
合

浦

公

園

成

立

前

史

-
創
設
者
水
原
衛
作
が
描
い
た
も
の
-

は
じ
め
に

(-)

合
浦
公
園

(が

っ
ぽ

こ
う
え
ん
)
は
現
青
森
市
合
浦
二
丁
目
に
あ
り
､
〝
海
の
公

園
″

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
公
園
は
青
森
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
り
市
民
に

愛
さ
れ
て
い
る
公
園
で
も
あ
る
｡
平
成
元

(
一
九
八
九
)
年
に
は

｢日
本
の
都
市
公

園

一
〇
〇
選
｣
に
選
ば
れ
､
公
園
内
に
あ
る
黒
松

(三
誉
の
松

(み
よ
の
ま

つ
)
)

は
平
成
十
六
年
十

一
月
'
青
森
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
青
森
市
な
い
し
青
森
県
で
有
名
で
あ
る
わ
り
に
合
浦
公
園
に
関
す
る

先
行
研
究
は
少
な
い
｡

わ
ず
か
に
肴
倉
弥
八
氏
に
よ
る

一
連
の
研
究
が
あ
る
だ
け
で
､

ほ
か
の
合
浦
公
園
に
関
す
る
記
述
は
､
ほ
と
ん
ど
肴
倉
氏
の
研
究
に
依
拠
す
る
に
と

(∩こ

ど
ま

っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
肝
心
の
肴
倉
氏
の
著
作
に
は
引
用
資
料
の
典
拠
が
暖
咲

な
も
の
も
多
く
､
資
料
の
所
在
が
不
明
と
な

っ
て
い
る
も
の
が
多
い
｡(3)

合
浦
公
園
の
成
立
に
関
し
て
は
､
公
園
創
設
者
と
し
て
の
水
原
衛
作
が
首
唱
L
t

彼
の
死
後
衛
作
の
実
弟
で
あ
る
柿
崎
巳
十
郎
が
事
業
を
引
き
継
ぎ
､
青
森
町
に
無
代

価
譲
渡
し
た
と
い
う
以
外
は
､
全
体
像
や
建
設
過
程
な
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が

多
い
｡
ま
た
公
園
設
立
に
関
し
て
も
水
原

･
柿
崎
兄
弟
の
美
談
を
中
心
と
し
た
記
逮

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
｡

中

園

美

穂

そ

の
中
で
､
青
森
市
史
編
集
委
員
会
編
集

『
新
青
森
市
史
』
資
料
編

6
近
代

(

1

)

(

青
森
市
､
二
〇
〇
四
年
)
は
､
合
浦
公
園
の
成
立
に
関
す
る
諸
般
の
資
料

を
集
約
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
｡
そ
の
た
め
本
稿
で
も
､
同
市
史
収
集
の

資
料
を
活
用
し
､
公
園
創
設
過
程
の
考
察
を
行

っ
た
｡

近
年
､
都
市
史
が
盛
ん
で
あ
る
｡
公
園
は
都
市
計
画
か
ら
の
視
点
､
ま
た

｢国
民

(･･T)

国
家
の
装
置
性
｣
と
い
う
観
点
か
ら
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
自
治
体
史
で
も
こ

れ
ら
都
市
史

･
都
市
計
画
史
か
ら
地
域
の
空
間
を
考
え
る
傾
向
が
強
ま

っ
て
き
て
い

る
｡
そ
の
視
点
に
立

っ
て
合
浦
公
園
を
見
た
場
合
､
青
森
市
と
い
う
都
市
の
形
成
と

発
展
の
中
に
公
園
を
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
本
稿
で
も
こ
の
点
を

I.r]

意
識
し
て
い
き
た
い
｡

筆
者
は
青
森
市
史
編
さ
ん
室
に
勤
め
て
い
た
時
､
合
浦
公
園
関
係
資
料
を
目
に
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
O
残
さ
れ
た
諸
資
料
を
見
る
と
､
合
浦
公
園
成
立
の
経
緯
や
､

水
原
衛
作
の
実
像
な
ど
が
'
断
片
的
で
は
あ
る
が
う
か
が
え
る
｡
そ
れ
ら
諸
資
料
を

整
理
し
分
析
す
る
段
階
で
､
水
原

･
柿
崎
兄
弟
の
美
談
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
辛

実
が
見
え
て
く
る
O
ま
ず
何
よ
り
も
合
浦
公
園
が
今
日
ま
で
青
森
市
民
に
こ
よ
な
く

愛
さ
れ
'
憩
い
の
場
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
青
森
市
と
い
う
都
市
の
成

立
と
発
展
を
考
え
る
上
で
合
浦
公
園
に
関
す
る
考
察
は
必
要
不
可
欠
と
な
ろ
う
｡
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そ
こ
で
本
稿
で
は
､
ま
ず
合
浦
公
園
の
設
立
を
提
唱
し
､
自
ら
造
園
も
手
が
け
た

水
原
衛
作
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
､
彼
が
本
来
め
ざ
し
て
い
た
公
園
像
を
探
り
た
い
｡

ま
た
彼
が
描
い
た
公
園
が
､
肝
心
の
青
森
町
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た

か
も
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
最
終
的
に
､
彼
が
計
画
し
た
公
園
が
､

ど
の
よ
う
に
政
府
か
ら
認
可
を
受
け
た
か
を
考
察
し
､
本
稿
の
課
題
を
克
服
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
｡

