
人
々
と
の
対
話
が
有
意
義
で
参
考
に
な

る
。地

域
史
研
究
の
場
で
は
、
地
域
住
民
と

の
情
報
交
換
・
対
話
が
大
き
な
意
味
を
も

つ
が
、
そ
の
中
に
は
伝
統
工
芸
に
関
わ
る

専
門
家
も
含
め
る
べ
き
だ
。
京
都
は
今
も

多
く
の
伝
統
工
芸
が
残
り
、
民
俗
考
古
学

の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
は
極
め
て
恵
ま
れ

た
土
地
で
あ
る
。

尾
形
深
省
﹃
陶
工
必
用
﹄
に
見
る

   

京
都
の
土

  

尾
形(

乾
山(

深
省
は
『
陶
工
必
用
』

と
い
う
秘
伝
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
書

に
は
彼
の
師
匠
で
あ
る
野
々
村
仁
清
の
秘

伝
書
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
共
に
京

都
・
黒
谷
の
陶
土
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
京
都
の
粘
土
に
つ
い

て
、
そ
の
利
用
方
法
や
ブ
レ
ン
ド
方
法
や

比
率
に
つ
い
て
実
に
詳
細
に
記
録
し
て
い

る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
紹
介
さ
れ
て

い
る
原
料
の
ほ
と
ん
ど
は
京
都
と
そ
の
近

辺
の
も
の
で
あ
り
、
黒
谷
・
深
草
・
日
ノ

岡
な
ど
、
今
で
も
わ
か
る
地
名
が
沢
山
で

て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
特
徴
を

も
っ
て
お
り
、
質
も
多
様
で
あ
り
、
仁
清

と
深
省
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
見
分
け

て
、
上
手
に
調
製
し
、
使
い
分
け
て
い
た
。

現
在
、
陶
芸
家
で
す
ら
「
京
都
に
は
土
が

な
い
」
と
言
う
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は

都
市
化
に
よ
っ
て
陶
土
の
採
集
が
困
難
に

な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
京
都
市
は
瓦
や
須

恵
器
の
窯
も
多
く
、
平
安
京
以
前
か
ら
近

世
に
至
る
ま
で
、
陶
土
に
恵
ま
れ
た
土
地

だ
っ
た
。
発
掘
現
場
を
見
る
限
り
、
そ
の

粘
土
が
取
り
尽
く
さ
れ
、
枯
渇
し
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
私
は
そ

れ
ら
を
陶
土
と
し
て
使
っ
て
き
た
が
、
尾

形
深
省
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
地

点
や
地
層
に
よ
っ
て
粘
土
の
性
質
が
多
様

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

  

陶
土
や
建
築
資
材
と
し
て
の
土

  

京
都
市
内
の
発
掘
現
場
で
は
「
土
取
り

発
掘
調
査
と
歴
史
的
自
然
資
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
立

雅
朗

立
命
館
大
学
教
授
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寺
社
な
ど
の
庇
護
の
も
と
、
そ
の
領
地
の

土
を
拝
領
し
て
製
作
さ
れ
は
じ
め
た
も
の

が
多
い
。
京
焼
は
「
土
」
を
は
じ
め
と
し

て
そ
の
土
地
の
領
主
と
の
関
係
性
が
重
視

さ
れ
た
焼
き
物
だ
っ
た
。
単
な
る
自
然
資

源
で
は
な
い
。
少
し
や
や
こ
し
い
呼
び
方

だ
が
、
こ
う
し
た
資
源
を
「
歴
史
的
自
然

資
源
」
と
呼
び
た
い
。

た
だ
し
、
京
焼
は
中
国
・
韓
国
の
焼
き

物
を
如
何
に
模
倣
す
る
か
が
重
要
だ
っ

た
。
地
元
の
土
の
味
を
活
か
す
の
で
は
な

く
、
土
の
ブ
レ
ン
ド
技
術
を
発
達
さ
せ
、

目
的
と
す
る
土
味
を
作
り
出
す
こ
と
に
力

を
尽
く
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ブ
レ
ン
ド
技

術
は
『
陶
工
必
用
』
以
来
、
現
在
の
京
焼

に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
聚
楽
土
や
粟

田
土
は
採
取
が
困
難
だ
が
、
他
産
地
の
粘

土
を
ブ
レ
ン
ド
し
、
本
来
と
同
じ
成
分
・

性
質
の
陶
土
を
見
事
に
再
現
し
て
い
る
。

素
晴
ら
し
い
技
術
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
発
掘
現
場
や
工
事
現
場
で
確
認
さ
れ

る
、
本
物
の
京
都
の
歴
史
的
自
然
資
源
を

見
過
ご
し
に
す
る
の
は
不
可
思
議
な
こ
と

だ
。

  

発
掘
現
場
は
資
源
と
情
報
の
宝
庫

地
震
研
究
者
の
寒
川
旭
氏
は
「
発
掘
現

場
は
情
報
の
宝
庫
」
で
あ
り
、
多
く
の
分

野
の
方
々
が
活
用
す
べ
き
だ
と
提
言
し
て

い
る
。寒
川
旭
氏
は
謎
と
さ
れ
て
い
た「
底

の
な
い
溝
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
不
明
遺

構
が
、
地
震
痕
跡
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
地
震
研
究
者
で
な
け
れ
ば
理
解

で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
る
土

人
形
研
究
者
は
近
世
遺
跡
か
ら
多
量
に
出

土
す
る
土
人
形
を
前
に
し
て
「
今
後
は
発

掘
資
料
な
く
し
て
土
人
形
研
究
は
成
立
し

な
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
た
。
発
掘
資
料

が
、
伝
世
資
料
を
中
心
に
し
た
民
俗
学
研

究
よ
り
遥
か
に
豊
富
な
資
料
で
あ
り
、
ど

の
時
期
か
が
明
確
に
わ
か
る
か
ら
だ
。
考

古
学
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
土
人
形
の
民

俗
研
究
は
出
土
品
の
意
味
を
検
討
す
る
重

要
な
情
報
だ
。

こ
れ
以
外
に
も
従
来
の
考
古
学
研
究
だ

け
で
は
理
解
で
き
な
い
多
様
な
情
報
は
数

多
い
。
遺
跡
の
価
値
を
評
価
す
る
た
め
に

は
、
発
掘
現
場
を
広
く
公
開
し
、
多
様
な

意
見
を
聞
き
取
る
し
か
な
い
。

  

