
　

白
梅
学
園
の
前
身
、
東
京
家
庭
学
園
の
設
立
母
体
と
な
っ
た
財
団

法
人「
社
会
教
育
協
会
」に
は
、
設
立
当
初
か
ら
財
界
、
官
僚
、
学
界
、

言
論
界
を
代
表
す
る
人
々
が
集
っ
た
。

　

理
事
長
の
穂
積
重
遠
と
と
も
に
そ
の
ト
ッ
プ
に
い
た
の
が「
社
会

教
育
協
会
」の
初
代
会
長
・
阪
谷
芳
郎
で
あ
る
。

　

阪
谷
芳
郎
は
備
中
後
月
郡
江
原
村（
現
在
の
岡
山
県
）出
身
、

1
8
8
4
年（
明
治
17
）東
京
帝
国
大
学
文
学
部
政
治
学
理
財
学
科
を

卒
業
、
大
蔵
省
に
入
っ
た
。
順
調
に
昇
進
、
大
蔵
省
主
計
局
長
を
経

て
、
大
蔵
次
官
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
1
9
0
6
年（
明
治
39
）1
月
成

立
し
た
第
一
次
西
園
寺
内
閣
で
大
蔵
大
臣
ま
で
上
り
つ
め
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
大
蔵
大
臣
の
ほ
と
ん
ど
が
、
明
治
維
新
を
く
ぐ
り
ぬ

け
た
維
新
の
功
臣
だ
っ
た
の
に
対
し
、
東
大
で
政
治
、
経
済
学
を
学

ん
で
大
蔵
省
入
り
し
た
生
え
抜
き
の「
学
士
官
僚
」と
し
て
初
め
て
の

蔵
相
と
な
っ
た
。
二
年
余
で
蔵
相
を
辞
任
し
た
後
も
、
東
京
市
長
、

貴
族
院
議
員
と
な
り
、
数
多
く
の
審
議
会
、
協
会
、
大
学
に
も
関
係
、

論
客
と
し
て
も
活
躍
し
た
。

　

い
わ
ば「
位
人
臣
」を
極
め
た
人
物
が
、
な
ぜ
一
財
団
法
人
の
社
会

教
育
協
会
に
初
代
会
長
と
し
て
就
任
し
た
の
か
。

白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
⑪

白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授　

山
路
憲
夫
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そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
社
会
教
育
協
会
が
設
立
さ
れ
た

経
緯
を
振
り
返
り
た
い
。

  
社
会
教
育
協
会
は
白
梅
学
園
の
創
設
者
で
あ
る
小
松
謙
助
が
中
心

と
な
り
、
1
9
2
5
年（
大
正
14
）11
月
に
設
立
さ
れ
た
。
当
時
、
関

東
大
震
災
後
ま
だ
2
年
、
そ
の
傷
跡
も
い
え
ず
、
世
情
騒
然
と
し
て

い
た
。
貧
困
の
中
で
、
義
務
教
育
も
ろ
く
に
受
け
ら
れ
な
い
人
た
ち

も
少
な
か
ら
ず
い
た
。
学
校
教
育
か
ら
は
み
出
た
人
々
を
ど
う
教
育

す
べ
き
か
。

  

小
松
謙
助
が
東
京
日
々
新
聞（
現
在
の
毎
日
新
聞
）学
芸
課
長
を
退

職
し
た
後
、
社
会
教
育
協
会
の
設
立
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
と
し
て
磨
い
た
ア
ン
テ
ナ
で
、
学
校
教
育
だ
け
で
は
な
い
社

会
教
育
の
重
要
性
を
洞
察
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

社
会
教
育
協
会
は
設
立
に
あ
た
っ
て「
義
務
教
育
さ
え
完
全
に
終

了
せ
ぬ
も
の
が
、
今
日
と
い
え
ど
も
な
お
多
数
残
存
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
」「
わ
が
国
家
社
会
の
将
来
は
今
日
の
青
少
年
諸
子
の
双

肩
に
か
か
っ
て
い
る
」と
社
会
教
育
の
重
要
性
を
説
い
た
上
で「
社
会

教
育
の
完
成
は
決
し
て
政
府
当
局
の
手
に
の
み
ま
つ
べ
き
も
の
で
な

く
、
い
や
し
く
も
国
家
社
会
の
前
途
を
念
と
す
る
者
の
等
し
く
等
し

く
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
社
会
教
育
協
会

は
、
か
か
る
当
面
の
要
求
に
促
さ
れ
て
設
立
さ
れ
た
」と
そ
の
趣
旨

を
世
間
に
訴
え
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
学
校
教
育
と
は
別
に
公
民
教
育
、
社
会
教
育