一

公
園
創
設
者
水
原
衛
作
の
素
性

水
原
衛
作
は
弘
前
藩
士
柿
崎
朝
次
郎
の
長
男
と
し
て
､
天
保
十
三

二

八
四
二
)

年
四
月
八
日
に
生
ま
れ
､
明
治
十
八

(
一
八
八
五
)
年
四
月
十
四
日
に
亡
く
な

っ
た
｡

衛
作
は
柿
崎
家
の
長
男
だ
が
､
ゆ
え
あ

っ
て
廃
嫡
さ
れ
て
い
る
｡
は
じ
め
は
柿
崎
衛

作
と
名
乗

っ
て
い
た
が
､
水
原
衛
作
と
改
姓
し
て
い
る
o
改
姓
は
師
匠
水
原
清
の
跡

(b)

を
継
い
だ
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

通
説
的
に
は
､
柿
崎
家
は
代
々
弘
前
藩
の
お
抱
え
庭
園
師
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
｡
し
か
し
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文
書
の

｢由
緒
書

第
十
七
｣

(明
治
五
年
五
月
)
に
よ
れ
ば
､
初
代
鹿
蔵
か
ら
四
代
朝
次
郎
ま
で
の
履
歴
が
記
さ

れ
､
柿
崎
家
は
明
和
八

(
一
七
七

一
)
年
二
月
､
鹿
蔵
が

｢鳶
ノ
者
｣
と
し
て
弘
前

藩
に
新
規
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
の
を
は
じ
ま
り
と
し
て
い
る
｡

ま
た
明
治
五

(
一
八

七
二
)
年
五
月
､
朝
次
郎
は

｢卒
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
庭
園
師
と
し
て
召
し
抱
え

ら
れ
た
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡

柿
崎
家
は
代
々
弘
前
藩
士
で
あ
り
､
代
々
弘
前
藩

(↑)

お
抱
え
の
庭
園
師
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
｡

し
か
し
柿
崎
家
と
庭
園
は
無
関
係
で
は
な
い
o
｢由
緒
書

第
十
七
｣
に
よ
れ
ば
､

衛
作
の
父
朝
次
郎
は
､
高
屋
小
平
太
の
次
男
で
あ
り
､
柿
崎
家
三
代
目
の
得
治
の
義

弟
と
な

っ
て
い
る
｡
高
屋
は

｢文
化

二
二
年

(
l
八

1
六
)
藩
主
に
同
行
し
お
庭
方

(8)

見
習
の
た
め
江
戸

へ
上
り
､
柳
島
屋
敷
頭
､
お
庭
取
扱
い
｣
に
な

っ
た
と
い
う
｡
衛

作
の
祖
父
高
屋
小
平
太
が
弘
前
藩
の
江
戸
屋
敷
の
庭
づ
く
り
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

は
､
衛
作
の

｢庭
園
師
｣
業
に
何
か
し
ら
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
の

こ
と
は
､
衛
作
と
庭
園
師
業
､
ひ
い
て
は
衛
作
と
公
園
創
設
を
考
え
る
上
で
出
発
点

に
な
ろ
う
｡

衛
作
が
青
森
に
最
初
に
公
園
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
の
は
明
治
九

二

八
七
六
)

年
だ
が
､
そ
れ
以
前
は
何
を
し
て
い
た
の
か
｡
そ
れ
を
知
る
に
は

｢広
告
｣
と

｢個

(q)

願
書
｣
の
二
つ
の
資
料
が
手
が
か
り
と
な
る
｡
｢広
告
｣
で
は
､
衛
作
の
素
志
が
合

浦
公
園
の
創
設
に
あ
り
､
自
ら
を

｢庭
園
師
｣
と
記
し
て
い
る
｡
若
い
頃
か
ら
諸
地

方
を
め
ぐ
り
､
約
九
年
間
､
庭
園
内
の
樹
木

･
石
組

･
水
利
を
実
際
に
見
る
こ
と
で
､

造
園
知
識

･
技
術
を
取
得
し
た
と
い
う
｡
し
か
し
明
治
二
年
の
箱
館
戦
争
で
官
軍
に

従
軍
し
､
い
っ
た
ん
は
庭
園
師
業
を
廃
業
し
て
い
る
｡

箱
館
戦
争
が
お
わ
り
､
明
治
二
年
五
月
､
弘
前
に
帰

っ
た
衛
作
は
､
三
十
歳
に
な

っ
て
い
た
｡
彼
は
新
し
い
時
代
の
影
響
を
う
け
た
の
だ
ろ
う
か
､
｢地
方
公
衆
ノ
忠

想
ヲ
喚
起
｣
す
る
よ
う
な
も
の
を
創
設
し
た
い
と
考
え
て
い
た
｡
し
か
し
な
が
ら
彼

の
願
い
は

｢不
学
ノ
悲
キ
ト
微
塵
ヲ
以
テ
斥
ケ
ラ
レ
､
寛
ヒ
ニ
其
心
志
ヲ
伸
フ
ル
コ

ト
克

ハ
ス
｣
の
結
果
に
終
わ

っ
て
い
る

(
｢個
願
書
｣
)｡

そ
こ
で
明
治
七
年
二
月
､
衛
作
は
函
館

へ
渡
る
｡
ま
ず
函
館
山
麓
の
北
陰
に
赤
川

か
ら
水
道
を
引
き
､
そ
の
樋
口
に

一
大
地
を
設
け
消
防
用
水
と
し
､
周
囲
に
遊
園
を

(川)