考
古
学
以
外
の
専
門
分
野
の
方
々
が
寄

せ
る
熱
い
思
い
に
触
れ
た
と
き
、
こ
れ
ま

で
、
発
掘
現
場
で
如
何
に
重
要
な
情
報
を

捨
て
続
け
て
き
た
の
か
、
否
応
な
く
気
付

か
さ
れ
る
。
発
掘
担
当
者
は
「
遺
跡
」
を

独
占
し
、
遺
跡
の
本
来
の
価
値
を
狭
め
閉

ざ
し
て
き
た
と
批
判
さ
れ
て
も
言
い
訳
が

で
き
な
い
。
発
掘
現
場
を
開
放
し
、
多
く

の
分
野
の
方
々
が
今
よ
り
自
由
に
研
究
が

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。

そ
う
し
た
試
み
は
、
発
掘
現
場
の
担
当

者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
に

な
い
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
同
時
に
、「
遺
跡
の
良
き
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
」
と
し
て
、
遺
跡
の
価
値
を
大
き

く
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

   

「
国
民
共
有
の
財
産
」

文
化
庁
に
よ
れ
ば
、「
埋
蔵
文
化
財
は

貴
重
な
国
民
共
有
の
財
産
で
す
。
大
切
に

保
存
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
公
開

す
る
な
ど
活
用
に
努
め
る
必
要
が
」
あ

り
、
ど
う
し
て
も
「
遺
跡
を
現
状
の
ま
ま

保
存
で
き
な
い
場
合
に
は
事
前
に
発
掘
調

査
を
行
っ
て
遺
跡
の
記
録
を
残
し
（
記
録

保
存
）、
そ
の
経
費
に
つ
い
て
は
開
発
事

業
者
に
協
力
を
求
め
て
い
」
る
と
い
う
。

（h
ttp

s://w
w

w
.b

u
n

ka.go
.jp

/
seisaku/bunkazai/shokai/m

aizo.
htm

l
2023

年4

月30

日
閲
覧
）。

「
記
録
保
存
」
を
行
う
発
掘
現
場
で
は
、

重
要
な
情
報
や
遺
構
・
遺
物
の
記
録
保
存

に
努
め
る
が
、
す
べ
て
の
情
報
が
国
民
に

公
開
さ
れ
、
国
民
共
有
の
財
産
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
発
掘
調
査

技
術
や
体
制
で
は
、
そ
の
価
値
を
知
ら
れ

ず
に
失
わ
れ
て
い
る
モ
ノ
や
情
報
が
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
の
中
の
一
つ
に
「
自
然
資
源
」
が
あ

る
。
土
や
石
や
砂
も
、
人
々
が
活
用
し
た

大
切
な
資
源
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
京
都
の

自
然
資
源
で
作
ら
れ
た
文
化
遺
産
の
維
持

管
理
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
京
都

周
辺
の
歴
史
的
自
然
資
源
が
欠
か
せ
な

い
。

   

「
京
都
の
土
」
を
活
用
す
る

       

シ
ス
テ
ム
作
り

発
掘
現
場
で
も
工
事
現
場
で
も
、
粘
土

は
扱
い
が
面
倒
で
、
作
業
効
率
が
落
ち

る
。
し
か
し
、
も
し
、
そ
れ
が
土
壁
な
ど

の
土
木
資
源
や
陶
土
と
し
て
使
用
可
能

だ
っ
た
場
合
、
有
用
な
自
然
資
源
に
な

る
。
さ
ら
に
、
歴
史
事
象
や
遺
跡
に
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
歴
史
的
自

然
資
源
と
呼
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま

で
、
発
掘
現
場
で
は
こ
う
し
た
資
源
を
工

事
現
場
に
捨
て
て
き
た
。
陶
芸
家
を
は
じ

め
と
す
る
多
様
な
方
々
に
活
用
し
て
頂
け

れ
ば
、
新
し
い
活
用
方
法
を
展
開
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、「
土
の
価
値
」
を
知
る
多

様
な
方
々
と
の
情
報
交
換
に
よ
っ
て
、
よ

り
深
く
豊
か
な
研
究
へ
と
発
展
で
き
る
。

今
の
と
こ
ろ
、「
京
都
の
土
」
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
呼
ん
で
、
私
が
勝
手
に
や
っ
て
い

る
程
度
だ
が
、
こ
れ
を
行
政
や
民
間
を
含

め
た
、
何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
に
発
展
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
京
都
の
伝
統
工
芸
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
大
き
く
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
京
焼
・
清
水
焼
研
究
に

と
っ
て
も
面
白
い
試
み
に
な
る
だ
ろ
う
。

実
は
、
土
だ
け
で
な
く
、
砂
や
石
も
同
様

だ
。遺

跡
地
図
の
整
備
と
遺
跡
の
保
存
は
進

ん
で
い
る
が
、
そ
れ
と
類
似
し
た
「
粘
土

地
図
」
も
し
く
は
「
歴
史
的
自
然
資
源
地

図
」
を
作
り
、
そ
の
保
存
と
活
用
を
行
な

う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
的

自
然
資
源
の
保
存
と
活
用
も
、
遺
跡
保
存

と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ

る
。



土　　　　　車 第　147　号

（4）

  
  

