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平
成
二
十
一
年
度
年
史
企
画
展

「
学
の
実
化
」の
時
代
―
山
岡
順
太
郎
・
倭 

父
子
展
―
を
ふ
り
か
え
っ
て

熊　
　
　

博　

毅

は
じ
め
に

　

創
立
一
二
〇
周
年
を
記
念
し
て
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
十

月
に
開
設
さ
れ
た
年
史
資
料
展
示
室
で
は
、
オ
ー
プ
ン
以
来
、「
創

立
の
時
代
に
想
い
を
は
せ
て
」（
平
成
十
八
年
度
）、「
簡
文
館
も
の

が
た
り
」（
平
成
十
九
年
度
）、「
正
義
を
権
力
よ
り
護
れ
―
児
島

惟
謙
歿
後
百
年
記
念
展
―
」（
平
成
二
十
年
度
）
と
い
っ
た
企
画

展
を
開
催
し
て
き
た
。

　

平
成
二
十
一
年
度
（
二
〇
〇
九
）
は
、
関
西
大
学
中
興
の
祖
と

呼
ば
れ
る
山
岡
順
太
郎
と
、
そ
の
長
男
・
倭
（
文
中
、
こ
の
二
氏

に
つ
い
て
は
敬
称
を
略
す
る
）
に
焦
点
を
あ
て
た
企
画
展
「「
学
の

実
化
」
の
時
代
―
山
岡
順
太
郎
・
倭　

父
子
展
―
」
を
実
施
し

企画展示室
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た
。
開
催
期
間
は
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年

三
月
末
日
ま
で
。
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
お
よ
び
大
学
が
定
め
る
休

日
は
閉
館
し
た
が
、
校
友
会
の
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
や

教
育
後
援
会
総
会
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
の
行
事
開
催
日

に
は
開
館
し
た
。

　

今
回
の
展
示
に
関
わ
る
準
備
作
業
や
展
示
の
構
成
・
内
容
な
ど

を
振
り
返
り
、
の
ち
の
記
録
と
し
て
留
め
た
い
。

一　

山
岡
順
太
郎
と
倭

山
岡
順
太
郎

　

展
示
の
こ
と
を
し
る
す
前
に
、
山
岡
順
太
郎
と
倭
の
略
歴
を
紹

介
し
て
お
こ
う
。

　

本
学
総
理
事
兼
第
十
一
代
学
長
と
な
っ
た
山
岡
順
太
郎
は
、
慶

應
二
年
（
一
八
六
六
）
九
月
十
八
日
、
金
沢
藩
（
現
石
川
県
）
に

生
ま
れ
た
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、金
沢
医
学
校
に
入
学
す

る
も
の
の
「
志
は
医
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
ま
も
な
く
退
学
し
、
陸

軍
士
官
を
志
し
て
上
京
し
た
。
し
か
し
、
士
官
学
校
入
学
試
験
の

二
次
試
験
を
受
験
す
る
数
日
前
に
け
が
を
し
た
た
め
、
こ
れ
を
断

念
し
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
月
に
茨
城
県
収
税
属
と
な

っ
た
。
在
任
す
る
こ
と
七
年
を
経
た
が
、
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け

に
退
職
。
同
郷
の
先
輩
で
あ
る
中
橋
徳
五
郎
を
頼
っ
て
逓
信
省
に

就
職
し
た
。

　

逓
信
省
で
は
主
計
課
法
規
係
長
ま
で
進
ん
だ
が
、
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
）
九
月
、
中
橋
と
と
も
に
逓
信
省
を
退
職
し
、
大

阪
商
船
株
式
会
社
に
入
社
し
た
。
以
後
、
十
数
年
に
亘
っ
て
中
橋

社
長
を
助
け
、
大
阪
商
船
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
。

　

ま
た
、当
時
衰
退
し
て
い
た
大
阪
鉄
工
所
（
日
立
造
船
の
前
身
）

の
社
長
と
な
り
、
積
極
経
営
を
推
し
進
め
て
再
建
に
成
功
、
大
阪

財
界
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
。
ほ
か
に
日
本
電
力
の
社
長
や
宇
治

川
電
気
、
大
阪
曹
達
な
ど
、
十
社
以
上
の
会
社
役
員
を
兼
ね
た
。

山岡 順太郎
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こ
う
し
た
手
腕
が
認
め
ら
れ
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
十
二
月

か
ら
同
十
年
（
一
九
二
一
）
ま
で
土
居
通
夫
の
あ
と
を
つ
い
で
大

阪
商
業
会
議
所
会
頭
を
務
め
た
。

　

関
西
大
学
と
の
か
か
わ
り
は
、
こ
の
こ
ろ
に
始
ま
る
。
本
学
理

事
で
あ
っ
た
柿
崎
欽
吾
（
当
時
、
大
阪
商
船
顧
問
弁
護
士
）
の
推

薦
に
よ
り
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
九
月
二
十
五
日
、
本
学
評
議

員
と
な
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
五
月
二
十
日
に
は
総
理

事
に
選
任
さ
れ
、
翌
十
二
年
（
一
九
二
三
）
二
月
二
十
八
日
、
第

十
一
代
学
長
を
兼
務
し
た
。
本
学
が
千
里
山
に
新
し
い
キ
ャ
ン
パ

ス
を
設
け
、
大
学
昇
格
の
悲
願
を
達
成
で
き
た
の
は
山
岡
の
尽
力

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
、
本
学
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
る
所
以

も
そ
こ
に
あ
る
。

　

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
二
十
六
日
歿
。
と
き
に
六
十

二
歳
。
同
二
十
九
日
、
四
天
王
寺
で
行
わ
れ
た
葬
儀
に
は
本
学
の

理
事
教
職
員
一
同
が
葬
儀
委
員
と
な
り
、
学
生
全
員
が
参
列
し
た

と
い
う
。

山
岡　

倭

　

山
岡　

倭
は
順
太
郎
・
い
ち
子
夫
妻
の
間
に
で
き
た
三
男
三
女

の
長
男
と
し
て
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
四
月
二
十
四
日

に
誕
生
し
た
。
順
太
郎
の
子
ど
も
六
人
は
、そ
れ
ぞ
れ
長
男
が
倭
、

長
女
が
櫻
、
二
女
は
心
、
三
女
は
島
、
二
男
が
旭
、
三
男
が
敷
と

命
名
さ
れ
た
が
、こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
本
居
宣
長
が
詠
ん
だ「
敷

島
の　

大
和
心
を　

人
問
は
ば　

旭
に
匂
う　

山
桜
花
」と
な
る
。

順
太
郎
の
気
風
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
逸
話
で
あ
る
。

　

長
じ
て
倭
は
慶
應
義
塾
大
学
を
卒
業
。
大
正
四
年（
一
九
一
五
）

十
月
十
一
日
に
鳥
取
県
東
伯
郡
倉
吉
町
の
資
産
家
で
あ
る
桑
田
熊

蔵
の
妹
、
千
賀
子
と
結
婚
し
、
三
男
一
女
を
も
う
け
た
。
倭
は
大

日
本
人
造
肥
料
会
社
や
大
阪
鉄
道
（
現
近
畿
日
本
鉄
道
）
の
取
締

役
、
大
阪
製
鎖
所
の
専
務
取
締
役
な
ど
の
ほ
か
、
極
東
硝
子
会
社

社
長
を
務
め
た
。

山岡　倭
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関
西
大
学
と
倭
の
関
係
を
見
る
と
、
学
生
た
ち
に
物
心
両
面
で

強
力
な
支
援
を
行
っ
た
こ
と
が
大
き
な
功
績
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、『
関
西
大
学
百
年
史　

通
史
編　

上
』
に
は
、
大
正
十

五
年
（
一
九
二
六
）
八
月
に
完
成
し
た
、
当
時
東
洋
一
と
称
さ
れ

た
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
建
設
工
事
に
倭
が
先
頭
に
立
っ
て
尽
力
し
た

こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
も
倭
の
功
績
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
野
球
部
や
サ
ッ

カ
ー
部
な
ど
運
動
各
部
が
頻
繁
に
海
外
遠
征
を
行
っ
て
い
る
が
、

海
外
渡
航
が
今
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
時
代
に
、
そ
う
し
た
こ

と
が
実
現
し
た
の
は
、
倭
が
資
金
面
で
の
援
助
を
行
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
資
料
は
残
っ

て
い
な
い
が
、
当
時
の
関
係
者
が
口
を
そ
ろ
え
て
語
る
倭
の
思
い

出
話
か
ら
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
倭
は
北
陽
商
業
学
校
（
の
ち
北
陽
高
校
）
の
創
立
に
力

を
い
た
し
、
現
在
、
創
立
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間

の
事
情
は
、
鈴
木
清
士
関
西
大
学
北
陽
高
校
校
長
が
し
る
し
た
本

書
掲
載
論
文「
関
西
大
学
と
北
陽
と
の
縁
に
つ
い
て
」に
詳
し
い
。

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
四
月
、
北
陽
高
校
は
関
西
大
学
と
合

併
し
、
関
西
大
学
北
陽
高
校
と
し
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た

が
、
こ
れ
に
よ
り
、
倭
と
関
西
大
学
と
の
縁
が
再
び
強
く
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二　

山
岡
康
氏
が
語
る
順
太
郎
と
倭
の
思
い
出

遺
族
の
ご
協
力

　

今
回
の
展
示
に
あ
た
っ
て
は
、
順
太
郎
の
孫
で
あ
り
、
倭
の
長

男
で
あ
る
山
岡
康
氏
か
ら
資
料
提
供
を
は
じ
め
、
全
面
的
な
ご
協

力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

資
料
借
用
の
お
願
い
と
、
山
岡
順
太
郎
・
倭
父
子
に
ま
つ
わ
る

思
い
出
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
わ
た
し
と
年
史
編
纂
室

の
藤
原
有
和
が
、
大
阪
府
藤
井
寺
市
に
お
住
ま
い
の
山
岡
康
氏
宅

を
訪
れ
た
の
は
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
十
一
月
十
九
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
倭
が
建
て
た
と
い
う
瀟
洒
な
洋
館
の
二
階
で
、
わ

た
し
た
ち
は
三
時
間
あ
ま
り
に
亘
っ
て
順
太
郎
と
倭
の
思
い
出
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、順
太
郎
や
倭
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
書
物
や
写
真
な
ど
で
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
に

倭
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
も
資
料
が
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い

だ
け
に
、
肉
親
が
語
る
話
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
、
そ
れ
ま
で
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い
だ
い
て
い
た
順
太
郎
や
倭
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
わ

り
、
よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
時
間

と
い
う
時
の
流
れ
が
大
変
短
く
思
え
た
晩
秋
の
午
後
の
ひ
と
と
き

で
あ
っ
た
。
倭
と
順
太
郎
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
康
氏
の
こ
と
ば
と

し
て
以
下
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

祖
父
・
順
太
郎
と
父
・
倭
の
思
い
出

　

わ
た
し
は
小
さ
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
祖
父
の
思
い
出
は
あ
ま

り
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
、
あ
る
会
合
で
松

下
幸
之
助
さ
ん
と
向
か
い
合
わ
せ
に
座
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
松
下
さ
ん
か
ら
「
わ
た
し
が
今
で
も
残
念
に
思
う
の

は
、
山
岡
順
太
郎
さ
ん
に
経
営
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
経
営
の
神
様
と
呼
ば
れ
る

松
下
さ
ん
か
ら
、
祖
父
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
は
、

今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

近
畿
日
本
鉄
道
の
母
体
の
一
つ
と
言
え
る
大
阪
鉄
道
（
大
鉄
）

が
、
伊
勢
電
気
鉄
道
と
ま
だ
合
併
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
、
父
は

大
鉄
の
役
員
と
し
て
藤
井
寺
の
春
日
丘
住
宅
を
作
り
ま
し
た
。
新

興
住
宅
街
だ
っ
た
の
で
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
道
が
走
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
通
り
に
は
「
何
条
」
と
い
う
呼
び
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
家
も
「
八
条
通
り
の
山
岡
」
と
言
え
ば
、
す
ぐ
分
か
っ
て
も

ら
え
た
の
で
す
が
、
戦
後
、
何
条
通
り
と
い
う
呼
び
名
は
消
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
父
か
ら
ス
パ
ル
タ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
父
が
数
え

で
五
十
歳
こ
ろ
の
こ
と
と
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
家
の
外
で
父
と

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
た
と
き
、
父
は
子
ど
も
相
手
に
本
気
で
速

い
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
手
が
痛
か
っ
た
の
で
、

わ
た
し
は
グ
ロ
ー
ブ
に
そ
っ
と
手
袋
を
入
れ
た
り
し
た
の
で
す
が
、

父
は
そ
の
こ
と
す
ら
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
家
の
前

の
道
が
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
バ
ッ
ク

ネ
ッ
ト
を
置
い
て
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
の
と
き
、
わ
た
し
は
野
球
好
き
の
小
学
生
た
ち
が
集
ま

っ
て
作
っ
て
い
た
少
年
野
球
チ
ー
ム
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
小
学

二
年
生
で
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
対
抗
試
合
に

出
た
ら
「
あ
の
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
は
何
年
生
か
知
っ
て
い
る
か
。
二

年
生
や
で
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
五
、
六
年
生

で
編
成
さ
れ
て
い
る
チ
ー
ム
の
中
で
、
下
級
生
な
の
に
レ
ギ
ュ
ラ

ー
だ
っ
た
の
は
、
父
の
指
導
の
お
か
げ
で
す
。
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父
は
わ
た
し
に
は
厳
し
か
っ
た
で
す
が
、
弟
（
順
氏
）
は
ス
パ

ル
タ
教
育
を
全
く
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
弟
か
ら
は
父
と
の
思
い
出

が
あ
る
分
、
う
ら
や
ま
し
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
わ
た
し
に
し
て

み
れ
ば
父
は
怖
い
存
在
で
し
た
。

　

し
か
し
、
父
は
何
で
も
買
っ
て
く
れ
、
物
質
的
に
は
充
足
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
の
成
長
に
あ
わ
せ
て
自
転
車
も
毎
年
買
っ

て
く
れ
ま
し
た
し
、
洋
服
も
す
べ
て
誂
え
で
し
た
。

　

わ
た
し
が
通
っ
て
い
た
天
王
寺
師
範
（
大
阪
教
育
大
学
）
付
属

小
学
校
で
は
、
黒
い
詰
襟
の
制
服
と
芯
の
入
っ
た
帽
子
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
父
は
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
気
に
入
ら
な

か
っ
た
の
で
、
わ
た
し
の
服
だ
け
折
り
襟
に
し
ま
し
た
。
帽
子
も

イ
ギ
リ
ス
の
イ
ー
ト
ン
校
の
紺
色
の
帽
子
を
取
り
寄
せ
た
の
で
す
。

こ
の
帽
子
の
庇
は
極
端
に
小
さ
く
、
頭
頂
部
に
は
ベ
レ
ー
帽
に
つ

い
て
い
る
小
さ
な
尻
尾
の
よ
う
な
飾
り
が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
わ

た
し
は
こ
の
服
と
帽
子
を
着
用
す
る
の
が
い
や
で
、
特
に
帽
子
に

つ
い
て
は
、
人
と
す
れ
違
う
時
な
ど
脱
い
で
通
り
過
ぎ
て
い
ま
し

た
。
幸
い
帽
子
は
一
年
間
で
被
ら
な
く
て
も
よ
く
な
り
ま
し
た
が
、

服
は
六
年
間
着
用
し
ま
し
た
。

　