つ
く
ろ
う
と
開
拓
使
庁
に
建
白
し
て
い
る
｡
こ
の
計
画
は
､
衛
作
が
諸
地
方
で
庭
園

を
実
際
に
見
た
経
験
を
函
館
で
活
か
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡
こ
の
と
き
計
画
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自
体
は
､
開
拓
使
庁
よ
り
経
費
莫
大
で
あ
る
た
め
保
留
と
さ
れ
た
が
､
衛
作
は

｢西

洋
人

二
就
キ
テ
彼
ノ
庭
石
園
法
｣
を
学
び
､
そ
の
知
識

･
技
術
を
取
得
し
､
｢益
々

進
ン
テ
該
業
ヲ
研
究
｣
し
て
､
明
治
八
年
五
月
､
青
森
県
に
帰
っ
た

(
｢個
願
書
｣)
｡

函
館
で
の
経
験
は
､
衛
作
の
公
園
創
設
事
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
｡

な

お
､
こ
こ
で
い
う
庭
石
園
法
と
は
公
園
設
計
方
法
と
考
え
ら
れ
､
西
洋
人
と
は
函
鰭

(;)

の
英
国
領
事

ユ
ー
ス
デ
ン
と
思
わ
れ
る
｡

帰
県
し
た
衛
作
は
､
明
治
九
年
八
月
､
再
び
庭
園
師
業
に
つ
き
'
青
森
港
管
内
に

一.

つ

の

｢公
園
｣
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
｡
そ
の
一
方
で
同
年
三
月
か
ら
石
炭
試
掘

事
業
も
は
じ
め
て
い
る
｡
こ
の
事
業
に
は
､
衛
作
の
公
園
創
設
事
業
に
対
し
て
､
有

志
者
の
ひ
と
り
だ

っ
た
村
林
勘
六
も
関
わ
っ
て
お
り
､
青
森
町
で
の
人
脈
づ
く
り
な

(H)

ど
､
公
園
創
設
事
業
に
関
連
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

衛
作
は
､
明
治
十

一
年
に
津
軽
郡
石
浜
村
で
石
炭
試
掘
作
業
に
従
事
し
な
が
ら
再

び
函
館
に
行

っ
て
い
る
｡
衛
作
は
､
そ
の
際
､
函
館
で
か
か
っ
た
経
費
を
綿
密
に
記

(〓)

し
た
記
録
を
残
し
て
い
る
｡

再
度
衛
作
が
函
館
に
行
っ
た
の
は
､
函
館
の
人
間
が
関

与
し
た
た
め
だ
ろ
う
｡

記
録
に
よ
れ
ば
衛
作
は
明
治
十

一
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
≡

十

一
日
ま
で
函
館
に
宿
泊
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
､
衛
作
が
函
館
に
宿
泊
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
､
函

館
の
公
園
創
設
事
業
が
着
手
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
衛
作
は
函
館
公

園
創
設
事
業
を
見
聞
き
し
た
可
能
性
が
高
い
｡
青
森
で
の
最
初
の
公
園
創
設
事
業
は

頓
挫
し
て
い
た
が
､
衛
作
自
身
の
創
設
熱
意
は
冷
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

(‖)

衛
作
は

｢此
産
業
ヲ
開
キ
逼
ク
人
民
ノ
使
用

ニ
ナ
サ
ン
ト
欲
ス
ル
カ
為
メ
｣
に
石

炭
業
を
興
し
､
｢地
方
公
衆
ノ
経
済
卜
生
理
上
｣
(
｢広
告
｣
｢個
願
書
｣
)
公
園
の
創

設
が
必
要
だ
と
唱
え
た
｡
彼
が

｢個
願
書
｣
に
記
し
た

｢地
方
公
衆
ノ
思
想
ヲ
喚
起

セ
ン
｣
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
石
炭
試
掘
も
公
園
創
設
も
彼
に
と
つ
て
は

｢公
衆
｣
の

た
め
の
有
益
な
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
新
し
い
考
え
方
を
も
つ
衛
作

だ
か
ら
こ
そ
､
函
館
公
園
の
事
業
は
､
青
森
に
公
園
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
衛
作
に

活
力
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
衛
作
は
函
館
か
ら
青
森
に
帰
っ
て
か
ら
数
年
の
内
に
､
柿
崎
姓
を
水
原

姓
に
改
め
て
い
る
O
衛
作
自
身
は

｢不
肖
衛
作

二
於
テ
師
匠
ノ
絶
家
ヲ
再
興
致
シ
タ

(I;)
ル
｣
も
の
と
記
す
の
み
で
､
通
説
的
に
師
匠
と
さ
れ
る
水
原
活
の
素
性
は
管
見
の
資

料
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
｡
改
姓
の
詳
細
に
は
不
明
な
点
も
あ
る
が
､
衛
作
は
明
治

九
年
の
段
階
で
は

｢士
族
｣
の
身
分
で
弘
前
に
住
み
､
石
炭
の
試
掘
や
公
園
の
創
設

事
業
の
た
め
青
森
町
に
出
張
し
て
い
た
｡

そ
れ
が
二
度
目
の
公
園
創
設
事
業
に
あ
た

り
､
明
治
十
三
年
十
月
十

一
日
の
段
階
で
彼
が
記
し
た
肩
書
き
は

｢青
森
県
平
民
青

i
､

森
町
居
住

発
起
築
造
人

水
原
衛
作
｣
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

筆
者
が
管
見
資
料
で
見
る
限
り
､
衛
作
は
明
治
十
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
翌
午