の
必
要
性
を
受
け
止
め
、文
部
省
が
社
会
教
育
局
を
設
置
し
た
の
も
、

そ
う
し
た
動
き
の
現
わ
れ
だ
っ
た
。

　

小
松
謙
助
は
、
新
聞
記
者
時
代
に
培
っ
た
人
脈
を
フ
ル
に
生
か
し

て
、
各
界
に
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
新
進
気
鋭
の
リ
ベ

ラ
ル
な
法
律
家
た
ち
が
集
っ
て
い
た
中
央
法
律
協
会
の
片
山
哲
、
星

島
二
郎
、
牧
野
英
一
、
さ
ら
に
緒
方
竹
虎（
東
京
朝
日
新
聞
編
集
局
長
）

や
城
戸
元
亮（
大
阪
毎
日
新
聞
主
幹
）ら
の
新
聞
人
、
財
界
か
ら
は
正

田
貞
一
郎（
日
清
製
粉
社
長
）、米
山
梅
吉（
三
井
信
託
社
長
）の
各
氏（
肩

書
は
い
ず
れ
も
当
時
）、
文
部
官
僚
、
政
治
家
も
役
員
に
名
を
連
ね
た
。

　

ト
ッ
プ
の
会
長
に
は
阪
谷
芳
郎
、
理
事
長
に
は
法
学
者
で
東
大
教

授
の
穂
積
重
遠
が
就
任
し
た
。

　

財
団
法
人
と
し
て
文
部
省
の
認
可
は
当
然
必
要
だ
っ
た
。
各
界
を

代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
を
役
員
に
据
え
た
の
は
、
そ
の
認
可
を
得
や
す

く
し
た
い
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
役
員
に
顔
を
揃
え
た

メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は
名
前
を
貸
す
だ
け
の
役
員
で
は
な
く
、
小

松
ら
の
社
会
教
育
の
推
進
と
い
う
趣
旨
に
心
か
ら
賛
同
し
た
人
た
ち

だ
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
助
力
、
寄
付
に
も
協
力
を
し
た
人
々
も
い
た
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
理
事
長
・
穂
積
重
遠
だ
っ
た
。
設
立
に
必

要
な
財
団
の
基
金
三
千
円
は
穂
積
自
身
か
ら
恩
借
金
と
し
て
借
り
受

け
た
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
穂
積
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
の
が
阪
谷
芳
郎
だ
っ
た
。
と
も
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に
実
業
家
と
し
て
知
ら
れ
た
渋
沢
栄
一
の
一
族
だ
っ
た
。

　

渋
沢
栄
一
は
大
蔵
省
を
若
く
し
て
退
官
後
、
第
一
国
立
銀
行
を
経

営
す
る
な
ど
数
々
の
企
業
を
設
立
、「
日
本
資
本
主
義
の
父
」と
呼
ば

れ
た
。
渋
沢
は
長
女
歌
子
に
法
学
者
の
穂
積
陳
重（
穂
積
重
遠
の
父
）

を
、次
女
の
琴
子
に
大
蔵
省
に
入
っ
た
ば
か
り
の
阪
谷
芳
郎
を
選
び
、

嫁
が
せ
た
。
穂
積
も
阪
谷
も
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

い
ず
れ
も
勤
め
始
め
た
ば
か
り
の
若
輩
だ
っ
た
。
穂
積
は
、
後
の
東

大
教
授
で
日
本
近
代
法
の
父
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
阪
谷
も
大

蔵
大
臣
に
な
る
と
誰
が
予
想
し
た
だ
ろ
う
か
。

　

阪
谷
の
場
合
、
幕
末
期
に
備
中
の
儒
学
者
だ
っ
た
父
が
、
渋
沢
と

交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
縁
は
あ
っ
た
が
、
渋
沢
の
人
を
見
る
目
の
確

か
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
人
を
婿
に
迎
え
た
後
の
1
8
9
1
年（
明
治
24
）、
渋
沢
は「
渋

沢
同
族
会
」を
設
立
し
た
。

　

