
第
三
章
本
店
の
再
建

一
昭
和
別
館
の
修
築
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Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
本
拠
に
、
日
比
谷
の
第
一
生
命
保
険
相
互
館
が
選
定
さ
れ
、
同
社
が
そ
の
本
館
を
立
ち
退
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
た
め
、

当
社
が
疎
開
後
借
用
し
て
い
た
同
社
の
京
橋
ピ
ル
の
一
部
を
返
却
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
東
京
の
被
災
が
余
り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
他
に
適
当
な
移
転
先
も
見
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
差
し
当
り
四
階
の

一
室
を
撤
去
し
て
、
同
館
の
一
階
に
集
結
し
た
。

そ
こ
で
、
当
社
と
し
て
は
当
社
所
有
の
被
災
建
物
の
う
ち
、
若
干
の
修
繕
で
使
用
し
得
る
も
の
の
存
否
を
検
討
し
た
結
果
、
昭
和
別

館
（
現
第
二
丸
善
ピ
ル
）
が
、
内
部
が
焼
け
て
了
っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
外
廓
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
同
別
館
を

修
復
し
て
、
一
時
を
凌
ぐ
ほ
か
な
い
と
の
考
に
達
し
た
。

か
く
て
、
ま
ず
、
昭
和
別
館
を
改
造
す
る
こ
と
と
な
り
、
清
水
建
設
の
請
負
で
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
工
事
を
始
め
、

翌
二
十
二
年
二
月
二
十
日
、
満
一
カ
年
余
を
費
や
し
て
改
修
を
終
っ
た
。
意
外
に
長
い
時
日
を
費
や
し
た
の
は
、
焼
跡
の
整
理
に
手
数

を
要
し
た
上
、
特
に
諸
資
材
の
欠
乏
と
輸
送
難
そ
の
他
多
く
の
障
碍
に
遭
い
、
し
か
も
資
材
の
獲
得
は
意
の
如
く
に
な
ら
ず
、
作
業
は

屡
々
停
頓
し
た
た
め
で
、
建
設
上
の
苦
労
は
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
建
物
は
、
外
壁
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
。
木
造
二
階
建
、



日
本
橋
通
り
の
本
店
建
物
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
空
襲
で
全
焼
し
た
ま
Ｌ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
昭
和
別
館
の
応
急
再
建
築
が
終
る

と
、
そ
の
月
か
ら
本
店
新
築
エ
事
に
着
手
し
て
、
昭
和
一
一
十
二
年
七
月
十
二
日
上
棟
式
を
挙
げ
た
。
式
場
に
は
こ
の
工
事
請
負
者
清
水

康
雄
清
水
建
設
社
長
以
下
工
事
関
係
者
十
数
名
、
当
社
か
ら
は
重
役
及
金
沢
末
吉
、
そ
の
他
部
長
以
上
が
参
列
し
て
、
神
式
で
荘
厳
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
式
を
終
っ
た
。

の
ち
に
司
忠
現
会
長
自
ら
こ
の
建
築
の
経
緯
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
院
路
が
錯
綜
し
て
い
た
。
何
し
ろ
、
終
戦
後
日

も
浅
く
、
建
築
資
材
の
訓
達
の
困
難
、
折
角
整
え
た
資
材
の
輸
送
難
は
想
像
を
超
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
上
廃
頬
気
分
が
横
溢
し

て
い
る
当
時
の
一
般
情
勢
を
反
映
し
て
作
業
予
定
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
建
築
主
任
始
め
監
督
者
の
焦
慮
と
苦
心
は
他
の
想
像
を
許

さ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
漸
く
同
年
十
一
一
月
四
日
屋
内
作
業
が
略
左
完
了
し
た
の
で
、
尚
作
業
を
継
続
し
な
が
ら
未
完
成
の
ま
ま

京
橋
の
東
京
支
店
を
こ
こ
に
移
し
翌
五
日
か
ら
営
業
を
開
始
し
た
。
こ
の
日
は
午
後
三
時
か
ら
工
事
関
係
者
を
始
め
、
本
社
在
勤
者
全

二
日
本
橋
本
店
の
仮
建
築

１１２３

延
面
積
七
八
八
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
二
三
八
・
四
二
坪
）
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
第
一
生
命
の
京
橋
ピ
ル
に
は
本
店
小
売
部
の
み
を
残
し
て
、
他
は
全
部
昭
和
別
館
に
移
り
、
一
一
月
一
一
十
八
日
ま
で
に
概
ね