(E;)

十
月
十
日
の
間
に
改
姓
し
､
師
匠
の
跡
を
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
｡
武
家
に
生
ま
れ
､

長
男
で
あ
り
な
が
ら
名
字
や
身
分
を
変
え
､
生
ま
れ
育

っ
た
故
郷
の
弘
前
を
離
れ
る

の
で
あ
る
｡
明
治
九
年
に
提
唱
し
た
公
園
創
設
事
業
が
成
功
し
な
か
っ
た
衛
作
は
､

改
姓
し
て
平
民
に
な
り
､
青
森
町
に
移
住
す
る
こ
と
で
､
二
度
目
の
公
園
創
設
事
莱

に
本
腰
を
入
れ
て
打
ち
込
む
決
意
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
次
に
衛
作
が
当
初

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
公
園
計
画
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
｡
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二

水
原
衛
作
が
描
い
た
公
園
計
画

日
本
の
公
園
制
度
は
､
明
治
六

(
一
八
七
三
)
年

一
月
十
五
日
の
太
政
官
布
告
第

Jh
)

一
六
号
に
は
じ
ま
る
｡
布
告
は
公
園
の
候
補
と
な
る
地
所
と
し
て
､
｢人
民
幅
湊
ノ

地
｣
で

｢群
集
遊
観
ノ
場
所
｣
を
対
象
と
し
､
｢従
前
高
外
除
地
｣
を
公
園
と
す
る

よ
う
定
め
て
い
た
O
敷
街
す
れ
ば
､
人
口
が
集
中
す
る
地
域
で
､
古
来
の
名
勝
地
や

旧
跡
な
ど
､
こ
れ
ま
で
人
々
が
行
楽
の
対
象
と
し
､
従
来
特
別
に
税
を
控
除
さ
れ
て

き
た
地
所
が
公
園
の
候
補
地
と
な
っ
た
｡
こ
れ
以
降
､
全
国
各
地
で
公
園
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
る
｡
当
初
､
誕
生
し
た
公
園
は
旧
来
の
社
寺
境
内
や
名
勝
地
な
ど
か
ら

成
立
し
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
は
民
間
人
で
あ
る
柿
崎

(水
原
)
衛
作
が
､
明
治
九

年
の
段
階
で
公
園
創
設
を
提
唱
し
た
こ
と
は
､
か
な
り
異
質
の
こ
と
で
も
あ

っ
た
｡

さ
て
'
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
の
は
､
衛
作
が
明
治
九
年
八
月

に
構
想
し
た
公
園
は
現
在
の
合
浦
公
園
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
現
在
の
合
捕

公
園
と
は
場
所
も
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
｡
彼
は
明
治
九
年
八
月
以
降
､
青
森
に
公

園
創
設
を
首
唱
す
る
が
､
そ
の
と
き
は
実
現
せ
ず
､
明
治
十
四
年
､
二
度
目
の
公
園

創
設
を
試
み
､
認
可
を
受
け
て
い
る
｡
こ
の
二
度
目
の
計
画
が
､
現
在
の
合
浦
公
園

の
原
形
と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
本
章
で
は
､
当
初
衛
作
が
考
案
し
て
い
た
明

(柑)

治
九
年
の
公
園
の
特
質
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

衛
作
が
提
唱
し
た
公
園
に
は
大
き
な
特
徴
が
あ
る
｡
そ
れ
は
彼
の
公
園
設
置
理
念

で
あ
る
｡
彼
は
公
園
の
必
要
性
を

｢人
事
繁
劇
ナ
ル
今
日
ニ
ア
リ
テ
ハ
､
労
逸
代
謝

ノ
必
需
ナ
ル
此
設
ケ

〔公
園
〕
ナ
カ

ル
可

〔
ラ
〕

ス
｣
と
見
な
し
､
｢地
方
公
衆
ノ

経
済
卜
生
理
上

二
於
テ

一
日
モ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
｣
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
彼
は
二
度

(F3)

目
の
公
園
創
設
を
提
唱
し
た
際
に
も
同
じ
主
張
を
し
て
い
る
｡
彼
は

｢公
衆
｣
の
経

済
と
健
康
の
観
点
か
ら
公
園
の
必
要
性
を
説
い
た
の
だ

っ
た
｡

こ
の
発
想
に
は
西
洋
的
な
公
園
設
置
理
念
の
側
面
が
見
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
衛
作

が
函
館
滞
在
中
､
西
洋
人
に
つ
い
て

｢庭
石
園
法
｣
を
学
ん
だ
こ
と
が
活
き
て
い
る

の
だ
ろ
う
｡
函
館
公
園
創
設
の
功
労
者
で
あ
る
渡
辺
熊
四
郎
は
､
｢病
院
は
病
人
に

必
要
､
公
園
は
健
康
体
の
養
生
所
と
い
ふ
こ
と
を
ユ
ー
ス
デ
ン
氏
よ
り
聞
し
故
是
非

∴∵

創
立
｣
し
た
い
と
思
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
点
で
衛
作
の
発
想
が
西
洋
的
な
感
覚
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
｡