返
事
を
書
く
の
が
躊
躇
わ
れ
る
ほ
ど
に

達
筆
な
書
信
を
ま
め
に
下
さ
っ
た
永
井
さ

ん
だ
が
、
こ
の
数
年
の
年
賀
状
は
妹
さ
ん

の
代
筆
で
「
姉
は
元
気
に
し
て
い
ま
す
」

と
あ
り
、
今
年
の
に
は
「
姉
は
元
気
と
は

言
え
ま
せ
ん
が
、
今
年
九
十
八
歳
を
迎
え

何
と
か
生
き
て
お
り
ま
す
」
と
あ
っ
た
の

で
案
じ
て
い
た
。
そ
の
直
後
に
黄
泉
の
国

へ
旅
立
た
れ
た
（
二
〇
二
三
年
一
月
二
七

日
に
逝
去
、
九
七
歳
）。
歴
史
小
説
家
と

し
て
の
永
井
さ
ん
の
偉
大
な
功
績
は
メ

デ
ィ
ア
な
ど
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

も
あ
り
、
こ
こ
で
は
私
的
な
お
付
き
合
い

の
一
端
を
紹
介
し
て
想
い
出
と
さ
せ
て
い

た
だ
く
。

ご
主
人
を
語
ら
ず
し
て
永
井
さ
ん
は
語

れ
な
い
。
そ
れ
に
、
ご
主
人
は
「
家
内
と

私
は
一
心
同
体
」
と
よ
く
仰
っ
て
い
た
。

そ
の
ご
主
人
と
は
平
安
時
代
史
研
究
の
権

威
で
あ
り
、
後
年
に
清
泉
女
子
大
学
教
授

を
勤
め
ら
れ
、『
摂
関
時
代
史
論
集
』『
藤

原
行
成
』（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
）

な
ど
の
名
著
を
遺
さ
れ
た
黒
板
伸
夫
先
生

（
二
〇
一
五
年
に
九
二
歳
で
逝
去
）
で
あ

る
。
先
生
は
「
国
史
大
系
」
の
編
輯
者
で

東
大
教
授
で
あ
っ
た
黒
板
勝
美
博
士
の
甥

に
あ
た
り
、
先
生
が
東
大
の
国
史
学
科
に

合
格
し
た
こ
と
を
報
告
に
行
く
と
「
病
床

の
伯
父
が
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
」
と
申

さ
れ
て
い
た
。
先
生
は
卒
業
後
、
歴
史
の

研
究
者
に
な
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
父
の
会

社
（
機
械
関
係
）
を
継
が
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
方
向
へ
。
し
か
し
時
世
に
合
わ
ず
会

社
は
下
降
線
を
た
ど
り
、
つ
い
に
閉
め
る

こ
と
に
し
、
従
業
員
の
就
職
先
を
す
べ
て

世
話
し
た
う
え
で
閉
じ
た
、
と
申
さ
れ
て

い
た
。「
人
に
は
絶
対
に
迷
惑
を
か
け
な

い
」
を
信
条
と
さ
れ
て
い
た
先
生
の
お
人

柄
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

会
社
の
社
長
時
代
に
永
井
路
子
さ
ん
と

結
ば
れ
た
。
お
二
人
を
取
り
も
っ
た
の

は
、
愛
し
て
止
ま
な
い
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で

あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た

が
、
東
京
の
い
く
つ
か
の
大
学
（
永
井
さ

ん
は
東
京
女
子
大
学
国
文
科
、
瀬
戸
内
寂

聴
さ
ん
の
三
年
後
輩
）
の
学
生
が
集
ま
っ

て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
同
好
会
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
連
絡
の
遣
り
と
り

で
受
け
取
る
永
井
さ
ん
の
字
と
文
を
見
て

「
素
敵
な
女
性
」
と
想
像
し
て
い
た
と
こ

ろ
実
際
に
会
っ
た
時
に
大
し
た
こ
と
が
な

い
、
と
知
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
、

美
し
い
才
女
が
目
の
前
で
書
い
て
い
る
字

を
見
て
、
こ
の
人
が
永
井
路
子
だ
、
と
。

つ
ま
り
思
い
違
い
だ
っ
た
と
わ
か
り
、
や

が
て
結
婚
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
お
二
人
と
お
会
い
す
る
以
前
の

話
で
、
す
べ
て
黒
板
先
生
か
ら
直
接
お
聞

き
し
た
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
が
、
永
井
路
子
さ
ん
と
知

り
合
う
契
機
は
、
す
な
わ
ち
黒
板
先
生
と

の
出
会
い
に
よ
る
。
先
生
が
会
社
を
畳
ん

で
間
も
な
く
の
こ
と
、
古
代
学
協
会
が
、

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
（
そ
の
原
因
は
私
に

あ
る
）
日
本
銀
行
京
都
支
店
の
旧
屋
を
入

手
し
て
平
安
博
物
館
を
開
館
す
る
こ
と
に

な
り
、
一
年
前
の
一
九
六
七
年
か
ら
開
館

準
備
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
れ
に
際
し
て

黒
板
先
生
の
恩
師
、
坂
本
太
郎
名
誉
教

授
（
恩
師
は
黒
板
勝
美
）
を
介
し
て
角
田

常
務
理
事
（
当
時
）
へ
紹
介
が
あ
り
、
文

献
・
有
職
課
の
強
力
な
助
っ
人
と
し
て

先
生
に
ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

た
。
先
生
は
鎌
倉
山
の
瀟
洒
な
お
住
ま
い

か
ら
月
に
平
均
し
て
一
週
間
ほ
ど
お
通
い

に
な
っ
た
。
当
初
は
ホ
テ
ル
を
利
用
さ
れ

た
が
、
ほ
ど
な
く
下
鴨
膳
部
町
の
私
の
下

宿
の
一
部
屋
を
定
宿
と
さ
れ
、
永
井
さ
ん

が
一
人
で
京
都
に
来
ら
れ
た
時
に
も
利
用

さ
れ
て
い
た
。
先
生
が
京
都
に
居
ら
れ
る

時
に
は
、
朝
は
近
く
の
食
堂
で
食
べ
て
タ

ク
シ
ー
で
館
に
向
か
う
。
夕
方
に
な
る
頃

に
は
草
臥
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
タ
ク
シ
ー

で
下
宿
の
近
く
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
か
鮨

屋
へ
。
た
ま
ー
に
ラ
ー
メ
ン
屋
へ
。
す
べ

て
先
生
が
支
払
わ
れ
、
私
が
出
そ
う
と
す

る
と
、
あ
の
柔
和
な
先
生
が
怖
い
顔
を
さ

れ
る
の
で
甘
え
る
こ
と
に
し
た
。
食
事
を

終
え
て
帰
っ
て
か
ら
近
く
の
銭
湯
へ
。
な

お
、
同
じ
下
宿
に
京
都
大
学
の
大
学
院
で

イ
ン
ド
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
Ｉ
さ
ん

（
無
類
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
好
き
、
父
が
大

丸
デ
パ
ー
ト
社
長
）
が
い
て
毎
晩
の
よ
う

に
私
か
先
生
の
部
屋
に
寄
っ
て
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
談
議
に
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
生
活
が
半
年
余
り
続
い
た
。
平

安
博
物
館
は
黒
板
先
生
が
来
ら
れ
な
く

な
っ
た
翌
年
の
五
月
に
開
館
し
た
。
そ
の

間
、
永
井
さ
ん
も
、
何
度
か
下
宿
を
利
用

さ
れ
、
史
蹟
廻
り
に
同
行
し
た
り
、
食
事

を
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
し
た
。
先
生
が
ご

一
緒
の
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
会
う

た
び
に
お
二
人
が
口
を
揃
え
て
「
あ
の
京

都
生
活
は
楽
し
か
っ
た
」
と
仰
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
開
館
後
の
出
会
い
は
私
の
上
京