渋
沢
が
関
わ
り
、
所
有
す
る
会
社
の
株
を
管
理
す
る
持
株
会
社
と

し
て「
渋
沢
同
族
会
」を
位
置
づ
け
、
渋
沢
同
族
の
所
有
株
が
生
む
利

益
の
11
分
の
5
を
渋
沢
宗
家
に
、
残
り
11
分
の
6
を
穂
積
家
、
阪
谷

家
、
そ
し
て
後
妻
と
の
間
に
生
ま
れ
た
三
男
一
女
に
平
等
に
分
け
与

え
た
。
渋
沢
の
複
雑
な
家
族
内
の
争
い
が
起
き
な
い
よ
う
、
そ
し
て

娘
と
そ
の
婿
た
ち
も
同
族
と
し
て
処
遇
し
た
。

　

戦
後「
渋
沢
同
族
」は
三
井
、
三
菱
、
住
友
、
安
田
と
並
ん
で
五
大

財
閥
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
、
財
閥
解
体
の
対
象
と
な
り
解
散
し

た
が
、
そ
れ
ま
で
は「
同
族
」と
し
て
固
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。

　

社
会
教
育
協
会
の
初
代
会
長
に
坂
谷
が
就
任
し
た
い
き
さ
つ
は
明

確
で
は
な
い
が
、「
渋
沢
同
族
」の
つ
な
が
り
か
ら
、
社
会
教
育
協
会

理
事
長
と
し
て
設
立
当
初
か
ら
尽
力
し
て
い
た
穂
積
重
遠
が
関
わ
っ

た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

そ
の
阪
谷
と
は
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。

　

阪
谷
の
経
歴
を
く
わ
し
く
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

阪
谷
が
学
ん
だ
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
政
治
学
理
財
学
科
は
、
当

時
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
る
と「
日
本
財
政
論
」が
ほ
ぼ
半
分
を
占
め

て
い
た
。
財
政
に
関
す
る
専
門
的
、
実
務
的
知
識
を
こ
こ
で
学
び
、

首
席
で
卒
業
し
た
。
阪
谷
が
入
省
す
る
頃
か
ら
、
大
蔵
省
は
近
代
国

家
の
中
央
財
政
機
関
と
し
て
の
体
制
整
備
を
急
速
に
進
め
た
。
阪
谷

は
会
計
制
度
、
貨
幣
制
度
の
調
査
立
案
に
あ
た
る
な
ど
金
融
、
財
政

政
策
の
確
立
に
奔
走
し
た
。

　

そ
ん
な
最
中
、
日
清
戦
争
が
起
き
た
。
阪
谷
は
1
8
9
7
年（
明

治
30
）主
計
局
長
と
な
り
、
日
清
戦
争
及
び
戦
後
の
財
政
処
理
の
実

質
的
責
任
者
と
し
て
、
そ
の
重
責
を
こ
な
し
た
。

　

こ
の
時
期
、
日
本
は
銀
本
位
制
か
ら
金
本
位
制
に
切
り
替
え
た
。

世
界
の
主
要
国
は
金
本
位
制
に
移
行
し
て
い
た
。
金
本
位
制
に
反
対

す
る
声
も
出
た
が
、
金
本
位
制
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
に
移
行
す
れ
ば
、
日
本
に
と
っ
て
外
債
の
調
達
も
や
り
や
す
く
な

る
と
い
う
の
が
、
阪
谷
ら
大
蔵
官
僚
の
主
張
だ
っ
た
。
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日
本
の
資
本
主
義
が「
一
人
前
」の
仲
間
入
り
し
た
後
の
1
9
0
1

年（
明
治
34
）、
日
露
戦
争
が
勃
発
、
阪
谷
は
そ
の
直
前
に
次
官
に
就

任
し
た
。

　

日
清
戦
争
に
比
べ
、
は
る
か
に
巨
額
の
戦
費
を
要
し
た
。
金
本
位

制
は
、
そ
の
戦
費
調
達
に
威
力
を
発
揮
し
た
。
阪
谷
は
ま
た
も
、
戦

争
遂
行
、
戦
後
の
財
政
処
理
の
中
心
と
な
っ
た
。
そ
し
て
1
9
0
6

年（
明
治
39
）大
蔵
大
臣
に
就
任
し
た
。
44
歳
の
若
さ
だ
っ
た
。

　

薩
長
中
心
の
藩
閥
政
治
が
色
濃
く
残
る
時
代
に
、
抜
擢
さ
れ
た
の

は
、
財
政
金
融
の
専
門
的
な
知
識
を
持
ち
、
し
か
も
日
清
、
日
露
戦

争
で
の
財
政
運
営
を
乗
り
切
っ
た
手
腕
を
か
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
日
露
戦
争
は
な
ん
と
か
乗
り
切
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の