そ
こ
で
衛
作
は
堤
川
沿
い
に
立
つ
諏
訪
神
社
境
内
の
南
側
､
現
青
森
市
花
園

一
丁

目
付
近
に
公
園
を
創
設
し
よ
う
と
し
､
計
画
図
を
描
い
て
い
る

(
｢水
原
氏
圃
圃
計

画
図
｣

二
〇
ペ
ー
ジ
の
図
を
参
照
)｡
公
園
入
口
は
北
側
の
諏
訪
神
社
側
と
し
て
い

こ
∵

た
｡こ

の
図
に
関
し
て
肴
倉
氏
は
､
衛
作
が

｢青
森

へ
移
住
後
最
初
に
計
画
し
た
公
園

は
､
今
の
合
浦
公
園
の
如
き
､
都
市
公
園
で
な
か
っ
た
｡
も
つ
と
進
ん
だ
分
区
農
園

と
訳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
土
地
に
恵
ま
れ
な
い
都
会
人
に
小
園
地
を
貸
与
し
､

自
ら
野
菜
や
草
花
を
耕
作
せ
し
め
､
土
地
に
親
し
ま
し
め
､
而
し
て
正
し
い
大
自
然

の
法
則
を
知
ら
し
め
､
新
鮮
な
る
大
気
を
吸
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
市
民
の
健
康
を
増

∴｣,

進
せ
し
め
よ
う
と
し
た
農
園
で
あ
っ
た
｣
と
し
て
い
を

と
こ
ろ
が
分
区
農
園
に
関
係
す
る
具
体
的
な
資
料
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
ず
､

｢広
告
｣
や

｢個
願
書
｣
に
も
記
述
は
な
い
｡
計
画
図
に
は
､
幅
四
間

･
長
五
十
間

く
ら
い
の
短
冊
形
に
描
か
れ
た
畑
が
二
十
数
面
記
さ
れ
て
い
る

(二
〇
ペ
ー
ジ
を
参

照
)｡
肴
倉
氏
は
こ
れ
を
分
区
農
園
の
根
拠
と
考
え
た
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
畑
と
は
､
単
純
に
花
壇
だ
と
考
え
る
｡
計
画
図
を
見
る
と
､

園
内
庭
園
と
同
じ
く
ら
い
の
面
積
を

｢畠
｣
あ
る
い
は

｢畑
｣
が
占
め
て
お
り
､
庭
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園
の
周
囲
を
囲
ん
で
い
る
休
裁
で
あ
る
｡
｢畠
植
物
ノ
分
時
宜

二
応

ス
｣
と
記
さ
れ

(=)

て
は
い
る
が
'
具
体
的
な
植
物
名
の
記
載
も
な
い
｡
そ
も
そ
も
衛
作
は
こ
の
公
園
を

｢閑
暇
幽
静
ノ
快
楽
固
｣
(
｢個
願
書
｣
)
と
性
格
づ
け
て
い
る
の
で
'
労
働
を
伴
う

分
区
農
園
と
い
う
よ
り
､
日
常

の
疲
労
を
癒
す
た
め
植
え
ら
れ
た
植
物
'

つ
ま
り
草

花
か
ら

の
香
り
も
楽
し
め
る
公
園
と
見
な
す
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
｡
そ
れ
は
彼
が

｢公
園
草
創
｣
に

｢該
予
防
体
気
ノ
養
生

ニ
ハ
'
専
ラ
新
樹
ノ
空
気
ヲ
呼
吸
シ
草
花

ノ
芳
薫
ヲ
喚
キ
万
種
ノ
英
梢
ヲ
眺
メ
テ
'
折
節
心
裏
ノ
疲
労
ヲ
佐
ク
ル
ニ
ア
リ
｣
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
計
画
図
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
園
内
の
石
組
で
あ
る
｡
草
花
や
樹
木
は
そ
の

種
類
な
ど
を
記
す
だ
け
な
の
に
'
石
組
は
実
際
の
形
と
用
途
を
想
定
し
て
描
い
て
い

る
｡
衛
作
は
芝
生
上
の
石
組
や
'
園
内
に
川

(
い
ろ
は
川
)
の
流
れ
を

つ
く
る
た
め

の
石
組
を
描
い
て
い
る
｡

川
の
流
れ
を

つ
く
る
石
組
に
つ
い
て
も

｢水
分
石
｣
を
配

置
し
'
水
の
流
れ
に
対
し
て
も

｢島
ノ
水
分
｣
や

｢島
ノ
落
合
｣
と
称
L
t
川
を
石

で

｢石
島
渡
り
｣
す
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
｡

硝
子
灯
も
十
八
か
所
あ
り
'
実
際
に

設
置
す
る
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
｡

堤
川
か
ら
水
を
引
き
'
水
車
を
設
け

｢
い
ろ
は

川
｣
と
池
泉
を

つ
く
り
'
さ
ら
に
は
堤
川
を
掘
り
替
え
る
こ
と
も
描
い
て
い
る
｡
こ

れ
ら
は
衛
作
が
祖
父
高
屋
小
平
太
の
庭
石
見
立
て
を
出
発
点
と
し
､
諸
地
方
の
庭
園

を
観
察

･
研
究
し
た
上
で
'
函
館
で
得
ら
れ
た
新
し
い
造
園
技
術
を
総
括
し
た
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
計
画
図
自
体
は
､
公
園
設
計
の
平
面
図
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
に
描
か
れ