整
理
を
完
了
し
て
こ
こ
を
本
社
と
し
て
業
務
を
開
始
し
た
。
而
し
て
一
階
に
は
文
具
。
洋
品
。
和
書
及
発
送
の
各
課
、
二
階
に
は
重
役

室
、
調
査
部
、
総
務
部
、
経
理
部
及
洋
害
課
が
配
置
さ
れ
た
。

而
し
て
小
売
部
は
前
述
の
よ
う
に
京
橋
ピ
ル
に
残
し
、
こ
れ
に
神
田
支
店
、
丸
ピ
ル
売
店
を
合
せ
て
東
京
支
店
に
昇
格
し
た
。



こ
の
木
造
の
本
店
社
屋
建
築
に
つ
い
て
は
司
忠
現
会
長
自
ら
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

本
社
建
設
の
大
役
を
引
き
受
け
る
と
、
私
は
す
ぐ
清
水
建
設
へ
飛
ん
で
行
っ
て
懇
意
に
し
て
い
た
当
時
の
小
笹
専
務
に
会
っ
た
。

話
を
切
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
と
ん
で
も
な
い
と
頭
か
ら
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
木
材
の
切
れ
端
一
つ
な
い
始
末
だ
か
ら
、
半
年

ぐ
ら
い
は
ど
う
に
も
こ
う
に
も
動
き
が
と
れ
な
い
状
態
な
の
だ
と
言
う
。
「
木
材
を
提
供
し
た
ら
建
て
る
か
」
と
き
く
と
「
そ
れ

な
ら
建
て
る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
「
ほ
か
に
い
る
も
の
は
」
「
ク
ギ
が
ほ
し
い
」
と
い
う
の
で
「
で
は
木
材
と
ク
ギ
は
私
の
ほ

う
で
出
そ
う
」
と
い
う
こ
と
で
話
が
決
っ
た
。

私
が
そ
ん
な
タ
ン
カ
を
切
っ
た
の
は
、
実
は
そ
れ
な
り
の
目
算
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
戦
争
中
軍
需
工
場
を
や
っ
て
い
た

関
係
で
、
荷
造
り
材
料
用
に
木
材
七
百
石
の
配
給
が
あ
っ
た
が
、
と
ら
ず
じ
ま
い
で
ま
だ
そ
の
切
符
が
お
い
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

そ
れ
を
土
台
に
し
て
用
材
を
買
い
集
め
て
や
ろ
う
と
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
切
符
は
あ
っ
て
も
カ
ネ
は
な
か
っ
た
。
会
社
の
金
庫
を
訓
令
へ
さ
せ
た
が
、
い
く
ら
も
な
い
。
私
は
ま
ず
自
分
の
預

金
五
万
円
を
は
た
き
、
他
の
重
役
十
人
に
も
呼
び
か
け
て
一
一
万
円
、
一
一
一
万
円
と
出
し
て
も
ら
っ
た
。
一
一
十
七
万
円
集
ま
っ
た
と
こ

ろ
で
そ
れ
を
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
新
潟
へ
走
っ
た
。
ま
だ
統
制
は
解
除
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
表
向
き
は
買
え
な
い
の
だ
が
、

県
の
林
務
課
長
や
材
木
屋
が
い
ろ
い
ろ
親
切
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
た
。

木
材
と
い
っ
て
も
本
屋
の
場
合
は
普
通
の
建
築
用
材
と
は
異
な
る
。
特
に
ハ
リ
材
な
ど
は
も
の
す
ご
い
本
の
重
量
に
耐
え
な
け

神
式
で
落
成
式
を
行
い
、
引
続
い
て
夕
刻
か
ら
新
築
社
屋
の
階
上
で
、
来
賓
及
本
社
の
部
長
以
上
が
列
席
し
て
、
簡
素
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貝
出
席
し
て
、
神
一

な
祝
宴
を
開
い
た
。
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れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
、
六
、
七
寸
幅
の
一
尺
七
寸
も
の
で
な
い
と
役

に
は
立
た
な
い
。
そ
れ
に
は
末
口
が
二
尺
二
寸
の
も
の
で
な
い
と
製

材
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
戦
争
中
切
り
た
お
し
て
い
た
の
で
こ
の
ぐ