戦
後
処
理
で
予
算
編
成
が
難
航
し
た
。
緊
縮
政
策
を
と
る
べ
き
か
、

戦
後
経
営
の
拡
大
を
目
指
す
積
極
政
策
を
と
る
か
。
政
治
家
、軍
部
、

財
界
の
思
惑
も
か
ら
ん
で
、
複
雑
な
対
立
の
中
に
阪
谷
は
巻
き
込
ま

れ
た
。
緊
縮
財
政
の
立
場
を
採
る
阪
谷
は
追
加
予
算
を
拒
否
、
そ
の

調
整
が
つ
か
ず
政
府
部
内
で
の
対
立
の
調
整
が
つ
か
ず
、
就
任
か
ら

2
年
で
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　
「
若
輩
の『
事
務
』大
臣
に
過
ぎ
な
か
っ
た
阪
谷
の
能
力
で
は
も
と

も
と
調
整
し
得
な
い
ほ
ど
の
高
次
の
政
治
問
題
だ
っ
た
」（
遠
藤
湘

吉
ら
共
著「
日
本
の
大
蔵
大
臣
」日
本
評
論
社
）と
後
に
評
さ
れ
た
。

日
露
戦
争
後
、
軍
部
も
台
頭
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
も
顕
在
化
す
る
中

で
、
官
僚
出
身
の
阪
谷
の
限
界
は
あ
っ
た
。
辞
任
は
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

大
蔵
大
臣
を
辞
任
後
阪
谷
は
、
1
9
1
2
年（
明
治
45
）か
ら
、
尾

崎
行
雄
の
後
を
受
け
て
、
第
三
代
東
京
市
長
と
な
り
、
4
年
近
く
を

つ
と
め
た
。
1
9
1
7
年（
大
正
6
）、貴
族
院
議
員
と
な
る
と
共
に
、

国
会
の
内
外
で
論
客
と
し
て
活
躍
、
専
修
大
学
総
長
や
渋
沢
系
企
業

の
役
員
、各
種
社
会
、文
化
団
体
の
会
長
な
ど
も
引
き
受
け「
百
会
長
」

も
呼
ば
れ
た
。
多
く
が「
渋
沢
同
族
会
」の
一
員
と
し
て
、
岳
父
・
渋

沢
栄
一
の
社
会
活
動
を
継
承
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

　

渋
沢
栄
一
は
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
分
野
の
近
代
企
業
を
興
し
た
だ
け

で
な
く
、
非
営
利
の
社
会
事
業
に
力
を
尽
く
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
る
。
東
京
都
養
育
院
、
結
核
予
防
会
、
盲
人
福
祉
協
会
な
ど
を

設
立
、
社
会
福
祉
や
教
育
事
業
に
も
関
わ
っ
た
。
事
業
は
道
徳
と
も

一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
持
ち
続
け
た
稀
有
な
財

界
人
だ
っ
た
。
阪
谷
は
そ
の
事
業
の
一
部
を
受
け
継
い
だ
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
活
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
渋
沢
の
思
想
の

影
響
が
色
濃
く
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
、
雑
誌「
共
存
」第
二
巻
第
三
号（
1
9
2
2
年
＝
大
正
11

年
）3
月
に
掲
載
さ
れ
た
阪
谷
の
一
文「
国
民
の
品
位
を
養
成
せ
よ
」

か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

阪
谷
は「
国
民
思
想
の
統
一
」の
必
要
性
を
説
い
た
上
で
、
当
時
盛

ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
労
働
運
動
に
つ
い
て「
わ
が
国
民
思
想
が
動

揺
し
、
労
働
運
動
が
悪
化
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
」と
む
し
ろ
肯
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定
的
に
と
ら
え
つ
つ
、
労
働
運
動
に
も
国
民
自
身
に
も「
品
位
」の
重

要
性
を
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。

　
「
国
民
的
品
性
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
教
育
の
力
に
待

た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
独
り
教
育
の
み
一
任
し
て
い
て
は
、
決
し
て
完

全
な
る
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
は
何
人
に
か
か
わ

ら
ず『
我
な
く
ん
ば
国
家
の
運
命
を
い
か
ん
せ
ん
』と
い
う
大
抱
負
、

大
理
想
、
大
識
見
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」。

　