て
き
た
山
水
画
な
ど
と
は
明
ら
か
に
違
う
手
法
で
あ
る
｡

彼
は
'
計
画
図
の
中
で

｢夫
庭
石
山
水
ノ
景
'
曾
テ
父
ノ
噂
ム
所
ノ
モ
ノ
久
ク
習
聞
ス
ル
処
､
今
其
旧
法

二

眼
ミ
カ
タ
シ
､
実
地
有
用

二
基
造
物
自
然
之
模
容
ヲ
写
ス
ル
而
巳
｣
と
記
し
て
い
る
｡

庭
石
山
水
の
景
を
描
い
て
き
た
と
思
わ
れ
る
父
親
の
手
法
を

｢旧
法
｣
と
い
い
'
父

親
か
ら
学
び
な
が
ら
も
'
衛
作
は
な
じ
み
が
た
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
｡

だ
か
ら
こ
そ
衛
作
が
計
画
図
内
に
描
い
た
石
組
や

｢
い
ろ
は
川
｣
の
ほ
か
'
諸
般

の
施
設
や
建
物
は
'
山
水
画
の
よ
う
な
絵
画
的
要
素
を
持

つ
も
の
で
は
な
く
'
｢実

地
有
用

二
基
｣
づ
い
た
平
面
図
で
あ
り
'
文
字
通
り
の
設
計
図
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

函
館
で
学
ん
だ

｢庭
石
固
法
｣
に
は
'
実
は
西
洋
の
造
園
技
術
に
基
づ
く
設
計
図
的

要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
と
見
な
せ
よ
う
｡
衛
作
が
構
想
し
た
公
園
は
'
内
容

･
性
質

･
手
法
と
､
い
ず
れ
も
当
時
と
し
て
は
大
変
斬
新
な
試
み
で
あ

っ
た
と
い
え
た
の
で

(Lj3)

あ
る
｡

そ
の
斬
新
さ
ゆ
え
に
､
明
治
九
年
八
月
の
公
園
創
設
に
は
賛
同
者
が
少
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
.
｢個
願
書
｣
に
は

｢其
土
地
人
民

一
般
ノ
出
費
ヲ
以
テ
閑
暇
幽
静
ノ

快
楽
園
ヲ
購
フ
こ
と
有
志
協
同
ノ
義
椙

二
依
テ
園
地
設
立
｣
と
し
な
が
ら
も
'
そ
れ

が

｢同
意
賛
成
ノ
人
員
稀
少
ナ
ル
ヲ
以
テ
止
ム
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
o

L
か
し
彼
の
計
画
自
体
が
太
政
官
布
告
第

一
六
号
の
定
め
る
条
件
に
適
合
し
て
い

な
か

っ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
諏
訪
神
社
付
近
は
青
森
の
群
集
遊

観

の
場
所
だ

っ
た
と
し
て
も
'
｢人
民

一
般
ノ
出
費
ヲ
以
テ
｣
土
地
を
購
入
し
て
公

園
と
す
る
計
画
で
あ

っ
た
以
上
､
そ
こ
は
私
有
地

(民
有
地
)
で
あ
り
'
従
来
特
別

に
税
を
控
除
さ
れ
て
き
た
地
所
だ

っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
｡
と
な
れ
ば
同
布
告

の
条
件
を
満
た
せ
な
か

っ
た
こ
と
に
な
り
'
明
治
九
年
八
月
の
公
園
計
画
は
中
止
せ

(竹こ

ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

地
所
名
称
区
別
上
'
公
園
地
は
官
有
地

(第
三
種
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
こ

の
こ
と
は
衛
作
が
四
年
後
の
明
治
十
三
年
に
再
び
公
園
創
設
を
提
唱
し
､
事
業
を
輿

す
際
の
鍵
に
な
る
｡
二
度
目
の
公
園
創
設
を
提
唱
す
る
ま
で
の
四
年
間
､
衛
作
は
石
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炭
試
掘
に
従
事
し
な
が
ら
公
園
創
設
の
計
画
を
練

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
こ
で
吹

に
､
衛
作
に
と

っ
て
二
度
目
の
公
園
創
設
事
業
を
め
ぐ
る
背
景
を
考
察
し
'
公
園
創

設
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を

へ
て
推
移
し
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
｡

三

水
原
衛
作
と

｢東
奥
人
｣

衛
作
が
二
度
目
に
試
み
た
公
園
が
の
ち
の
合
浦
公
園
と
な
る
｡
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
､
合
浦
公
園
は

｢住
民
の
寄
付
と
水
原
兄
弟
の
努
力
｣
に
よ
り

｢明
治
初
期
に

お
い
て
も
住
民
か
ら
の
意
志
に
よ

っ
て
｣

つ
く
ら
れ
た
公
園
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

1IJ]/
る
o
L
か
し
そ
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か
o
そ
れ
に
は
明
治
十
三

(
l

八
八

〇
)
年
十
月
､
二
度
目
の
公
園
を

つ
く
ろ
う
と
衛
作
が
提
唱
し
た
と
き
､
青
森

の
人
々
の
反
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

ま
ず
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
彼
が
提
唱
し
た
公
園
創
設
事
業
は
青
森
町
の

人
々
に
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
ず
､
公
園
創
設
事
業
も
困
難
に
な