に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

そ
の
後
、
黒
板
先
生
は
歴
史
書
の
専
門

永
井
路
子
さ
ん
、
最
愛
の
夫
の
も
と
へ

同
志
社
女
子
大
学
名
誉
教
授　
　
朧
谷

壽

聖フローリアン修道院前にて（オー
ストリア・リンツ）１９８１年８月

軽井沢の別荘にて 1974 年 8 月



土　　　　　車

（5）

第  147  号

出
版
社
で
あ
る
吉
川
弘
文
館
の
編
集
長
に

就
任
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
東
京
出
張
が
わ

り
に
あ
っ
た
（
未
完
史
料
の
マ
イ
ク
ロ

複
写
の
仕
事
で
宮
内
庁
書
陵
部
、
内
閣

文
庫
、
尊
経
閣
文
庫
な
ど
）
私
に
、
先

生
は
「
東
京
の
夜
は
空
気
が
悪
い
か
ら

…
…
」
と
仰
っ
て
鎌
倉
泊
を
誘
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
お
言
葉
に
甘
え
て
、
夕
刻
に
な

る
と
吉
川
弘
文
館
に
立
ち
寄
り
、
先
生
と

一
緒
に
グ
リ
ー
ン
車
に
乗
せ
て
貰
い
鎌
倉

ま
で
行
き
、
駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
お
宅
ま

で
。
夕
食
を
ご
馳
走
に
な
り
（
東
京
で
食

べ
て
帰
る
こ
と
も
）、奥
様
と
も
ど
も
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
を
聞
き
な
が
ら
歴
史
や
音
楽
の

話
で
盛
り
あ
が
っ
た
。
鎌
倉
山
で
の
楽
し

い
日
々
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
く

る
。
こ
の
ご
夫
婦
は
鴛
鴦
を
超
え
た
仲
の

良
さ
で
、
時
お
り
お
二
人
が
顔
を
見
合
わ

せ
て
は
微
笑
ま
れ
る
。
思
い
あ
ま
っ
て
先

生
に
「
夫
婦
喧
嘩
を
さ
れ
た
こ
と
が
な
い

の
で
す
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
「
そ
ん

な
、
喧
嘩
な
ん
て
勿
体
な
く
て
…
…
」
と

い
う
先
生
の
返
事
。

先
生
は
そ
の
後
、
聖
心
女
子
大
学
へ
講

師
に
招
か
れ
、
さ
ら
に
清
泉
女
子
大
学
に

専
任
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
、
鎌
倉
山
の

家
を
処
分
さ
れ
て
島
津
山
ヒ
ル
ズ
に
住
い

を
移
さ
れ
た
。
そ
し
て
晩
年
は
聖
路
加
レ

ジ
デ
ン
ス
に
遷
ら
れ
、
そ
こ
で
お
二
人
は

生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

黒
板
先
生
が
聖
心
女
子
大
学
に
関
わ
っ

て
居
ら
れ
た
時
に
は
、
平
安
時
代
の
権
威

の
Ｍ
教
授
が
居
ら
れ
た
の
で
、
な
に
か
に

付
け
て
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
よ
く
上

京
し
て
酒
席
を
共
に
し
た
。
そ
し
て
史
学

科
の
研
修
旅
行
は
京
都
と
決
ま
っ
て
い
て

二
泊
三
日
で
、
一
行
は
数
人
の
先
生
と

二
、三
〇
人
の
学
生
さ
ん
（
院
生
も
）
だ
っ

た
か
と
記
憶
す
る
。
私
も
時
間
の
や
り
く

り
を
し
て
同
行
し
た
。
こ
の
頃
に
は
平
安

博
物
舘
か
ら
同
志
社
女
子
大
学
に
転
じ
て

い
た
か
と
思
う
。

ご
夫
妻
と
の
お
付
き
合
い
で
心
に
残
る

記
憶
は
、
お
二
人
が
中
心
に
な
っ
て
い
た

東
京
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
協
会
の
イ
ベ
ン
ト

で
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
旅
」
に
誘
っ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
の
予

定
表
と
ア
ル
バ
ム
は
大
切
に
し
て
あ
る
。

一
九
八
一
年
の
八
月
五
日
か
ら
一
四
日
ま

で
の
十
日
間
。
新
東
京
国
際
空
港
か
ら
ル

フ
ト
ハ
ン
ザ
ド
イ
ツ
航
空
で
、
当
時
は
ア

ン
カ
レ
ッ
ジ
経
由
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
経
て

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
着
。
ウ
ィ
ー
ン
経
由
で

最
初
に
訪
れ
た
の
は
ド
ナ
ウ
河
中
流
の
古

都
リ
ン
ツ
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
交
響
曲
第

三
六
番
（
Ｋ
四
二
五
）
の
名
称
に
な
っ
た

街
で
あ
る
。
翌
朝
に
は
急
行
「
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
号
」
で
九
〇
分
ほ
ど
か
け
て
ザ
ル
ツ

ブ
ル
ク
へ
。
ホ
ー
ム
に
降
り
立
っ
た
時
に

は
感
激
で
し
ば
ら
く
歩
が
す
す
ま
な
か
っ

た
。
長
い
間
思
い
描
い
て
き
た
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
街
。
三
泊
四
日
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル

ク
。
朝
は
食
事
前
に
有
志
と
と
も
に
観

光
、
食
後
か
ら
夕
刻
ま
で
も
…
…
。
夜
は

音
楽
鑑
賞
。
ザ
ル
ツ
か
ら
貸
し
切
り
バ
ス

で
メ
ル
ク
、
そ
こ
か
ら
観
光
船
で
ド
ナ
ウ

川
か
ら
の
景
色
を
見
な
が
ら
ワ
イ
ン
の
町

ク
レ
ム
ス
ま
で
。
船
を
降
り
た
時
に
教
会

の
鐘
が
聞
こ
え
て
き
た
。
す
か
さ
ず
黒
板

先
生
が
「
こ
れ
何
の
鐘
か
ご
存
知
？
」
と
。

一
同
考
え
こ
む
。
先
生
、
に
や
に
や
し
な

が
ら｢

暮
れ
六
つ<

ク
レ
ム
ス・>

の
鐘

｣

と
。
皆
で
大
笑
い
。
先
生
は
時
お
り
こ

う
し
た
駄
洒
落
を
口
に
さ
れ
る
。
こ
こ
か

ら
バ
ス
で
ウ
ィ
ー
ン
へ
。
ウ
ィ
ー
ン
で
の

三
泊
四
日
も
ザ
ル
ツ
同
様
、
昼
は
観
光
、

夜
は
音
楽
鑑
賞
。
こ
の
旅
を
通
じ
て
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
。
お
二