普
通
の
親
な
ら
学
校
が
定
め
た
制
服
・
制
帽
に
従
う
の
で
し
ょ

う
が
、父
は
そ
う
で
は
な
く
、わ
が
子
の
た
め
に
良
か
れ
と
思
い
、

自
分
が
こ
う
だ
と
決
め
た
ら
、厳
し
い
ル
ー
ル
の
中
に
あ
っ
て
も
、

そ
の
信
念
を
実
行
に
移
し
、現
状
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

わ
た
し
は
小
学
校
の
六
年
間
、一
日
も
休
む
こ
と
な
く
登
校
し
、

皆
勤
賞
を
も
ら
い
ま
し
た
。
少
し
ぐ
ら
い
風
邪
を
ひ
い
て
も
学
校

へ
行
か
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
と
き
、
父
は
朝
一
番
で
タ

ク
シ
ー
を
呼
び
、
わ
た
し
を
近
く
の
耳
鼻
咽
喉
科
へ
運
ば
せ
、
終

わ
っ
た
ら
待
た
せ
て
あ
っ
た
タ
ク
シ
ー
で
わ
た
し
を
学
校
へ
送
ら

せ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
は
正
門
の
百
メ
ー

ト
ル
手
前
で
停
ま
っ
て
私
を
下
ろ
す
よ
う
、
厳
し
く
指
示
し
て
い

ま
し
た
。

　

父
は
厳
格
で
し
た
が
、
わ
が
子
を
愛
し
て
い
た
の
も
間
違
い
の

な
い
事
実
で
す
。
子
ど
も
の
と
き
は
あ
ま
り
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
に
な
っ
て
み
る
と
父
の
愛
情
を
強
く
感
じ
ま
す
。

強
力
な
応
援
団
・
山
岡　

倭

　

父
は
関
西
大
学
野
球
部
の
発
展
に
大
変
情
熱
を
注
ぎ
ま
し
た
。

野
球
道
楽
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
す
。
日
本
中
の
名
選
手
が
関
西

大
学
へ
無
試
験
で
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
の
ち
に
「
ミ



43　関西大学年史紀要　19

ス
タ
ー
タ
イ
ガ
ー
ス
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
藤
村
富
美
男
選
手

（
広
島
、
呉
港
中
学
出
身
）
も
関
大
に
入
れ
よ
う
と
、
自
ら
ス
カ
ウ

ト
に
出
か
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
広
島
か
ら
帰
っ
て
く
る
な
り
、

「
ダ
メ
だ
っ
た
。
阪
神
に
や
ら
れ
た
」と
悔
し
が
っ
て
い
ま
し
た
。

関
西
大
学
に
入
学
し
た
野
球
の
名
選
手
に
は
釣
常
雄
投
手
（
姫
路

中
学
出
身
）
や
黒
沢
一
塁
手
（
鳥
取
一
中
出
身
）、本
田
竹
蔵
投
手

（
高
松
中
学
出
身
）
な
ど
が
い
ま
す
。

　

大
正
末
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
慶
応
義
塾
は
関
西
大

学
な
ど
相
手
に
せ
ず
、
交
流
試
合
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ

ろ
、
慶
応
に
は
人
気
絶
頂
の
ス
タ
ー
選
手
、
宮
武
三
郎
投
手
（
の

ち
阪
急
初
代
主
将
）
が
い
ま
し
た
。
東
京
六
大
学
と
関
西
六
大
学

と
で
は
大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
試
合

を
し
た
と
こ
ろ
、
関
大
が
慶
応
に
全
勝
し
ま
し
た
。
本
田
竹
蔵
選

手
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
三
番
を
務
め
、ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
ち
ま
し
た
。

出
島
貞
男
選
手
は
セ
ン
タ
ー
で
四
番
打
者
で
し
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
野
球
部
第
一
期
黄
金
時
代
の
伝
説
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
が
今
で
も
関
西
大
学
野
球
部
の
活
躍
を
覚
え
て
い
る
の
は
、

毎
週
の
よ
う
に
京
阪
沿
線
の
野
球
場
へ
父
に
連
れ
て
い
か
れ
た
か

ら
で
す
。

　

父
は
野
球
部
だ
け
で
な
く
、
漕
艇
部
の
部
員
た
ち
も
可
愛
が
り

ま
し
た
。
ク
ラ
ブ
に
ボ
ー
ト
を
寄
贈
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
ボ
ー

ト
は
わ
た
し
の
名
前
に
因
ん
で
、〝
や
っ
ち
ゃ
ん
号
〞
と
命
名
さ
れ

ま
し
た
。
の
ち
に
叔
父
の
岸
田
幸
雄
（
元
兵
庫
県
知
事
）
が
山
岡

順
太
郎
を
偲
ぶ
会
を
開
い
た
と
き
、
関
西
大
学
の
学
長
を
務
め
ら

れ
た
岩
崎
卯
一
先
生
が
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
紹
介
さ
れ
、
こ
の
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
社
会
人
の
現
役
時
代
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
所
属

し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
「
自
分

は
関
西
大
学
の
出
身
な
の
だ
が
、
お
父
さ
ん
（
倭
）
に
軽
音
楽
部

の
楽
器
全
部
を
寄
付
し
て
も
ら
い
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
」
と

お
礼
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
家
に
は
関
西
大
学
の
学
生
を
書
生
と
し
て
置
い
て
い
ま

し
た
。
私
が
六
歳
の
こ
ろ
、家
に
い
た
の
は
柔
道
部
の
古
賀
選
手
。

そ
れ
に
山
崎
さ
ん
と
い
う
棒
高
跳
び
の
選
手
も
書
生
を
し
て
い
ま

し
た
。
父
は
家
の
隣
の
空
き
地
に
棒
高
跳
び
の
練
習
場
を
こ
し
ら

え
、
山
崎
さ
ん
に
練
習
を
さ
せ
ま
し
た
。
関
大
陸
上
部
を
強
く
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
銅
メ
ダ
ル
（
三
段
跳
び
）
を
と
っ
た
陸
上



「学の実化」の時代―山岡順太郎・倭 父子展―をふりかえって　44

の
大
島
鎌
吉
選
手
も
よ
く
家
に
来
て
い
ま
し
た
。

　

父
が
大
阪
鉄
道
の
役
員
を
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
話
し
た
と
お

り
で
す
が
、父
は
大
鉄
の
役
員
と
し
て
藤
井
寺
球
場
を
作
り
ま
す
。

そ
の
と
き
二
出
川
延
明
さ
ん
に
協
力
を
求
め
ま
し
た
。
二
出
川
さ

ん
は
明
治
大
学
野
球
部
で
セ
ン
タ
ー
を
守
り
、
卒
業
後
、
銀
行
勤

め
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
野
球
選
手
だ
っ
た
の
を
見
込
ん
で
父
が

引
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
藤
井
寺
球
場
が
で
き
、
父
も
亡
く
な

っ
た
の
で
、
二
出
川
さ
ん
は
大
鉄
を
去
り
、
プ
ロ
野
球
の
審
判
に

な
り
ま
し
た
。
後
年
、「
俺
が
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
だ
」
の
名
言
で
有
名

に
な
り
ま
し
た
。

　

藤
井
寺
球
場
に
は
相
撲
の
土
俵
も
あ
り
ま
し
た
。
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）十
一
月
に
第
五
代
学
生
横
綱
と
な
っ
た
相
撲
部
の
竹

田
繁
七
選
手
は
卒
業
後
、
大
鉄
に
入
社
し
ま
し
た
。
相
撲
も
人
気

の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
で
し
た
の
で
、
藤
井
寺
球
場
の
土
俵
で
は
会
社

対
抗
の
相
撲
大
会
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

山
岡
家
の
墓
所

　