っ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
っ
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
衛
作
自
身
が
晩
年
に
な

っ
て

｢広
告
｣
で
赤
裸

々
に
述
べ
て
い
る
｡

姦

三
豆
図
ラ
ン
ヤ
翌
明
治
十
五
年

一
月
六
日
故
県
令
山
田
秀
典
君

ハ
東
京

二
於

テ
遠
逝
セ
ラ
レ
シ
ヲ
初
凶
ト
シ
テ
､
当
市
街

二
屡
火
災
ア
リ
､
其
影
響
彼
是

二

及
ヒ
公
衆
ノ
競
争
心
ヲ
失
シ
'
之
レ
事
業
ノ

一
大
障
碍
ナ
リ

(T･]p

衛
作
に
と

っ
て
最
大
の
支
援
者
だ

っ
た
山
田
秀
典
県
令
の
死
と
'
青
森
町
に
頻
繁

に
お
こ
つ
た
火
災
が
あ
り
'
こ
の
火
災
の
影
響
で
公
衆
の
競
争
心
が
な
く
な

っ
た
こ

と
が

｢
一
大
障
碍
｣
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
と
く
に
山
田
県
令
は
衛
作
の
公
園

創
設
事
業
に
理
解
を
示
し
､
積
極
的
な
助
力
を
行

っ
て
き
た
｡
そ
れ
だ
け
に
山
田
県

令
の
死
は
衛
作
に
と

っ
て

｢最
大

一
ノ
障
碍
｣
(
｢個
願
書
｣
)
で
も
あ

っ
た
o

L
か
し
そ
れ
以
上
に
衛
作
を
苦
し
め
た
別
の
理
由
が
あ

っ
た
｡
衛
作
は

｢個
願

書
｣
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

内

ニ
ハ
母
妻
ノ
飢
餓

二
迫
り
愁
ロ
ヲ
訴
フ
ル
ア
リ
､
外

ニ
ハ
人
ノ
失
策
ヲ
鳴
ラ

ス
ニ
山
師
卜
号
シ
テ
之
ヲ
噸
ケ
ル
者
ア
ル
耳

ニ
シ
テ
､
曾
テ
事
業
ヲ
助
ケ
テ
賛

)L.1ー.,.二
れき
.ll圭

成
義
椙
ス
者
ナ
ク
､
方

二
両
間

二
榔
喝
シ
テ
衛
作
力
進
退
維
谷
リ
､
今
ノ
時

二

居
テ
退
却
セ
ン
カ
事
業
目
前

二
廃
棄
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
､
直
行
前
進
セ
ン
カ
能
ク

事
業
ヲ
助
ク
ル
ノ
其
人
物

二
出
合
サ
ル
ヲ
如
何
セ
ン

衛
作
は
公
園
創
設
事
業
が

｢地
方
公
衆
ノ
思
想
ヲ
喚
起
｣
す
る
公
共
事
業
的
な
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
肝
心
の
青
森
の
人
々
が
事
業
に
賛
同
し
な
い
ば
か
り

か
､
衛
作
ら
の
事
業
を
噸
笑
し
て
い
た
こ
と
に
慨
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
以
前
徳

が

｢庭
石
固
法
｣
を
学
ん
だ
函
館
の
地
で
'
す
で
に
公
園
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
も
､

そ
の
心
情
を
い
っ
そ
う
高
め
て
い
た
｡
函
館
公
園
は
､
す
で
に
明
治
十
二
年
十

一
月

三
日
に
開
園
式
を
行

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

函
館
公
園
も
'
当
初
は

｢明
治
六
年
中
ヨ
リ
函
館

二
公
園
開
設
ノ
事
ヲ
内
議
セ
リ
､

然
と
も
全
ク
時
機
ノ
至
ラ
ザ
ル
カ
故

二
公
評

二
付
ス
ル
能

ハ
ザ
ル
｣
状
況
だ

っ
た
｡

函
館
公
園
創
設
の
功
労
者
で
あ
る
渡
辺
熊
四
郎
の
伝
記
に
も
､
｢何
分
公
園
の
効
用

が
衆
人
に
解
り
兼
ね
賛
成
者
が
無
き
故
｣
に
､
｢明
治
五
年
頃
よ
り
誘
導
せ
L
が
其

時
分
は
公
園
の
事
が
世
人
に
解
ら
ざ
る
故
同
意
す
る
者
が
無
く
て
困
り
し
処
｣
と
記

さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
も
函
館
公
園
で
は
渡
辺
熊
四
郎
が
千
円
の
寄
附
を
し
た
の
を

は
じ
め
'
公
園
予
定
地
に
隣
接
す
る
私
有
地
が
寄
附
さ
れ

｢開
築

ノ
業
ヲ
賛
助
セ

ン
｣
と
す
る
経
緯
を
た
ど

っ
て
い
た
｡
そ
し
て
工
事
に
と
り
か
か
れ
ば

｢市
街
近
村

ノ
人
民
競
テ
土
木

二
従
事
｣
し
､
そ
の
数
は

｢日
々
数
百
名
｣
と
な
り
､
｢官
民
各
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(2)

自
共
同
奮
発
シ
テ
｣
開
園
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
結
果
､
衛
作
は
東
京
や
函
館
の
よ
う
な