人
と
の
思
い
出
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
紙
数
が
尽
き
た
。

最
後
に
ひ
と
つ
だ
け
紹
介
し
て
お
き
た

い
こ
と
。
ご
夫
婦
で
編
纂
の
『
黒
板
勝
美

の
思
い
出
と
私
た
ち
の
歴
史
探
求
』（
吉

川
弘
文
館
）
が
二
〇
一
六
年
に
第
二
七
回

大
衆
文
学
研
究
賞
を
受
賞
さ
れ
た
。
一
読

を
お
勧
め
す
る
。

(

当
協
会
理
事
長)

京都国立博物館
右端は下坂守学芸員（当時）2003年5月

三重県四日市市久留米遺跡
左端は山中章三重大学教授（当時）　2004年7月

束帯姿の還暦の黒板先生
平安博物館の清涼殿１982年１0月

聖心女子大学の宮代会館　１９９４年４月
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二
十
二
時
頃
で
あ
っ
た
。

十
一
月
一
日
の
八
時
に
渋
谷
駅
に
集

合
し
た
の
は
、
今
井
冨
士
雄
と
角
田
文

衞
、
成
城
小
学
校
教
師
の
内
田
庄
次
と

引
率
児
童
ら
で
あ
る
。
内
田
庄
次
は
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
か
ら
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
ま
で
成
城
小
学
校
で
社
会

科
の
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
在
籍
期
間
は

短
か
っ
た
が
、
成
城
小
学
校
に
お
け
る
歴

史
科
の
開
始
時
期
を
尋
常
小
学
校
の
五
・

六
年
か
ら
四
年
に
早
め
て
定
着
さ
せ
た
こ

と
、
社
会
史
・
経
済
史
・
文
化
史
及
び
外

交
史
に
視
点
を
向
け
て
歴
史
教
材
の
開
発

を
行
っ
た
こ
と
、
ド
ル
ト
ン
・
プ
ラ
ン
に

基
づ
く
授
業
形
式
を
歴
史
学
習
に
応
用

し
、
児
童
の
自
発
的
な
学
習
意
欲
や
態
度

を
育
成
さ
せ
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る（
6
（。内

田
庄
次
は
ま
た
、
郷
土
史
研
究
と
し

て
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
九
月
か
ら
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
）
七
月
に
か
け
て
成

城
小
学
校
周
辺
の
石
器
時
代
遺
跡
の
踏
査

及
び
遺
物
収
集
を
行
っ
て
い
た（

7
（。
実
際
の

郷
土
教
育
「
古
物
採
集
の
實
習
」
で
は
、

土
器
や
石
器
を
採
集
・
写
生
さ
せ
た
り
、

出
土
地
点
を
地
図
に
落
と
さ
せ
た
り
し
た

う
え
で
、「
こ
ん
な
も
の
が
ど
う
し
て
こ
ゝ

に
お
ち
て
ゐ
る
の
で
す
か
。」

（
8
（

と
問
い
か

け
を
し
て
い
る
。
歴
史
教
育
に
お
い
て
外

で
の
学
習
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
か
ら

も（
9
（、

こ
の
日
の
発
掘
参
加
は
学
習
生
活
の

一
環
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

綱
島
温
泉
駅
で
甲
野
勇
、
中
村
某
と
合

本
写
真
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

十
一
月
、
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
副
手

で
あ
っ
た
八
幡
一
郎
（
一
九
〇
二
～

一
九
八
七
）
が
主
宰
し
た
、
横
浜
市
折
本

貝
塚
発
掘
調
査
の
記
念
写
真
で
あ
る
。
縦

十
一
・
九
㎝
、
橫
十
五
・
七
㎝
で
、
写
真
の

縁
が
写
り
込
ん
で
い
る
こ
と
や
印
画
紙
の

状
態
か
ら
、
紙
焼
の
原
版
を
複
写
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。『
角
田
文
衞
博
士
遺
贈
資

料
調
査
報
告
―
書
簡
類
―
』
図
版
第
五
５（
1
（

で
既
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

発
掘
は
、
横
浜
市
平
等
山
善
教
寺
第

十
七
世
住
職
平
等
通
昭
（
一
九
〇
三
～

一
九
九
三
）
及
び
実
弟
文
成
（
一
九
〇
七

～
一
九
七
〇
）
の
斡
旋
と
、
岡
書
院
の
坂

口
保
治
の
協
力
に
よ
り
、
十
月
二
十
五
日

と
十
一
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
計
四
日

間
行
わ
れ
た
。
平
等
通
昭
は
大
正
十
二

年
（
一
九
二
三
）
東
京
帝
国
大
学
文
学

部
選
科
入
学
、
梵
文
学
科
卒
業
後
は
大

学
院
に
進
学
し
、
修
了
す
る
昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）
ま
で
梵
文
学
研
究
室
副
手