今
年
、平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

十
一
月
二
十
六
日
に
亡
く
な
っ
た
祖
父
・
順
太
郎
の
五
十
回
忌
と

な
り
ま
す
。
山
岡
家
の
墓
は
金
沢
の
野
田
山
墓
地
（
前
田
侯
の
墓

地
）
に
あ
り
ま
す
。
菩
提
寺
は
高
岸
寺
で
す
。
祖
父
は
犀
川
沿
い

に
あ
る
千
日
町
の
足
軽
長
屋
で
育
ち
ま
し
た
が
、
墓
地
に
は
山
岡

家
が
足
軽
だ
っ
た
時
代
に
作
ら
れ
た
先
祖
代
々
の
小
さ
な
墓
と
、

祖
父
が
建
て
た
立
派
な
墓
が
並
ん
で
い
ま
す
。
祖
父
の
法
名
は
大

乗
院
達
日
順
居
士
で
す
。

　

先
祖
の
関
係
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
と
、順
太
郎
の
父
・

弥
五
郎
は
号
を
美
章
と
い
う
の
で
す
が
、
美
章
土
地
と
い
う
不
動

産
会
社
を
経
営
し
て
い
た
山
岡
家
は
、
阪
和
線
が
で
き
る
と
き
、

駅
を
作
る
資
金
を
寄
付
し
た
よ
う
で
す
。
美
章
園
と
い
う
駅
名
は

弥
五
郎
の
号
、
美
章
か
ら
き
て
い
ま
す
。
山
岡
順
太
郎
に
ま
つ
わ

る
逸
話
と
し
て
大
阪
商
工
会
議
所
の
会
報
に
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

三　

展
示
の
内
容

　

さ
て
、
具
体
的
な
展
示
の
記
録
に
も
ど
ろ
う
。

　

年
史
資
料
展
示
室
内
の
企
画
展
示
室
に
は
、
大
型
の
縦
型
展
示

ケ
ー
ス
一
基
と
写
真
パ
ネ
ル
展
示
台
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

以
外
に
、
壁
面
を
利
用
し
て
解
説
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
の
も
例
年

の
展
示
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
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壁
面
写
真
パ
ネ
ル

　

展
示
の
順
路
と
し
て
は
、
最
初
に
「
ご
あ
い
さ
つ
」、
さ
ら
に
大

型
の
展
示
パ
ネ
ル
を
壁
面
に
設
置
し
、
山
岡
順
太
郎
・
倭
父
子
が

関
西
大
学
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
時
代
の
特
徴
的
な
こ
と
が
ら
を

四
つ
に
分
け
て
説
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
展
示
の
テ
ー
マ
を
理

解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
努
め
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
あ
る
。

①
解
説　

大
学
昇
格
と
千
里
山
学
舎
の
建
設

　

本
学
は
明
治
三
十
八
年
以
来
、
校
名
「
私
立
関
西
大
学
」

を
使
用
し
て
い
た
が
、
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
学
校
で
あ
っ

た
た
め
、
大
正
七
年
の
大
学
令
公
布
に
伴
い
、
昇
格
へ
の
体

制
作
り
を
本
格
化
さ
せ
た
。
本
学
が
昇
格
す
る
た
め
に
は
、

多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
柿
崎
欣
吾
理
事

は
年
来
の
親
友
で
あ
る
山
岡
順
太
郎
の
出
馬
を
う
な
が
し
た
。

当
時
、
山
岡
は
、
大
阪
商
業
会
議
所
会
頭
、
日
本
電
力
社
長
、

大
阪
商
船
副
社
長
、
大
阪
鉄
工
所
取
締
役
会
長
な
ど
の
要
職

を
兼
ね
て
お
り
、
大
阪
財
界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
山
岡
自
身
も
、
教
育
の
重
要
性
を
痛
感
し
、
社
会

壁面解説パネル
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事
業
や
育
英
事
業
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
柿
崎
の
勧

め
に
応
じ
た
山
岡
は
、大
正
九
年
九
月
本
学
評
議
員
と
な
り
、

翌
年
九
月
、
関
西
大
学
拡
張
委
員
会
が
組
織
さ
れ
る
と
会
長

に
就
任
、
昇
格
に
必
要
な
募
金
活
動
の
先
頭
に
立
っ
た
。

　

関
係
者
が
苦
労
を
積
み
重
ね
た
結
果
、寄
付
金
も
集
ま
り
、

大
正
十
一
年
四
月
に
は
、
大
学
予
科
校
舎
が
竣
工
し
た
。
当

時
の
新
聞
は
、「
海
抜
二
百
七
十
尺
の
高
所
―
千
里
山
に
新

築
の
関
西
大
学　

予
科
教
室
は
本
月
中
に
竣
功　

松
風
床
新

し
い
校
舎
は
汽
車
の
轟
音
に
悩
ま
さ
れ
る
旧
校
舎
に
比
べ
て

雲
泥
の
差
」
と
報
じ
て
い
る
（「
大
阪
毎
日
新
聞
」
大
正
十
一

年
四
月
二
十
八
日
）。

　

大
正
十
一
年
六
月
五
日
、
大
学
令
に
よ
り
関
西
大
学
の
設

立
は
認
可
さ
れ
、
つ
い
に
悲
願
が
成
就
し
た
。

②
解
説　
「
学
の
実
化
」
講
座
と
夏
期
語
学
講
習
会
の
開
催

　

山
岡
は
、「
学
の
実
化
」
と
は
、「
深
遠
な
る
真
理
を
平
易

に
説
き
、
学
理
を
実
際
に
調
和
せ
し
め
た
い
と
い
う
に
ほ
か

な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。「
学
問
の
実
際
化
」
あ
る
い
は

「
学
問
の
実
践
化
」
の
た
め
、「
学
理
と
実
際
と
の
調
和
」「
国

際
的
精
神
の
涵
養
」「
外
国
語
学
習
の
必
要
」
な
ど
を
力
説

し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
「
学
の
実
化
」
講
座
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
講
じ
た
。

　
「
学
の
実
化
」
講
座
は
、
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
ポ
ー
ル
・
ク

ロ
ー
デ
ル
に
よ
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
」（
第
一
回
、大

正
十
一
年
五
月
二
十
七
日
）
を
皮
切
り
と
し
て
、
六
年
間
に

合
計
三
十
三
回
開
催
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
大
学
の
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
」「
大
学
の
社
会
化
」

の
標
語
を
実
行
に
移
し
て
、「
日
曜
日
講
座
」
を
催
し
、
ひ
ろ

く
一
般
市
民
に
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
さ
ら
に
、
大
正
十
二

年
夏
か
ら
は
、
夏
期
語
学
講
習
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
講

習
会
は
男
女
共
学
制
を
と
っ
て
お
り
、
当
時
の
人
び
と
に
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
感
じ
を
与
え
、
好
評
を
博
し
た
。

③
解
説　

大
運
動
場
建
設
と
第
一
回
大
学
祭

　

山
岡
は
、
体
育
の
奨
励
に
も
力
を
入
れ
た
。
体
育
奨
励
の

理
由
を
山
岡
は
、「
団
体
的
精
神
の
訓
練
、
学
校
全
体
と
し
て

の
剛
健
闊
達
な
る
気
風
の
助
長
、
真
剣
味
の
発
揮
と
い
う
点

な
ど
か
ら
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

千
里
山
の
予
科
校
舎
の
建
築
と
並
行
し
て
、
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
（
二
面
）、
角
力
土
俵
が
建
設
さ
れ
た
。
引
き
続
い
て
、
校
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舎
の
東
側
窪
地
（
現
在
の
総
合
図
書
館
、
尚
文
館
の
場
所
）

に
、
半
円
形
ス
タ
ン
ド
を
有
す
る
「
東
洋
第
一
の
運
動
場
」

を
建
設
し
た
。
山
岡
は
こ
れ
に
私
財
を
投
じ
、
長
男
倭
も
こ

の
事
業
の
先
頭
に
立
っ
て
尽
力
し
た
。

　