ら
い
の
太
さ
の
も
の
は
そ
ん
な
に
あ
る
わ
け
は
な
く
、
一
本
買
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
運
搬
の
し
や
す
い
場
所
の
も
の
を
と
い

う
の
で
ず
い
ぶ
ん
さ
が
し
ま
わ
っ
た
。
当
時
は
ト
ラ
ッ
ク
は
皆
無
で

あ
っ
た
。

弥
彦
神
社
で
知
ら
れ
る
弥
彦
で
ま
ず
松
材
を
百
本
ほ
ど
買
い
、
そ

の
あ
と
羽
越
線
の
岩
船
町
と
い
う
駅
ま
で
出
か
け
た
。
そ
し
て
そ
こ

か
ら
村
上
市
ま
で
立
ち
木
を
さ
が
し
な
が
ら
山
道
を
三
里
も
歩
い
た
。

十
二
月
に
は
い
っ
て
い
て
積
雪
は
五
尺
を
越
え
て
い
た
。
腰
ま
で
埋

ま
る
雪
の
な
か
を
は
い
ず
り
ま
わ
っ
た
山
歩
き
の
苦
し
さ
は
と
て
も

口
で
は
つ
く
せ
な
い
。
宿
に
つ
い
て
一
杯
ひ
っ
か
け
て
や
っ
と
生
き

返
っ
た
こ
こ
ち
に
な
っ
た
。
翌
日
は
さ
ら
に
村
上
か
ら
三
面
川
を
の

ぼ
っ
て
奥
三
面
に
は
い
り
、
方
禽
で
適
材
を
さ
が
し
て
は
買
っ
た
。

最
初
は
石
四
十
五
円
ぐ
ら
い
か
ら
最
後
は
七
十
五
円
ま
で
、
合
計
し
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て
一
万
二
千
石
ほ
ど
買
い
付
け
た
。

買
い
付
け
が
終
わ
る
と
、
つ
ぎ
は
伐
採
と
製
材
だ
。
奥
三
面
の
も
の
は
伐
採
し
て
お
い
て
雪
ど
け
を
待
ち
、
い
か
だ
に
組
ん
で

村
上
ま
で
流
し
て
製
材
所
へ
運
ん
だ
。
製
材
も
は
じ
め
の
こ
ろ
一
時
間
当
た
り
七
円
の
賃
挽
き
料
が
ま
た
た
く
ま
に
十
六
円
、
二

十
円
に
値
上
が
り
し
て
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。
東
京
へ
運
ぶ
と
き
も
貨
車
が
と
れ
な
い
の
で
苦
労
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
全
部
集

め
、
東
京
に
つ
く
ま
で
の
価
格
を
計
算
し
て
み
る
と
石
当
た
り
九
十
五
円
で
あ
が
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
東
京
で
は
石
三
百
五
十
円
だ

っ
た
か
ら
、
苦
労
し
た
だ
け
の
か
い
は
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
木
材
で
二
十
二
年
二
月
、
昭
和
通
り
に
二
百
四
十
坪
の
建
物
を
建
て
て
本
拠
を
移
し
た
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
本
店
あ
と
も

強
制
疎
開
が
解
除
さ
れ
た
。
昔
売
り
場
の
建
物
が
二
百
八
坪
だ
っ
た
の
で
、
同
じ
坪
数
の
も
の
を
す
ぐ
建
て
よ
う
と
し
た
が
、
当

時
建
築
制
限
が
う
る
さ
く
て
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
丸
善
の
特
殊
性
を
説
い
て
建
設
省
に
お
百
度
を
踏
ん
だ
。
こ
の

結
果
、
特
殊
許
可
と
い
う
こ
と
で
や
っ
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
年
の
十
二
月
、
二
階
建
四
百
十
六
坪
の
本
店
売
り
場
を
新
築
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
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そ
の
本
店
を
建
て
る
と
き
も
、
資
金
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
な
い
と
か
、
時
期
尚
早
だ
と
い
う
反
対
意
見
が
重
役
や
社
員
に
ま
で
あ

っ
た
が
私
は
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
建
築
を
強
行
し
た
。
で
き
て
し
ま
え
ば
み
ん
な
も
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
た
。
完
成
の
一
一
一
ヵ
月
前
に