を
務
め
て
い
る（

2
（。

八
幡
一
郎
は
大
正
十
三

年
（
一
九
二
四
）
に
東
京
帝
国
大
学
理
学

部
人
類
学
科
選
科
修
了
、
理
学
部
副
手
を

委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
副
手
時
代
に

知
遇
を
得
た
も
の
思
わ
れ
る
。
こ
の
調
査

に
は
、
旧
制
成
城
高
等
学
校
地
歴
研
究
会

と
成
城
小
学
校
児
童
の
参
加
も
あ
っ
た
。

写
真
二
列
目
右
端
の
眼
鏡
を
か
け
た
男

性
が
平
等
通
昭
、
四
列
目
左
端
は
大
山
史

前
学
研
究
所
所
員
の
甲
野
勇
（
一
九
〇
一

～
一
九
六
七
）、
そ
の
右
隣
で
ベ
ス
ト

を
着
た
男
性
が
同
研
究
所
所
員
の
竹
下

次
作
。
甲
野
勇
の
前
に
立
つ
の
は
文
科

二
年
乙
の
今
井
冨
士
雄
（
一
九
〇
九
～

二
〇
〇
四
）、
三
列
目
右
端
で
ソ
フ
ト
帽

を
被
り
、
腰
に
手
を
当
て
て
い
る
の
が
文

科
一
年
乙
の
角
田
文
衞
（
一
九
一
三
～

二
〇
〇
八
）
で
あ
る
。
最
前
列
で
、
俯
き

加
減
に
長
い
熊
手
を
持
っ
て
い
る
の
は
成

城
小
学
校
教
師
の
内
田
庄
次
で
あ
る
。

調
査
で
は
縄
文
時
代
前
期
（
諸
磯
式

期
）
の
竪
穴
建
物
跡
と
、
そ
れ
を
被
覆
す

る
貝
層
が
検
出
さ
れ
た
。
竪
穴
建
物
跡
は

一
辺
四
・
二
ｍ
の
平
面
正
方
形
で
、
高
さ

約
五
十
㎝
の
竪
穴
壁
、
周
囲
に
は
幅
約
十

㎝
の
壁
際
溝
を
有
す
る
。
複
数
の
柱
穴
と

竪
穴
壁
寄
り
の
一
隅
に
炉
が
確
認
さ
れ

た
。
貝
塚
は
竪
穴
内
に
形
成
さ
れ
、
最
も

厚
く
堆
積
し
た
貝
層
は
約
二
十
五
㎝ 
の
表

土
下
、
約
一
・
三
五
ｍ
あ
っ
た
。
遺
物
は

数
点
の
完
形
土
器
、
打
製
石
斧
、
有
孔
角

器
、
針
状
骨
器
、
鳥
骨
製
骨
管
等（
3
（で
、
坂

口
保
治
の
所
見
で
は
下
層
か
ら
爪
形
文
土

器
、
上
層
か
ら
隆
線
文
土
器
が
多
く
出
土

し
た
と
い
う（

4
（。

諸
磯
式
土
器
あ
る
い
は
そ

の
直
前
の
時
期
の
竪
穴
建
物
跡
の
発
見

は
、
当
時
学
界
で
も
広
く
耳
目
を
集
め

た
。
旧
制
成
城
高
等
学
校
地
歴
研
究
会
で

は
、
十
一
月
十
五
日
の
第
二
回
科
学
祭
で

完
形
の
赤
彩
土
器
や
石
斧
、
骨
器
、
鹿
及

び
魚
骨
な
ど
を
展
示
し
て
い
る（

5
（。

四
日
間
に
亙
る
調
査
に
角
田
文
衞
は

旧
制
成
城
高
等
学
校
地
歴
研
究
会
の
一

員
と
し
て
参
加
し
、
そ
の
概
要
をM

ein 
Freitagebuch; N

r.7

（「
私
の
自
由
日

記
第
七
」）
に
克
明
に
記
し
て
い
る
。
十

月
二
十
五
日
、
七
時
二
十
分
に
渋
谷
駅
東

側
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
集
ま
っ
た
旧
制

成
城
高
等
学
校
地
歴
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー

は
、
教
師
の
小
山
直
三
郎
、
鈴
木
一
郎
、

今
井
冨
士
雄
、
柳
田
為
正
（
理
科
二
年

乙
）、
野
添
誠
（
理
科
一
年
甲
）、
本
城
某

及
び
角
田
文
衞
で
、東
京
横
浜
電
鉄
（
現
、

東
急
東
横
線
）
で
綱
島
温
泉
駅
（
現
、
綱

島
駅
）
に
行
き
、
平
等
通
昭
宅
ま
で
自
動

車
で
移
動
。
八
幡
一
郎
と
坂
口
保
治
に
合

流
し
、
十
時
頃
か
ら
発
掘
を
開
始
。
八
幡

一
郎
と
坂
口
保
治
は
竪
穴
建
物
の
西
北
隅

を
確
認
し
、
旧
制
成
城
高
等
学
校
地
歴
研

究
会
も
竪
穴
建
物
ら
し
い
痕
跡
を
発
見
し

た
。
こ
の
日
は
平
等
通
昭
宅
で
夕
食
を
御

馳
走
に
な
り
、
二
十
時
に
自
動
車
で
綱

島
温
泉
駅
に
向
か
い
、
帰
宅
し
た
の
は

横
浜
市
折
本
貝
塚
発
掘
記
念
写
真

角
田
文
衞
博
士
遺
贈
資
料
（
十
・
完
）
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都
、
二
〇
一
九
年
）

　
　

本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
調
査
を
「
甲
野
勇

指
導
の
も
と
、
角
田
文
衞
、
今
井
冨
士
雄
及

び
柳
田
為
正
ら
が
参
加
し
た
折
本
貝
塚
の

発
掘
」（
十
三
頁
）
及
び
「
山
内
淸
男
自
身

が
原
稿
に
追
わ
れ
て
上
京
が
ま
ま
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
信
頼
で
き
る
八
幡
一
郎
や
甲
野

勇
に
指
導
を
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」（
十
三

頁
）
と
紹
介
し
た
。
そ
の
後
の
文
献
調
査
等

に
よ
り
、
調
査
主
体
者
は
八
幡
一
郎
で
、
甲

野
勇
の
参
加
は
十
一
月
一
日
の
み
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
し
た
。
同
報
告
図
版
第
五
所
収

の
山
内
淸
男
筆
葉
書
（J4697

）
で
「
指
導

者
八
幡
一
郎
先
生
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と

も
齟
齬
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
文
に
つ

い
て
は
訂
正
し
た
い
。

（
２
）
村
嶋
英
治
「
タ
イ
に
お
け
る
組
織
的
日

  

本
文
化
広
報
の
先
駆
者
：
日
泰
文
化
研
究
所

  

主
事
平
等
通
昭
（
通
照
）
の
『
興
亜
興
仏
』

  

的
文
化
交
流
事
業
（
一
九
四
〇
―
四
三
年
）」

  （『
ア
ジ
ア
太
平
洋
討
究
』
第
四
十
六
巻
、
東

  

京
、
二
〇
二
三
年
）

（
３
）I.K

（
甲
野
勇
）「
餘
白
錄
折
本
貝
塚
に

  

於
け
る
竪
穴
の
發
見
」（『
史
前
學
雜
誌
』
第

  

三
巻
第
五
号
、
東
京
、
一
九
三
一
年
）

（
４
）
八
幡
一
郎
「
雜
報
武
藏
折
本
貝
塚
に

  