大
正
十
五
年
十
月
二
十
三
日
、
創
立
四
十
周
年
記
念
式
と

昇
格
記
念
式
が
挙
行
さ
れ
、
同
時
に
第
一
回
大
学
祭
も
開
催

さ
れ
た
。
翌
日
の
大
運
動
場
開
場
式
で
は
山
岡
が
式
辞
を
述

べ
、
倭
か
ら
工
事
報
告
が
な
さ
れ
た
。
次
い
で
記
念
陸
上
大

運
動
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
山
岡
順
太
郎
・
倭
父
子
は
、
野
球
部
を
は
じ
め
と

す
る
運
動
各
部
な
ど
へ
の
支
援
も
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

④
解
説　

大
学
本
館
と
図
書
館
の
建
設

　

大
運
動
場
の
竣
工
間
近
い
大
正
十
五
年
七
月
、
運
動
場
北

側
の
台
地
の
上
（
現
在
の
「
あ
す
か
の
庭
」
南
側
）
で
大
学

本
館
の
建
築
が
始
ま
っ
た
。
昭
和
二
年
三
月
に
工
事
は
完
了

し
た
が
、
こ
の
大
学
本
館
は
、
北
浜
に
あ
っ
た
住
友
合
資
会

社
の
社
屋
を
解
体
し
て
千
里
山
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
移
築
に
は
住
友
の
顧
問
弁
護
士
で
あ
っ
た
喜
多
村
桂
一
郎

理
事
と
山
岡
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

　

ま
た
山
岡
は
、
専
任
教
授
養
成
の
目
的
で
海
外
に
留
学
生

を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
図
書
の
充
実
に
も
努
め
た
。
従
来

ほ
と
ん
ど
洋
書
を
持
た
な
か
っ
た
本
学
が
、
そ
の
一
部
を
篤

志
家
の
寄
贈
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
時
期
、
一
挙
に
一
万
冊

に
達
す
る
洋
書
を
蒐
集
し
、
昭
和
三
年
四
月
に
は
図
書
館
を

竣
工
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
翌
年
二
月
に
は

関
係
者
の
寄
金
を
仰
ぎ
、
山
岡
総
理
事
の
功
績
を
記
念
す
る

山
岡
文
庫
が
設
け
ら
れ
た
。

　　

こ
う
し
た
解
説
パ
ネ
ル
以
外
に
、
壁
面
に
は
「
学
の
実
化
」
の

解
説
パ
ネ
ル
と
、
作
詞
者
で
あ
る
服
部
嘉
香
直
筆
の
関
西
大
学
学

歌
扁
額
も
展
示
し
た
。
こ
の
う
ち
、「
学
の
実
化
」
の
解
説
パ
ネ
ル

に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
た
。

①
解
説　
「
学
の
実
化
」
と
山
岡
順
太
郎

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
四
月
、
財
団
法
人
理
事
と
な

っ
た
順
太
郎
は
翌
五
月
二
十
日
、
総
理
事
に
就
任
。
す
ぐ
さ

ま
「
学
の
実
化
」
を
提
唱
し
た
。

　
「
学
の
実
化
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
学
理
と
実
際
と
の
調

和
」「
国
際
的
精
神
の
涵
養
」「
外
国
語
学
習
の
必
要
」
の
三
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点
か
ら
な
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
「
学
理
と
実
際

と
の
調
和
」
で
あ
っ
た
。

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
七
月
十
五
日
発
行
の
『
千
里

山
学
報
』
第
二
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、「
大
学
は

学
者
を
養
成
す
る
所
で
は
あ
る
が
、
学
者
に
な
る
人
物
は
ご

く
一
部
で
あ
り
、
大
半
は
実
社
会
に
出
て
活
動
す
る
人
で
占

め
ら
れ
て
い
る
。
国
家
・
社
会
に
有
用
の
材
た
る
全
面
的
人

物
の
養
成
に
力
を
致
す
こ
と
こ
そ
、
真
に
時
代
が
要
求
す
る

教
育
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
順
太
郎

は
説
い
た
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
が
出
て
く
る
背
景
に
は
、
本
学
が
経
済

都
市
大
阪
に
立
地
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
理
由
の

一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
順
太
郎
が
提
唱
し
た
「
学
の

実
化
」
は
関
西
大
学
の
進
む
べ
き
方
向
を
示
唆
す
る
と
い
う

点
で
、
ま
さ
し
く
達
見
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
今
も
脈
々
と

受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　　

現
在
、
関
西
大
学
で
歌
わ
れ
て
い
る
学
歌
は
大
正
十
一
年
（
一

九
二
二
）
の
大
学
昇
格
直
後
に
制
定
さ
れ
た
。
学
歌
の
一
節
に
は

「
学
の
実
化
」
と
い
う
歌
詞
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、今
回
の
展
示

で
は
新
生
の
動
き
を
象
徴
す
る
事
柄
の
一
つ
と
し
て
、
あ
わ
せ
て

取
り
上
げ
た
。
展
示
解
説
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
解
説　

学
歌
の
制
定

　

悲
願
で
あ
っ
た
大
学
へ
の
昇
格
を
果
た
し
た
こ
と
と
、
山

岡
順
太
郎
総
理
事
が
「
学
の
実
化
」
を
提
唱
し
た
こ
と
に
よ

り
、「
学
の
実
化
」
講
座
や
夏
期
語
学
講
習
会
、
日
曜
自
由
講

座
な
ど
、
斬
新
な
事
業
が
数
多
く
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
新
生
の
動
き
の
一
つ
と
し
て
学
歌

「学の実化」解説パネル
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が
制
定
さ
れ
た
。

　

す
で
に
関
西
大
学
に
は
国
文
学
者
の
池
辺
義
象
（
作
詞
）

と
音
楽
家
の
弘
田
竜
太
郎
（
作
曲
）
に
よ
る
校
歌
が
あ
っ
た

が
、
新
し
い
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
学
歌
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
服
部
嘉
香
教
授
に
作
詞

を
、
ま
た
服
部
の
知
人
で
当
時
、
音
楽
界
に
新
風
を
吹
き
込

ん
で
い
た
山
田
耕
筰
に
作
曲
を
依
頼
し
て
学
歌
を
制
定
す
る

こ
と
に
し
た
。

　

真
理
の
討
究
と
人
格
の
陶
冶
を
二
本
柱
と
し
、
学
問
の
実

「学歌の制定」解説パネル

学歌篇額
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際
化
や
自
由
の
訓
練
、
自
治
の
発
揮
と
い
っ
た
内
容
も
盛
り

込
む
と
い
う
の
が
、
作
詞
に
あ
た
っ
て
山
岡
総
理
事
や
宮
島

綱
男
専
務
理
事
ら
、
本
学
首
脳
陣
が
つ
け
た
注
文
だ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。

展
示
ケ
ー
ス
内
展
示
品
（
す
べ
て
山
岡
康
氏
提
供
）

①
顔
写
真　

山
岡
順
太
郎

②
顔
写
真　

山
岡　

倭

③　

欧
米
視
察
の
間
、
順
太
郎
が
家
族
に
宛
て
て
送
っ
た
絵
は
が
き

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
、
五
ヵ

月
ほ
ど
順
太
郎
は
欧
米
視
察
に
出
向
い
て
い
る
。
現
在
と
違

っ
て
簡
単
に
は
洋
行
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、

順
太
郎
は
旅
先
か
ら
数
多
く
の
絵
は
が
き
を
家
族
に
宛
て
て

送
っ
て
い
る
。

④　

順
太
郎
の
繪
端
書
（
絵
は
が
き
）
を
収
め
た
箱

　

順
太
郎
か
ら
の
絵
は
が
き
を
ま
と
め
て
収
め
た
箱
。
順
太

郎
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
二
十
六
日
に
没
す
る

が
、
そ
の
一
年
四
ヵ
月
後
の
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
三
月

に
倭
が
絵
は
が
き
を
ま
と
め
、
箱
に
表
書
き
を
し
る
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

⑤　

順
太
郎
の
自
筆
色
紙

　
「
呑
舟
之
魚　

不
游
枝
流

　