私
は
社
長
に
就
任
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
木
造
の
本
店
が
落
成
し
た
と
き
一
階
広
場
に
社
員
を
集
め
て
訓
示
し
た
。
（
日
本
経
済

新
聞
社
編
「
私
の
履
歴
書
」
’
一
一
一
七
ｉ
）

あ
の
敗
戦
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
時
、
こ
れ
だ
け
の
活
動
を
為
し
得
る
人
が
、
そ
う
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
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前
述
の
よ
う
に
、
本
店
の
建
築
が
落
成
、
京
橋
の
仮
営
業
所
を
引
払
い
、
東
京
支
店
と
し
て
本
拠
に
業
務
を
移
す
に
当
り
、
そ
の
記

さ
て
、
ど
う
に
か
出
来
上
っ
て
了
う
と
、
早
速
と
御
得
意
の
方
左
に
次
の
よ
う
な
案
内
状
を
出
し
た
。

日
本
橋
の
丸
善
と
し
て
多
年
御
晶
属
を
賜
っ
て
居
り
ま
し
た
弊
社
も
暫
く
京
橋
に
仮
営
業
を
致
し
皆
様
方
に
種
々
御
不
便
を
お

掛
け
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
旧
の
処
に
新
築
落
成
致
し
ま
し
た
の
で
十
二
月
五
日
同
所
へ
引
移
り
開
店
致
す
こ
と
に
相

こ
れ
を
機
会
に
従
来
の
扱
品
ｌ
和
洋
書
籍
・
文
具
・
洋
品
ｌ
を
一
層
充
実
致
し
ま
す
他
、
薬
品
・
時
計
・
眼
鏡
・
印
判
等
新
種

目
を
加
へ
、
更
に
催
し
も
の
と
し
て
は
常
設
画
廊
、
古
書
籍
展
を
開
設
、
広
く
皆
様
の
御
需
要
御
観
賞
に
供
へ
前
女
の
御
愛
顧
に

お
応
へ
申
上
げ
度
い
と
存
じ
て
居
り
ま
す
。
鼓
に
社
屋
落
成
の
御
案
内
労
交
倍
旧
の
御
引
立
を
御
願
ひ
申
上
げ
る
次
第
で
御
座
い

ま
す
。

成
り
ま
し
た
。

三
開
店
記
念
ｌ
丸
善
美
術
部
の
開
設
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こ
の
建
物
は
木
造
一
一
階
建
延
面
積
一
、
三
六
五
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
四
一
一
一
一
・
一
坪
）
で
あ
っ
た
。
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
当

時
は
甚
だ
し
い
物
資
難
の
折
柄
で
一
般
建
築
は
い
う
ま
で
も
な
く
商
店
と
し
て
も
そ
の
建
坪
は
極
度
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の

建
築
は
特
別
許
可
に
依
る
店
舗
で
あ
っ
た
。
一
階
に
は
洋
品
・
文
具
・
和
洋
書
の
ほ
か
眼
鏡
・
時
計
・
電
気
器
具
。
薬
品
。
印
章
。
洋

画
材
料
の
売
場
、
一
一
階
に
は
古
書
の
売
場
及
事
務
室
の
ほ
か
画
廊
を
設
け
た
。



司
社
長
は
、
天
性
芸
術
の
愛
好
家
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
支
店
長
時
代
、
中
京
美
術
界
の
不
振
を
遺
憾
と
し
て
、
そ
の
振
興
に
尽
く
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
在
中
京
芸
術
家
が
頗
る
徳
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
東
京
に
於
て
も
、
戦
後
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
日
本
へ
の
返
還
、
国
立
西
洋
美
術
館
・
国
立
近
代
美
術
館
増
改
築
資
金
の
募
集
等
に
非
常
に
努
力
し
た
》
）
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
資
質
と
過
去
の
経
験
か
ら
、
右
の
よ
う
に
丸
善
美
術
部
の
設
置
を
断
行
し
た
。
そ
し
て
社
自
ら
主
催
し
た
展
覧
会

が
巣
会
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。

念
と
し
て
「
丸
善
美
術
部
」
を
開
設
す
る
こ
と
に
し
た
。
当
時
、
司
社
長
は
、
関
係
各
方
面
に
送
っ
た
挨
拶
状
の
う
ち
に