石
器
時
代
竪
穴
發
見
」（『
人
類
學
雜
誌
』
第

  

四
十
六
巻
第
十
一
号
、
東
京
、
一
九
三
一
年
）

（
５
）
満
江
巖
編
「
地
歷
硏
究
會
の
活
躍
折
本

  

貝
塚
の
發
掘
大
竪
穴
を
發
見
す
」（『
成
城
學
園

   

時
報
』
第
二
十
四
号
、
東
京
、  

一
九
三
一
年
）

（
６
）
福
田
喜
彦
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
成
城

  

小
学
校
の
歴
史
教
育
改
革
―
内
田
庄
次
の

流
、
坂
口
保
治
及
び
平
等
通
昭
・
文
成
兄

弟
は
発
掘
に
着
手
し
て
い
た
。
日
記
に

は
、「
中マ

マ就
あ
る
メ
ッ
チ
ェ
ン
は
土
器
を

袋
に
入
れ
て
く
れ
た
り
し
た
。
夕
刻
彼
女

を
始
め
内
田
さ
ん
尋
常
科
の
諸
君
が
歸
つ

て
か
ら
、
甲
野
さ
ん
、
坂
口
さ
ん
、
今
井

さ
ん
…
等
と
彼
女
に
つ
い
て
頻
り
に
う
わ

さ
を
す
る
」
と
思
春
期
ら
し
い
一
面
が
覗

く
。
写
真
の
平
等
通
昭
左
隣
の
女
性
が
、

あ
る
い
は
こ
のM

ädchen

（
少メ

ッ
チ
ェ
ン女
）
で

あ
ろ
う
か
。
坂
口
保
治
と
今
井
冨
士
雄
は

平
等
通
昭
宅
に
宿
泊
、
甲
野
勇
、
中
村
某

及
び
角
田
文
衞
は
帰
途
に
着
い
た
。
翌

十
一
月
二
日
は
四
時
限
目
と
六
時
限
目
を

出
土
し
た
土
器
洗
い
に
充
て
て
い
る
。

明
治
節
の
十
一
月
三
日
は
早
朝
に
渋

谷
駅
で
坂
口
保

治
、
今
井
冨
士

雄
と
待
ち
合
わ

せ
、
綱
島
温
泉

駅
に
向
か
う
。

現
地
で
八
幡
一

郎
と
合
流
。
午

前
十
時
頃
、
東

京
帝
国
大
学
副

手
の
駒
井
和

愛
（
一
九
〇
五

～
一
九
七
一
）

及
び
喜
田
新

六
（
一
九
〇
三

～
一
九
六
四
）、

学
生
の
斎
藤
忠

（
一
九
〇
八
～

二
〇
一
三
）
が
、

午
後
三
時
頃
に

郷
土
史
家
で
教

員
の
石
野
瑛

（
一
八
八
九
～

一
九
六
二
）
が

来
跡
し
た
。
こ

の
日
で
竪
穴
建

物
跡
は
ほ
ぼ
完
掘
。
八
幡
一
郎
、
坂
口
保

治
、
石
野
瑛
と
角
田
文
衞
は
平
等
通
昭
宅

で
夕
食
を
御
馳
走
に
な
り
、太
尾
駅
（
現
、

大
倉
山
駅
）
ま
で
歩
い
て
横
浜
方
面
に
出

る
石
野
瑛
と
別
れ
た
。

角
田
文
衞
は
八
幡
一
郎
や
坂
口
保
治
と

目
蒲
線
を
乗
り
継
ぎ
蒲
田
駅
で
下
車
、
八

幡
一
郎
の
母
が
営
む
店
で
茶
菓
子
の
接
待

を
受
け
て
い
る
。
蒲
田
駅
か
ら
京
浜
線

（
現
、
京
浜
東
北
線
）
で
品
川
駅
ま
で
の

車
中
、
八
幡
一
郎
と
話
に
実
が
入
り
、「
そ

の
公
平
な
立
塲
に
深
く
感
心
し
た
。
我
々

に
は
あ
の
気
持
が
必
要
で
あ
る
と
泌
々
思

ふ
。」
と
日
記
を
締
め
く
く
っ
た
。

「
私
の
自
由
日
記
第
七
」
に
記
載
さ
れ

た
参
加
者
と
写
真
を
比
較
す
る
と
、
撮
影

は
十
一
月
一
日
と
考
え
ら
れ
る
。
折
本
貝

塚
の
竪
穴
建
物
跡
は
、
後
続
す
る
縄
文
時

代
中
期
（
勝
坂
式
期
）
の
竪
穴
建
物
の
平

面
形
態
が
方
形
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
を

示
す
例
証（

（1
（

と
し
て
重
要
な
発
見
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
五
年
後
、
山
内
清
男
に
対
し

て
反
抗
心
を
露
に
し
た
角
田
青
年
を
、
冷

静
か
つ
温
情
を
も
っ
て
諭
し
た
八
幡
一
郎(（（

(

と
初
め
て
親
交
を
深
め
た
調
査
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

本
研
究
はJSPS

科
研
費JP21K00979

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

註（
１
）
星
野
達
雄
・
平
田
健
編
『
角
田
文
衞
博

士
遺
贈
資
料
調
査
報
告
―
書
簡
類
―
』（
京
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発
行
者

公
益
財
団
法
人

古
代
学
協
会

　
　
　
　
京
都
市
中
京
区
三
条
通
高
倉
西
入
ル

　
　
　
菱
屋
町
四
八

　
　
　
　
電
話
〇
七
五-

二
五
二-

三
〇
〇
〇

発
行
日

令
和
五
年
六
月
二
十
日

印

刷

明
文
舎
印
刷
株
式
会
社

604-8131

京
都
の
都
市
構
造
の
変
化
を
一
覧
で
き
る

き
わ
め
て
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

発
掘
調
査
を
丁
寧
に
落
と
し
込
ん
だ
多
数

の
復
元
図
は
、
京
都
の
考
古
学
の
研
究
成

果
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
て
く
れ

る
。
著
者
が
収
集
し
て
き
た
文
献
史
料
や

絵
画
史
料
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
新
出
史
料
の
紹
介
と
い

う
点
で
貴
重
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
京
都
と
い
う
都
市
を
中
心
市

街
地
で
あ
る
「
洛
中
」
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
周
辺
の
「
衛
星
都
市
」
群
を
も
含
め