昭
和
貮
年
一
月
念
日　

孝
堂
」

　
「
舟
を
呑
み
込
む
よ
う
な
巨
大
な
魚
は
、細
い
支
流
で
は
遊

ば
な
い
（
泳
が
な
い
）」
と
い
う
こ
と
か
ら
、大
成
す
る
人
物

は
本
流
を
進
む
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

⑥　

順
太
郎
の
日
記

⑦　

倭
宛
の
順
太
郎
書
簡

展示ケース
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順太郎が家族に宛てた絵はがき

順太郎の自筆色紙

順太郎の日記
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写
真
パ
ネ
ル
展
示

　

写
真
パ
ネ
ル
展
示
台
に
は
、
四
方
向
あ
わ
せ
て
十
八
点
の
写
真

が
展
示
で
き
る
。
今
回
、
こ
の
展
示
台
で
は
、
順
太
郎
の
経
歴
を

四
つ
に
区
分
し
、「
青
年
時
代
の
山
岡
順
太
郎
」「
実
業
家
と
し
て

の
山
岡
順
太
郎
」「
関
西
大
学
と
山
岡
順
太
郎
・
倭
父
子
」「
山
岡

家
の
人
び
と
」
と
し
て
関
連
す
る
写
真
を
ま
と
め
た
。
グ
ル
ー
プ

ご
と
の
写
真
と
、
そ
こ
に
付
け
加
え
た
解
説
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。

「
青
年
時
代
の
山
岡
順
太
郎
」（
四
点
）

①
写
真　

少
年
時
代
の
山
岡
順
太
郎
（
中
央
）
と
父
（
左
）、叔
父
（
右
）

　

山
岡
順
太
郎
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
九
月
十
八
日
、

金
沢
藩
の
下
級
武
士
山
岡
美
章
（
弥
五
郎
）、み
つ
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
明
治
維
新
の
家
禄
奉
還
に
よ
っ
て
生
家
の

生
活
は
逼
迫
し
、
困
窮
の
中
で
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
。

　

十
四
歳
の
と
き
、
順
太
郎
は
初
め
て
公
開
演
説
を
体
験
し

た
。
演
台
へ
上
る
と
同
時
に
「
自
分
は
二
間
間
口
の
長
屋
に

住
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
…
…
」
と
語
り
だ
し
た
た
め
、
聴

衆
に
交
じ
っ
て
聞
い
て
い
た
父
弥
五
郎
は
狼
狽
し
、
あ
わ
て

て
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
。
少
年
時
代
の
順
太
郎
は
腕
白
で
、

戦
争
ご
っ
こ
で
は
い
つ
も
大
将
で
あ
っ
た
。

②
写
真　

青
年
時
代
の
山
岡
順
太
郎

　

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、順
太
郎
は
十
三
歳
で
金
沢
医

学
校
に
入
学
し
た
が
、「
志
は
医
に
非
ず
」
と
し
て
間
も
な
く

退
学
し
、
同
十
六
年
（
一
八
八
三
）、
陸
軍
士
官
を
志
し
て
上

京
し
た
。
東
京
で
は
神
田
区
美
土
代
町
の
石
埼
小
洲
の
門
に

入
り
、
漢
籍
を
学
ぶ
と
と
も
に
数
学
を
修
め
た
。
こ
の
年
、

父
弥
五
郎
が
逝
去
し
た
。
翌
年
、
陸
軍
士
官
学
校
の
入
学
試

験
を
受
け
、
第
一
次
試
験
に
は
及
第
し
た
も
の
の
、
庭
内
の 写真パネル展示
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樹
か
ら
落
ち
て
足
を
挫
い
た
た
め
、
第
二
次
試
験
受
験
は
断

念
し
た
。

③
写
真　

青
年
時
代
の
山
岡
順
太
郎

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
月
、
順
太
郎
は
茨
城
県
の

収
税
吏
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
人
情
家
で
あ
る
順
太
郎
に
と

っ
て
、租
税
取
立
て
の
役
人
生
活
は
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
。

在
任
す
る
こ
と
七
年
、
た
ば
こ
の
不
正
を
摘
発
し
た
こ
と
で

逆
に
恨
み
を
買
い
、
訴
訟
と
な
っ
た
が
、
証
拠
不
十
分
で
順

太
郎
は
予
審
免
訴
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

が
き
っ
か
け
で
順
太
郎
は
収
税
吏
の
職
を
辞
し
た
。

④
写
真　

逓
信
省
時
代
の
山
岡
順
太
郎
と
中
橋
徳
五
郎

　

順
太
郎
に
は
同
郷
の
先
輩
中
橋
徳
五
郎
が
い
た
。
当
時
、

中
橋
は
新
進
気
鋭
の
逓
信
官
吏
で
、
大
臣
官
房
財
務
課
長
の

要
職
に
あ
っ
た
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）、順
太
郎
は

中
橋
を
頼
っ
て
逓
信
省
に
入
っ
た
。
中
橋
に
見
込
ま
れ
た
順

太
郎
は
財
務
課
出
納
員
と
な
り
、
そ
の
後
、
出
納
掛
か
ら
主

計
掛
に
転
じ
、
省
内
予
算
の
事
務
を
受
け
持
っ
て
大
い
に
手

腕
を
発
揮
し
て
ゆ
く
。

「
実
業
家
と
し
て
の
山
岡
順
太
郎
」（
五
点
）

①
写
真　

執
務
室
で
の
山
岡
順
太
郎

　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
六
月
、
中
橋
徳
五
郎
は
逓

信
省
を
辞
任
し
、
大
阪
商
船
会
社
の
社
長
に
な
る
と
、
順
太

郎
を
同
社
の
文
書
課
助
役
と
し
て
招
い
た
。
順
太
郎
に
と
っ

て
は
人
生
の
一
大
転
機
で
あ
っ
た
が
、
中
橋
を
助
け
て
大
阪

商
船
隆
盛
の
基
礎
を
築
く
。
の
ち
に
大
阪
財
界
の
重
鎮
と
な

っ
て
い
く
順
太
郎
の
実
業
家
と
し
て
の
才
覚
と
手
腕
は
こ
の

時
期
に
鍛
え
ら
れ
、
成
熟
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
写
真
は
、
順
太
郎
を
執
務
室
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
が
、背
後
に
額
装
さ
れ
た
船
の
写
真
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

大
阪
商
船
会
社
で
撮
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
写
真　

大
阪
商
船
内
航
部
長
時
代
の
山
岡
順
太
郎

　

中
橋
徳
五
郎
社
長
は
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、大
阪
商

船
の
中
に
外
国
航
路
と
は
別
に
内
航
部
を
設
置
し
、
順
太
郎

を
部
長
に
任
命
し
た
。
部
長
就
任
と
同
時
に
順
太
郎
は
別
府

航
路
を
開
設
し
、
今
日
の
別
府
温
泉
繁
栄
の
基
礎
を
築
き
上

げ
た
。
順
太
郎
が
掲
げ
た
「
世
界
の
公
園
瀬
戸
内
海
」「
天
下

の
楽
土
別
府
温
泉
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
人
び
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と
の
心
を
捉
え
、
会
社
の
増
収
に
も
つ
な
が
っ
た
。

　

写
真
は
、
京
阪
神
の
新
聞
記
者
を
別
府
に
招
き
、
別
府
町

の
当
局
者
と
一
緒
に
撮
影
し
た
も
の
（
順
太
郎
は
中
列
右
か

ら
四
人
目
）。

③
写
真　

海
外
視
察
（
ロ
ン
ド
ン
に
て
）

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
七
月
、
順
太
郎
は
大
阪
駅
を
出

発
し
、
敦
賀
で
ロ
シ
ア
の
義
勇
艦
隊
ベ
ン
ザ
号
に
乗
込
み
、

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
欧
米
視
察

の
途
に
上
っ
た
。
同
年
十
月
、
在
米
中
の
水
谷
揆
一
（
の
ち

関
西
大
学
教
授
）
を
案
内
者
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
見
学

し
、
十
一
月
、
横
浜
へ
帰
っ
て
き
た
。
海
外
視
察
の
途
中
、

家
族
に
宛
て
て
送
っ
た
絵
は
が
き
が
、
現
在
も
多
数
、
山
岡

家
に
残
っ
て
い
る
。

④
写
真　

太
刀
山
関
と
大
阪
鉄
工
所
社
長
時
代
の
山
岡
順
太
郎

　