：
…
・
復
興
途
上
に
あ
る
首
都
に
、
文
化
国
日
本
再
建
の
一
翼
を
担
っ
て
、
微
力
乍
ら
美
術
文
化
昂
揚
に
資
し
度
く
、
今
般
丸
善
再

築
と
と
も
に
同
所
内
に
「
丸
善
美
術
部
」
を
開
設
致
し
ま
し
た
。

文
教
的
意
味
か
ら
は
会
場
芸
術
の
隆
昌
は
不
可
欠
で
御
座
い
ま
す
が
、
家
庭
芸
術
も
亦
重
要
と
存
じ
、
内
は
わ
れ
ノ
、
同
胞
の

情
操
陶
冶
に
寄
与
致
し
度
き
存
念
は
勿
論
、
広
く
海
外
人
の
鑑
賞
に
も
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
文
化
の
持
つ
精
神
的
深
度
の

対
外
的
浸
潤
を
希
求
仕
る
次
第
：
…
．

四
最
初
の
集
会
展
覧
会

１１２９

丸
善
美
術
部
設
置
が
伝
わ
る
と
、
全
都
の
被
災
建
物
の
回
復
も
ま
だ
殆
ん
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
頃
で
あ
っ
た
の
で
、
一
）
の
計
画
は

画
壇
で
も
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
ま
ず
日
本
画
壇
か
ら
申
込
が
あ
っ
た
。
当
社
と
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
な
計
画
を
進
め
て
い
た



た
Ｃ

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
順
序
を
変
更
し
て
開
店
記
念
と
し
て
「
新
作
日
本
画
展
」
を
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
五
日
’
十
四
日
に
開
催
し

臭
会
第
一
回
洋
画
展
覧
会
御
案
内

集
会
は
帝
国
芸
術
員
洋
画
の
諸
先
生
が
当
丸
善
の
英
字
マ
ー
ク
に
因
む
で
結
ば
れ
ま
し
た
お
集
り
で
御
座
い
ま
す
。
鍵
に
日
本

橋
本
社
の
新
築
落
成
、
画
廊
開
設
に
伴
い
日
本
画
壇
諸
権
威
の
新
作
を
展
覧
絶
賛
を
博
し
ま
し
た
が
、
之
に
引
続
き
臭
会
の
第
一

回
展
覧
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
是
非
御
清
鑑
を
仰
ぎ
た
く
）
て
に
御
案
内
申
上
げ
ま
す
。

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
日
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こ
の
記
念
展
覧
会
に
賛
成
出
品
し
て
下
さ
っ
た
方
倉
は
、
左
の
通
り
で
、
当
時
日
本
画
壇
の
菩
宿
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

西
山
翠
障
堂
本
印
象
徳
岡
神
泉
小
野
竹
喬
奥
村
士
牛
鏑
木
清
方
上
村
松
園
中
村
岳
陵
山
口
蓬
春
安
田
靭

彦
前
田
青
祁
福
田
平
八
郎
小
林
古
径
菊
池
契
月
（
イ
ロ
ハ
順
）

さ
て
、
当
社
が
最
初
か
ら
企
画
し
て
い
た
洋
画
の
展
覧
会
の
方
は
、
尽
力
を
辻
永
氏
に
お
願
い
し
て
、
そ
の
年
十
一
月
前
後
か
ら

数
回
の
会
合
を
持
ち
、
展
覧
会
名
を
「
桑
会
」
と
す
る
こ
と
、
会
期
を
十
二
月
十
五
日
か
ら
二
十
日
ま
で
に
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て

準
備
を
進
め
て
い
た
。
集
会
の
名
は
、
当
社
の
マ
ー
ク
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
開
催
に
当
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
案
内
状
を
各
方
面
に
出
し
た
。



柏
亭
、
和
［

で
あ
っ
た
。

而
し
て
、
》
）
の
と
き
の
作
家
と
作
品
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