当
時
、
阪
谷
は
東
京
市
長
を
辞
任
後
様
々
な
役
職
を
兼
ね
て
は
い

た
が
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
比
較
的
自
由
に
モ
ノ
を
言
え
る
立
場
に

い
た
。
当
時
と
し
て
は
労
働
運
動
に
も
理
解
を
示
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な

考
え
の
一
端
が
見
え
る
。
社
会
教
育
協
会
会
長
に
就
任
し
た
の
は
そ

の
3
年
後
で
、
社
会
教
育
協
会
に
関
わ
る
前
か
ら
、
社
会
教
育
に
多

大
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
一
文
か
ら
見
て
と
れ
る
。

　

阪
谷
芳
郎
の
孫
、
阪
谷
芳
信
氏（
白
梅
学
園
監
事
）に
よ
る
と
、
社

会
教
育
協
会
は
阪
谷
が
就
い
た
数
多
く
の
役
職
の
一
つ
で
は
あ
っ
た

が
、
数
多
い
役
職
の
中
で
も
、
晩
年
は
最
も
重
き
を
置
い
た
役
職
の

一
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
。

　

財
団
法
人
・
社
会
教
育
協
会
の
十
周
年
記
念
式
典
で
病
を
押
し
て

出
席
、
挨
拶
を
述
べ
た
。

　

十
周
年
記
念
式
典
は
1
9
3
5
年
11
月
16
日
、
東
京
千
代
田
区
神

田
の
学
士
会
館
で
開
か
れ
た
。
そ
の
模
様
を
社
会
教
育
協
会（
現
在

の
本
部
は
東
京
都
日
野
市
）発
行
の「
社
会
教
育
新
報
」（
1
9
3
5
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阪
谷
の
生
き
た
明
治
、
大
正
、
そ
し
て
昭
和
の
初
期
は
、
日
本
資

本
主
義
の
発
展
期
で
も
あ
っ
た
と
同
時
に「
戦
争
の
世
紀
」で
も
あ
っ

た
。
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
い
た
阪
谷
の
生
涯
を
振
り
返
る
と
決
し

て
平
坦
な
人
生
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
阪
谷
は
大
蔵

省
に
入
省
以
来
晩
年
ま
で
、
60
年
近
く
日
記
を
書
き
続
け
た
。
学
生

時
代
か
ら
誰
も
が
認
め
る
無
類
の
勉
強
家
で
あ
り
、
自
ら
を
省
み
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
穏
や
か
な
人

柄
で
、
争
い
を
好
ま
ず
、
会
議
で
は
控
え
目
だ
っ
た
反
面
、
社
交
家

で
も
あ
り
、
頼
ま
れ
れ
ば
役
職
を
引
き
受
け
、
巧
み
な
話
術
で「
縦

横
自
在
に
知
識
を
振
い
て
、
か
の
人
は
実
に
博
識
な
り
と
人
に
感
服

せ
し
め
、
お
の
れ
を
尊
敬
せ
し
む
る
こ
と
を
務
む
べ
し
」と
い
う
処

世
方
針
を
忘
れ
な
か
っ
た（「
阪
谷
芳
郎
伝
」）。

　

阪
谷
と
白
梅
と
の
つ
な
が
り
は
阪
谷
の
死
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

白
梅
学
園
の
前
身
、
東
京
家
庭
学
園
が
阪
谷
の
死
後
の
翌
年
に
設

立
、戦
争
が
激
し
く
な
っ
た
1
9
4
4
年
政
府
の
非
常
措
置
に
よ
り
、

東
京
家
庭
学
園
は
一
時
休
止
と
な
り
、
勤
労
女
子
青
年
錬
成
所
と
な

っ
た
。
1
9
4
5
年
5
月
25
日
の
東
京
大
空
襲
に
よ
り
、
旧
小
石
川

区
指
ヶ
谷
町
の
校
舎
が
一
夜
に
し
て
消
失
、
同
じ
敷
地
に
あ
っ
た
社

会
教
育
協
会
と
と
も
に
焼
け
出
さ
れ
た
。

　

そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
先
が
、
阪
谷
芳
郎
が
住
ん
で
い
た
世

田
谷
区
の
旧
阪
谷
邸
だ
っ
た
。
当
時
は
渋
沢
栄
一
の
顕
彰
財
団「
竜

門
社
」が
管
理
し
て
い
た
が
、
阪
谷
と
社
会
教
育
協
会
と
の
つ
な
が

年
12
月
1
日
付
け
）が
伝
え
て
い
る
。

　