そ
の
敏
腕
が
社
の
内
外
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正

三
年
（
一
九
一
四
）
三
月
、
順
太
郎
は
大
阪
鉄
工
所
（
現
在

の
日
立
造
船
）
に
迎
え
ら
れ
て
社
長
と
な
っ
た
。

　

順
太
郎
が
社
長
に
就
任
し
た
と
き
、
同
社
は
業
績
不
振
に

喘
い
で
い
た
が
、
三
ヵ
月
後
の
同
年
六
月
二
十
八
日
、
サ
ラ

エ
ボ
に
端
を
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
日
本
の
海
運
・

造
船
業
は
未
曾
有
の
好
景
気
に
見
舞
わ
れ
た
。
順
太
郎
の
積

極
策
が
奏
功
し
た
大
阪
鉄
工
所
は
、
わ
ず
か
四
年
で
進
水
ト

ン
数
十
倍
増
の
成
績
を
収
め
る
に
至
っ
た
。

　

こ
の
写
真
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
、
諸
手

突
き
か
ら
の
突
っ
張
り
と
強
烈
な
呼
び
戻
し
で
無
敵
を
誇
っ

た
太
刀
山
関
を
囲
ん
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
太
刀
山
の

名
は
、板
垣
退
助
が
「
常
陸
山
に
迫
れ
」
と
の
願
い
を
込
め
、

郷
里（
富
山
県
）の
名
峰
で
あ
る
立
山
に
因
ん
で
命
名
し
た
。

明
治
時
代
最
後
の
横
綱
で
あ
り
、「
不
知
火
型
」
と
呼
ば
れ
る

横
綱
土
俵
入
り
の
型
を
完
成
さ
せ
た
（
順
太
郎
は
前
列
右
か

ら
二
人
目
、
太
刀
山
関
の
隣
り
）。

⑤
写
真　

 

宇
奈
月
の
工
事
現
場
を
視
察
す
る
日
本
電
力
社
長
・
山
岡
順

太
郎

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
十
二
月
、
土
居
通
夫
の
あ
と
を

う
け
、
順
太
郎
は
大
阪
商
業
会
議
所
会
頭
に
就
任
し
た
。
商

船
の
山
岡
か
ら
大
阪
の
山
岡
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

数
多
く
の
事
業
に
関
係
し
た
順
太
郎
は
「
有
電
源
而
有
産

業
」
の
持
論
に
よ
り
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）、
自
ら
日
本
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電
力
株
式
会
社
を
創
設
し
、社
長
と
な
っ
た
。
瀬
戸
、蟹
寺
、

亀
谷
に
水
力
発
電
所
を
造
っ
て
十
数
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
電
力

を
大
阪
へ
送
り
、
さ
ら
に
は
水
量
豊
富
な
黒
部
渓
谷
に
出
力

五
万
四
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
柳
河
原
発
電
所
を
設
け
、
東
京
へ

の
送
電
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
火
力
発
電
に
も
着
眼
し
、

十
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
能
力
を
持
つ
尼
崎
火
力
発
電
所

を
竣
工
さ
せ
た
。

　

写
真
は
、
ト
ロ
ッ
コ
列
車
に
乗
り
、
宇
奈
月
の
工
事
現
場

を
視
察
す
る
順
太
郎
ほ
か
電
力
会
社
関
係
者
で
あ
る
。

「
関
西
大
学
と
山
岡
順
太
郎
・
倭
父
子
」（
四
点
）

①
写
真　

関
西
大
学
首
脳
陣

　

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）、文
部
省
は
近
い
う
ち
に
大
学
令

を
公
布
し
、
公
私
立
大
学
に
も
帝
国
大
学
同
等
の
資
格
を
認

め
る
と
い
う
意
思
表
明
を
行
っ
た
。
関
西
大
学
も
昇
格
に
備

え
、
募
金
活
動
に
着
手
し
た
。
こ
の
と
き
、
大
阪
財
界
の
重

鎮
で
あ
っ
た
順
太
郎
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
九
月
、
柿

崎
欽
吾
理
事
の
求
め
に
応
じ
て
関
西
大
学
拡
張
後
援
会
長
と

な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
昇
格
へ
の
準
備
は
着
々
と
進
み
、
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
六
月
五
日
、本
学
は
悲
願
で
あ
っ
た
大
学
昇
格

を
果
た
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
文
部
大
臣
は
中
橋
徳

五
郎
で
あ
っ
た
。
昇
格
か
ら
半
月
ほ
ど
前
の
五
月
二
十
日
、

順
太
郎
は
関
西
大
学
総
理
事
に
就
任
す
る
。
以
後
、「
学
の
実

化
」
の
理
念
の
も
と
、
新
た
な
施
策
が
次
々
と
展
開
さ
れ
て

い
っ
た
。

　

写
真
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
三
月
に
撮
影
さ
れ

た
関
西
大
学
の
首
脳
陣
。
前
列
向
か
っ
て
左
か
ら
菅
沼
豊
次

郎
協
議
員
、
山
岡
順
太
郎
総
理
事
、
下
村
宏
評
議
員
、
桑
田

熊
蔵
顧
問
、
柿
崎
欽
吾
専
務
理
事
、
白
川
朋
吉
理
事
。
後
列

左
か
ら
田
川
七
郎
秘
書
、小
泉
幸
治
教
授
、岩
崎
卯
一
教
授
、

宮
島
綱
男
専
務
理
事
、垂
水
善
太
郎
理
事
、服
部
嘉
香
教
授
、

木
下
孫
一
幹
事
。

②
写
真　

第
一
回
関
法
定
期
戦

　

千
里
山
に
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
、
本
学
陸

上
部
の
選
手
た
ち
は
大
阪
市
立
築
港
運
動
場
で
練
習
を
重
ね

て
い
た
。
こ
こ
は
当
時
、
国
内
最
高
の
施
設
で
、
来
阪
し
た

チ
ー
ム
も
ほ
と
ん
ど
こ
こ
を
利
用
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
運
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動
場
で
と
も
に
陸
上
競
技
の
練
習
に
励
ん
だ
こ
と
が
縁
と
な

り
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
五
月
三
十
一
日
、
法
政
大

学
と
の
第
一
回
対
抗
戦
が
開
催
さ
れ
た
。
昭
和
十
四
年
（
一

九
三
九
）
に
一
時
中
断
さ
れ
る
ま
で
、
関
西
大
学
の
戦
績
は

十
四
勝
一
敗
で
、
圧
倒
的
な
強
さ
を
誇
っ
た
。

　

写
真
は
、
第
一
回
関
法
定
期
戦
に
出
場
し
た
両
大
学
の
選

手
た
ち
。
中
央
の
和
服
姿
が
順
太
郎
。

③
写
真　

ク
ラ
ブ
活
動
の
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
山
岡
倭

　

順
太
郎
の
長
男
倭
は
慶
応
義
塾
の
出
身
で
、
順
太
郎
が
社

長
を
務
め
る
大
阪
鉄
工
所
（
現
日
立
造
船
）
に
入
社
し
た
。

そ
の
後
、
防
犯
用
の
網
ガ
ラ
ス
を
日
本
で
初
め
て
作
っ
た
極

東
硝
子
の
社
長
と
な
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
経
営
は
芳
し
く

な
く
、
結
局
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
倭
は
関
西
大
学

北
陽
高
等
学
校
の
前
身
で
あ
る
北
陽
商
業
学
校
の
創
立
に
も

大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

　