た
大
き
な
都
市
圏
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

を
「
巨
大
都
市
複
合
体(

コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス(

」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
な
ど
は
、
ま
さ
に

著
者
の
独
擅
場
と
い
え
よ
う
。
世
界
史
的

な
観
点
か
ら
、
十
二
世
紀
の
世
界
の
諸
都

市
の
面
積
を
比
較
し
、
そ
の
中
で
中
世
京

都
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
る
の
も
興
味

深
い
。
考
古
学
を
主
体
と
し
て
京
都
の
歴

史
を
語
る
書
物
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
は
な

い
。
そ
の
点
で
、
本
書
は
今
後
の
京
都
研

究
の
基
礎
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

（
吉
川
弘
文
館
、
令
和
五
年
一
月
一
日
刊
、

A
５
判
、
二
八
八
頁
、
二
七
〇
〇
円
＋
税
、

ISBN
978-4-642-06866-6

）

理
論
と
実
践
を
通
し
て
―
」（『
社
会
科
教

育
研
究
』第
一
一
一
号
、東
京
、二
〇
一
〇
年
）

（
７
）
内
田
庄
次
『
新
國
史
敎
育
論
』（
東
京
、

  

一
九
三
〇
年
）

　
　

踏
査
は
計
十
七
回
に
亘
り
、  

世
田
谷
区

下
祖
師
谷
や
喜
多
見
な
ど
で
打
製
石
斧
十
九

点
、
石
鏃
二
点
、
石
匙
五
点
及
び
縄
文
土
器

破
片
多
数
を
採
集
し
て
い
て
い
る
。

（
８
）
註
７
、三
四
九
頁
。

（
９
）
内
田
庄
次
「
歷
史
敎
材
の
系
統
案
と
取

  

扱
方
針
」（『
敎
育
問
題
研
究
』
第
四
十
七
号
、

  

東
京
、
一
九
三
〇
年
）

（
10
）
八
幡
一
郎
「
40.
日
本
石
器
時
代
の
住

  

居
型
式
」（『
人
類
學
雜
誌
』
第
四
十
九
巻
第

  

六
号
、
東
京
、
一
九
三
四
年
）

（
11)

平
田
健
「
第
２
節
書
簡
類
か
ら
み
た

青
年
期
の
角
田
文
衞
」（『
角
田
文
衞
博
士

  

遺
贈
資
料
調
査
報
告
―
書
簡
類
―
』、
京
都
、

  

二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
平
田

健
（
客
員
研
究
員)

　
　

本
連
載
は
、
角
田
文
衞
博
士
の
遺
贈
資
料
を

題
材
に
平
田
健
先
生
と
協
会
職
員
・
竹
内
千
津

氏
に
よ
っ
て
リ
レ
ー
形
式
を
と
っ
て
掲
載
し
て

参
り
ま
し
た
。
一
三
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
か

ら
長
き
に
亘
り
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

一
旦
本
号
を
も
っ
て
完
結
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
平
田
先
生
に
は
今
後
は
貴
重
な
学
史
資

料
を
対
象
と
し
た
ご
研
究
に
つ
い
て
本
誌
へ
の

ご
寄
稿
を
お
願
い
す
る
所
存
で
す
。           

　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
）

▽
山
田
邦
和
著
『
京
都
の
中
世
史
７

　
　
　

「
変
貌
す
る
中
世
都
市
京
都
」
』

日
本
史
で
は
十
一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀

ま
で
を
「
中
世
」
と
呼
ぶ
の
が
通
例
で
あ

る
。
こ
の
時
代
に
は
、
武
士
が
大
き
な
力

を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
武
士

の
本
拠
は
関
東
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
武
士
の
時
代
で
あ
る
中
世
は
、

や
や
も
す
る
と
東
国
を
中
心
に
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
京
都

は
ど
う
し
て
も
影
が
薄
く
な
っ
た
し
、
日

本
全
体
の
首
都
が
京
都
か
ら
鎌
倉
に
移
っ

た
と
誤
解
す
る
向
き
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ

る
。し

か
し
、
実
際
に
は
中
世
を
通
じ
て
京

都
は
日
本
の
首
都
と
し
て
の
地
位
を
譲
る

こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
経
済
や
文

化
の
中
心
で
あ
り
続
け
た
。
さ
ら
に
京
都

は
鎌
倉
を
は
る
か
に
上
回
る
日
本
最
大
の

巨
大
都
市
で
あ
っ
た
。
元
木
泰
雄
氏
（
京

都
大
学
名
誉
教
授
）
が
企
画
編
集
委
員
代

表
を
つ
と
め
て
編
纂
さ
れ
た
本
シ
リ
ー
ズ

は
、
そ
う
し
た
「
京
都
の
中
世
史
」
を
通

観
し
、
新
し
い
日
本
中
世
史
像
を
構
築
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

本
書
は
そ
の
最
終
巻
で
、
同
志
社
女
子

大
学
教
授
・
当
協
会
理
事
（
研
究
部
長
）

の
山
田
邦
和
氏
が
執
筆
さ
れ
た
。
日
本
中

世
史
の
シ
リ
ー
ズ
の
場
合
、
と
も
す
れ
ば

文
献
史
学
だ
け
に
偏
り
が
ち
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
本
書
は
考
古
学
的
な
研
究
成
果

を
主
と
し
つ
つ
、
平
安
京
の
創
設
か
ら
豊

臣
秀
吉
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
京
都
の

都
市
構
造
の
変
遷
を
通
観
し
て
い
る
。
古

く
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
「
鎌
倉
時
代
」
と

い
う
時
代
名
を
「
京
・
鎌
倉
時
代
」
と
呼

び
替
え
た
り
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期

を
、源
頼
朝
勢
力
が
源
義
仲
（
木
曽
義
仲
）

を
滅
ぼ
し
て
京
都
の
王
権
の
守
護
者
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
た
元

暦
元
年
（
一
一
八
四
）
一

月
二
十
日
と
す
る
な
ど
、

斬
新
な
提
案
も
多
い
。

本
書
の
特
色
は
い
く
つ

も
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
考
古
学
と
文
献
史
学

の
成
果
を
総
合
し
て
作
成

さ
れ
た
、
平
安
時
代
前
期
、

同
中
期
、
同
後
期
、
京
・

鎌
倉
時
代
と
い
う
各
時
期

の
平
安
京
の
復
元
図
は
、

出
版
だ
よ
り