初
冬
の
朝
（
伊
豆
山
）
石
井
柏
亭
播
被
図
山
下
新
太
郎

葡
萄
採
る
猿
和
田
三
造
冬
富
士
小
林
蔑
吾

箱
根
秋
景
辻
永
臣
の
国
冨
①
号
国
四
号
の
再
》
有
島
生
馬

四
口
一
四
同
。
』
ロ
ロ
の
毎
勺
旨
○
の

秋
辻
永
ロ
の
具
①
鼻
‐
”
○
８
日
①
目

嵐
峡
新
緑
中
沢
弘
光
瀬
戸
内
風
景
南
薫
造

舞
妓
中
沢
弘
光
漁
村
須
田
国
太
郎

一
）
の
会
は
、
予
期
通
り
、
非
常
な
好
評
を
得
た
。

続
い
て
、
第
二
回
の
準
備
を
す
す
め
、
第
二
回
巣
会
は
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
三
日
’
一
一
一
十
日
に
開
催
し
た
。
出
品
者
は
石
井

亭
、
和
田
英
作
、
辻
永
、
中
沢
弘
光
、
梅
原
龍
三
郎
、
山
下
新
太
郎
、
小
杉
放
庵
、
有
島
生
馬
、
南
薫
造
、
須
閉
国
太
郎
の
諸
氏

１１３１

巣
会
は
、
そ
の
後
、
毎
年
一
回
春
（
多
く
は
五
月
下
旬
）
を
撰
ん
で
開
催
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

昭
和
三
十
六
年
五
月
一
一
十
一
一
日
か
ら
二
十
七
日
に
至
る
六
日
間
、
本
店
一
一
一
階
画
廊
で
開
催
し
た
第
十
三
回
桑
会
に
よ
せ
て
、
創
設
の

事
情
な
ど
述
懐
し
た
一
文
を
、
「
丸
善
ニ
ュ
ー
ス
」
か
ら
抜
華
し
て
お
こ
う
。

（
前
略
）
、
十
年
一
と
昔
、
と
申
し
ま
し
て
も
、
と
く
に
こ
の
会
の
で
き
た
昭
和
二
十
二
年
と
い
え
ば
、
戦
災
の
跡
も
未
だ
生
食
し

く
、
世
の
中
は
「
今
日
」
を
如
何
し
て
生
き
よ
う
か
、
如
何
し
て
食
べ
て
ゆ
こ
う
か
：
．
…
と
た
だ
そ
れ
だ
け
に
親
も
子
も
、
社
長
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に
開
催
し
た
。
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も
社
員
も
、
心
を
砕
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
で
し
た
。
画
家
と
い
え
ど
も
、
霞

ば
か
り
食
っ
て
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
高
名
の
先
生
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
つ

ら
い
風
当
り
の
世
の
中
で
し
た
。

昔
か
ら
美
術
に
大
き
く
関
心
を
お
持
ち
だ
っ
た
司
社
長
に
は
、
絵
か
き
の

ご
友
人
は
沢
山
お
あ
り
で
し
た
が
、
中
で
も
芸
術
院
会
員
辻
永
先
生
と
は

ご
親
友
の
仲
で
し
た
。

う
る
お
い
を
失
っ
た
世
の
中
に
高
尚
な
美
の
眺
め
を
呈
し
ま
し
ょ
う
、
と

こ
こ
で
、
当
社
企
画
の
も
う
一
つ
の
洋
画
展
覧
会
葵
会
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
第
一
回
展
覧
会
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
本
店
三
階
画
廊
で
開
催
、
以
来
昭
和
四
十
年
十
月

第
十
四
回
展
を
最
後
に
中
止
し
た
洋
画
展
覧
会
で
あ
る
。
わ
が
国
洋
画
の
最
大
開
拓
者
で
あ
る
黒
田
清
輝
画
伯
の
偉
業
を
偲
び
、
そ
の

門
下
の
和
田
英
作
、
和
田
三
造
、
辻
永
、
中
沢
弘
光
、
山
下
新
太
郎
、
白
滝
幾
之
助
、
中
村
研
一
の
諸
氏
が
中
心
に
な
っ
て
毎
年
秋

っ
て
も
っ
て
画
家
の
先
生
方
に
も
、
少
し
で
も
何
か
の
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
な
ら
…
…
と
社
長
の
純
粋
な
お
気
持
ち
が
実
っ
て

「
巣
会
」
展
覧
会
は
、
そ
の
第
一
歩
か
ら
順
調
に
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
世
間
の
注
目
を
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

．
・
坤
蕊
坤
熱
群
誹
議
群
蝉
端
澱
礎

辻永画伯