一
面
に「
記
念
会
の
盛
観
」と
い
う
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
た
5
枚
の

写
真
の
う
ち
の
一
枚
に
、阪
谷
芳
郎
会
長
が
挨
拶
す
る
写
真
が
あ
る
。

写
真
説
明
に「
病
を
押
し
て
参
列
さ
れ
た
会
長
阪
谷
男
爵
は
い
と
元

気
に
懇
ろ
な
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
」と
あ
る
。

　

阪
谷
は
そ
の
5
年
前
に
心
臓
病
の
持
病
を
抱
え
る
よ
う
に
な
り
、

遠
出
は
も
ち
ろ
ん
外
出
も
控
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
出
席
し
た

の
は
、
本
協
会
に
か
け
る
阪
谷
の
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

式
典
に
は
2
5
6
人
の
関
係
者
が
出
席
、
来
賓
に
は
岡
田
啓
介
首

相
を
は
じ
め
当
時
の
文
部
、
内
務
、
陸
軍
大
臣
ら
政
府
の
ト
ッ
プ
も

席
に
連
ね
た
。

　

記
事
は「
歓
び
と
希
望
に
満
ち
た
本
会
創
立
十
周
年
、
折
り
紙
つ

け
ら
れ
た
本
会
の
事
業
成
績
」と
の
見
出
し
で
、
そ
の
式
典
の
模
様

を
く
わ
し
く
報
じ
た
。

　

設
立
か
ら
10
年
で
、
社
会
教
育
協
会
は
社
会
人
を
対
象
に「
社
会

教
育
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」や「
民
衆
の
友
」「
社
会
教
育
新
報
」な
ど
の
活

発
な
出
版
事
業
の
ほ
か
講
演
や
講
座
の
幅
広
い
活
動
を
通
じ
て
、
阪

谷
会
長
ら
が
目
指
し
た
協
会
の
活
動
が
軌
道
に
乗
っ
た
。
そ
れ
が
社

会
に
認
知
さ
れ
、
当
時
の
政
府
も
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
組
織
に
ま
で

な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
記
事
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

阪
谷
は
、
そ
の
6
年
後
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
1
9
4
1
年

（
昭
和
16
）11
月
14
日
、
78
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
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り
か
ら
、
無
償
貸
与
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
敗
戦
後
の
9
月
、
東
京
家

庭
学
園
を
再
開
し
た
際
、
旧
阪
谷
邸
か
ら
小
石
川
丸
山
町
の
修
道
院

に
移
転
し
た
。

　

白
梅
と
阪
谷
家
、「
渋
沢
同
族
」と
の
つ
な
が
り
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。

　

阪
谷
芳
郎
の
次
男
に
あ
た
る
阪
谷
俊
作
氏（
故
人
）は
、
名
古
屋
市

立
図
書
館
長
な
ど
を
経
て
、
1
9
5
7
年
白
梅
学
園
短
大
保
育
科
専

任
教
授（
国
文
学
、
書
誌
学
）と
な
り
、
18
年
間
勤
務
、
白
梅
学
園
短

大
初
代
の
名
誉
教
授
の
称
号
も
受
け
た
。

　

渋
沢
栄
一
の
顕
彰
財
団
で
あ
る「
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
」は

設
立
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
雑
誌「
青
淵
」を
発
行
し
続
け
て

い
る
が
、
昭
和
二
十
年
代
の
一
時
期
、「
青
淵
」の
編
集
及
び
発
行
を

「
社
会
教
育
協
会
」が
担
当
し
て
い
た
。

　

阪
谷
芳
郎
、
阪
谷
が
属
し
た「
渋
沢
同
族
」、
そ
の
ル
ー
ツ
と
な
っ

た
渋
沢
栄
一
の
思
想
と
白
梅
学
園
の
母
体
と
な
っ
た
社
会
教
育
協
会

と
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
長
い
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
現
在
の
白
梅
学
園
に
受
け
継
が
れ
、
寄
与
し
て
き
た
の
は
ま
ぎ

れ
も
な
い
。

　

こ
の
一
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
社
会
教
育
協
会
か
ら「
社
会

教
育
新
報
」の
資
料
提
供
を
頂
い
た
。
阪
谷
芳
郎
の
孫
に
あ
た
る
阪

谷
芳
信
氏（
白
梅
学
園
監
事
）も
取
材
、
資
料
提
供
に
快
く
協
力
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。（
敬
称
略
）
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