私
生
活
で
は
、
学
生
た
ち
の
ク
ラ
ブ
活
動
に
大
き
な
理
解

を
示
し
た
。
自
宅
に
は
常
に
運
動
部
の
学
生
を
書
生
と
し
て

住
ま
わ
せ
て
い
た
し
、
軽
音
楽
部
に
楽
器
す
べ
て
を
寄
付
す

る
な
ど
、
物
心
両
面
か
ら
の
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

　

な
か
で
も
倭
が
特
に
好
ん
だ
の
は
野
球
で
あ
っ
た
。
の
ち

に
「
ミ
ス
タ
ー
タ
イ
ガ
ー
ス
」
と
し
て
勇
名
を
は
せ
る
藤
村

富
美
男
選
手
（
広
島
・
呉
港
中
学
出
身
）
を
関
西
大
学
に
入

れ
よ
う
と
、自
ら
ス
カ
ウ
ト
に
出
向
い
た
が
、願
い
叶
わ
ず
、

帰
っ
て
き
て
「
阪
神
に
や
ら
れ
た
」
と
悔
し
が
っ
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
も
残
っ
て
い
る
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）、関
西
で
初

め
て
野
球
部
が
ア
メ
リ
カ
に
遠
征
し
て
注
目
を
集
め
た
が
、

こ
れ
に
も
倭
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。

④
写
真　

千
里
山
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
建
設
に
尽
力
し
た
山
岡
順
太
郎

　

順
太
郎
は
、
か
ね
て
か
ら
教
育
に
お
け
る
運
動
の
重
要
性

を
力
説
し
て
お
り
、
こ
の
考
え
は
大
運
動
場
の
建
設
と
な
っ

て
実
を
結
ん
だ
。
予
科
校
舎
東
側
の
窪
地
を
造
成
し
、
四
百

メ
ー
ト
ル
ト
ラ
ッ
ク
、
野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
の
施

設
を
併
置
し
て
大
正
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
八
月
に
竣
工
し

た
約
一
万
坪
の
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
「
東
洋
一
」
の
名
に
恥
じ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
順
太
郎
だ
け
で
な
く
、
倭
も
率
先

し
て
尽
力
し
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
建
設
に
果
た
し
た
山
岡
家
の

協
力
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
山
岡
家
の
人
び
と
」（
五
点
）

①
写
真　

孫
の
つ
ど
い

　

順
太
郎
に
は
三
男
三
女
が
あ
っ
た
。
長
男
は
倭
、
長
女
は

桜
、
二
女
は
心
、
三
女
は
島
、
二
男
は
旭
、
三
男
は
敷
で
あ

る
。
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
の
は
、本
居
宣
長
が
詠
ん
だ「
敷

島
の　

大
和
心
を　

人
問
は
ば　

旭
に
匂
う　

山
桜
花
」
で

あ
る
。

　

こ
の
写
真
は
、
順
太
郎
の
孫
た
ち
が
身
長
順
に
整
列
し
た

と
こ
ろ
を
撮
影
し
た
も
の
。
右
端
は
倭
の
長
男
康
で
あ
る
が
、

幼
少
の
康
だ
け
は
母
千
賀
子
の
膝
に
抱
か
れ
た
と
い
う
。

②
写
真　

自
宅
の
庭
で
長
男
倭
と
と
も
に
孫
を
抱
く
山
岡
順
太
郎

　

順
太
郎
は
こ
ど
も
好
き
で
あ
っ
た
。
ま
だ
若
い
こ
ろ
、
夕

方
に
は
決
ま
っ
て
こ
ど
も
を
連
れ
て
銭
湯
へ
行
き
、
夜
は
こ

ど
も
の
手
を
引
い
て
夜
店
を
冷
や
か
し
に
行
っ
た
。
倭
が
学

校
の
運
動
会
で
賞
品
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
き
な
ど
は

「
子
持
ち
の
樂
此
邊
に
あ
り
」
と
日
記
に
し
た
た
め
、大
喜
び

し
た
と
い
う
。

③
写
真　

山
岡
順
太
郎
と
い
ち
子
夫
人

　

順
太
郎
が
い
ち
子
夫
人
と
結
婚
し
た
の
は
茨
城
県
の
収
税

吏
時
代
で
あ
っ
た
。
順
太
郎
の
社
会
的
つ
き
あ
い
が
広
が
る

に
つ
れ
て
家
計
の
出
費
が
か
さ
み
、
内
情
は
必
ず
し
も
楽
で

は
な
か
っ
た
が
、
順
太
郎
が
内
顧
の
憂
を
感
じ
る
こ
と
な
く

仕
事
に
専
念
で
き
た
の
は
、
い
ち
子
夫
人
の
内
助
の
功
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

④
写
真　

天
王
寺
の
自
宅
に
集
ま
っ
た
山
岡
順
太
郎
の
一
族

　

順
太
郎
の
自
宅
は
住
吉
区
天
王
寺
町
常
盤
通
に
あ
り
、
敷

地
は
一
万
坪
あ
っ
た
と
い
う
。
折
々
に
集
ま
っ
た
一
族
を
撮

影
し
た
記
念
写
真
が
今
も
山
岡
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。

⑤
写
真　

山
岡
倭
一
家

　

順
太
郎
の
長
男
倭
に
は
千
賀
子
夫
人
と
の
間
に
三
男
一
女

の
子
が
あ
っ
た
。
こ
の
写
真
は
、
藤
井
寺
に
あ
る
倭
の
自
宅

玄
関
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
。

四　

企
画
展
を
開
催
し
て

　

年
史
資
料
展
示
室
で
は
、
展
示
室
が
開
設
さ
れ
た
平
成
十
八
年

（
二
〇
〇
六
）
の
翌
年
四
月
か
ら
、新
入
生
の
導
入
教
育
の
一
環
と

し
て
、
簡
文
館
に
あ
る
年
史
資
料
展
示
室
な
ら
び
に
博
物
館
の
見

学
を
、
全
学
の
教
育
職
員
に
対
し
て
呼
び
か
け
て
い
る
。
案
内
の
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効
果
も
あ
っ
て
、
毎
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
、
学
生
や
教

員
あ
わ
せ
て
二
千
人
ほ
ど
が
簡
文
館
を
訪
れ
て
く
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
数
も
含
め
て
平
成
二
十
一
年
度
の
来
館
者
数
は
、
平
成
二

十
二
年
二
月
二
十
八
日
現
在
で
四
二
四
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

学
生
た
ち
が
見
学
に
訪
れ
た
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
展
示
解

説
を
行
う
よ
う
心
が
け
て
い
る
が
、
今
年
は
山
岡
順
太
郎
・
倭
父

子
の
企
画
展
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
学
昇
格
や
千
里
山

キ
ャ
ン
パ
ス
の
歴
史
を
説
明
す
る
の
に
、
こ
れ
ら
の
展
示
が
役
立

っ
て
い
る
。

　

今
回
、
資
料
提
供
で
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
山
岡
康
氏

は
、
ご
自
身
の
子
息
や
親
戚
だ
け
で
な
く
、
小
学
校
時
代
の
同
級

生
も
こ
の
展
示
室
に
案
内
さ
れ
た
。
さ
ら
に
倭
の
三
男
で
、
康
氏

の
末
弟
で
あ
る
順
氏
も
別
の
日
に
年
史
資
料
展
示
室
を
訪
ね
て
こ

ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
今
回
の
展
示
を
好
意
的
に
受
け
と
め
て
く
だ

さ
っ
た
。
こ
の
展
示
を
き
っ
か
け
に
、
山
岡
家
と
関
西
大
学
と
の

結
び
つ
き
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
の
は
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ

る
。

　

現
在
、
康
氏
が
所
蔵
し
て
い
る
順
太
郎
遺
愛
の
品
の
中
に
は
、

そ
の
人
と
な
り
を
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
な
資
料
的

価
値
の
高
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
今
後
と
も
山
岡
家
の
協
力
を
得
な
が
ら
整
理
や
調
査
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

 

（
く
ま　

ひ
ろ
き　

学
術
情
報
事
務
局
次
長
）