｢都
会
繁
盛
ノ
地

ハ
大

lt
公
益
ノ
便

利
ヲ
謀
り
人
民
結
合
シ
テ
公
共
ノ

〔事
業
が
〕
起
ル
｣
が
､
青
森
の
よ
う
な

｢辺
陣

ノ
地
方

二
至
リ
テ

ハ
然
ラ
サ
ル
モ
ノ
カ
｣
と
嘆
く
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て

｢個

願

書
｣
で
次
の
よ
う
に
評
す
る
の
で
あ
る
｡

吾
津
軽
地
方

二
於
テ
是
迄
有
益
事
業
ノ
発
起
者
数
多
ア
リ
ト
錐
と
も
其
発
起
者

テ
ン
テ
目
的
ヲ
定
ム
ル
こ
と
固
カ
ラ
ス
､
之
ヲ
定
ム
ル
モ
事
ヲ
行
フ
ニ
到
テ
ハ
､

仲
間
ノ
中

二
様
々
ノ
異
論
ヲ
生
シ
､
自
力
ラ
建
テ
自
力
ラ
穀
チ
徒
ラ
ニ
時
日
ヲ

EIZ

費
シ
緩
慢

二
亘
ル
ノ
ロ

ア
リ
テ
人
民
ノ
行
事

ハ
､
ス
ヘ
テ
成
効
ヲ
失
フ
モ
ノ
ナ

リ
､
之
レ
着
実
忍
耐
ノ
気
カ

ニ
乏
キ
カ
故
ナ
リ
､
之
ヲ
恩

へ
ハ
浩
歎
長
息

二
堰

ヘ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ

〔中
略
〕

F

.,

.I

奈
何
セ
ン
東
奥
人
ノ
質
タ
ル
所
謂
孤
立
猫
忌
ノ
ロ

風

二
其
心
身
ヲ
惑
弱

セ

シ
メ
､

敢
テ
進
ン
テ
他
卜
結
ヒ
同
心
戦
力
以
テ
大
利
ヲ
取
ル
ノ
気
象

二
乏
シ
キ
カ
為
メ
､

園
場
ノ
設
立
モ
亦
吾
人
ヲ
シ
テ
空
シ
ク
中
折
ノ
歎
ヲ
懐
カ
シ
ム
ニ
到
レ
リ
ト
錐

と
も
此
挙
再
興
ス
ル
ノ
策
ナ
シ

衛
作
は

｢都
会
繁
盛
ノ
地
｣
の
人
々
な
ら
ば
理
解
し
'
受
け
入
れ
る
新
事
業
も
､

｢辺
陣
ノ
地
方
｣
で
あ
る

｢吾
津
軽
地
方
｣
の
人
々
に
は
持
続
力
や
組
織
力
が
乏
し

く
､
協
力
精
神
も
な
い
た
め
､
事
業
が
成
功
し
な
い
と
慨
嘆
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
そ
の
要
因
を

｢東
奥
人
ノ
質
タ
ル
所
謂
孤
立
猫
忌
｣
の
弊
風
と
評
し
､
公
園
創
設

･T=.I

事
業
を

｢再
興
ス
ル
ノ
策
ナ
シ
｣
と
結
論
づ
け
た
の
だ

っ
た
｡

住
民
の
寄
附
と
意
志
が
公
園
創
設
の

l
要
因
と
見
な
さ
れ
て
き
た
合
浦
公
園
だ
が
､

実
際
に
公
園
創
設
に
あ
た
り
､
衛
作
が
も
っ
と
も
困
難
を
痛
感
し
た
の
は
､
他
な
ら

ぬ
住
民
か
ら
の
賛
同
者
不
足
と
､
そ
れ
が
た
め
の
資
金
難
で
あ
っ
た
｡
青
森
の
人
々

の
た
め
と
考
え
て
い
た
公
園
創
設
事
業
が
､
肝
心
の

｢吾
津
軽
地
方
｣
の
人
々
に
受

容
さ
れ
ず
､
む
し
ろ
噸
笑
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
､
衛
作
は
自
分
と
同
じ

｢東
奥
人
｣

で
あ
る
彼
ら
に
対
し

｢孤
立
清
忌
｣
の
弊
風
が
あ
る
と
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡

I:,7,

こ
れ
に
つ
い
て
は

『
青
森
新
聞
』
も
､
｢今
回
青
森
市
街

二
園
地
築
造
ノ
目
論
見

ア
レ
と
も
是
も
亦
六
ケ
敷
シ
ガ

ロ
ウ
ト
｣
と
の
声
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

そ
こ
に
は

｢津
軽
地
方
｣
に
お
こ
る
商
事

･
工
業

･
教
育
な
ど
の

｢有
益
事
業
｣
が

途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
う
現
状
が
あ
っ
た
｡

さ
ら
に
公
園
が

｢寧

口
有
志
者
共
有
ノ

私
園
卜
云
ベ
キ
モ
ノ
｣
と
見
な
さ
れ
､
そ
こ
に
は
従
来

｢庭
園
｣
が
富
豪
の
家
で
つ

∴｣一

く
ら
れ
る
背
景
が
あ

っ
た
｡

木
村
荘
助

･
三
橋
三
吾
な
ど
公
園
の
有
志
者
た
ち
が
富

豪
で
あ

っ
た
こ
と
も
､
私
的
な
庭
園
で
あ
る
と
の
誤
解
を
生
み
や
す
か
っ
た
｡
『
育

森
新
聞
』
の
記
事
は
､
公
園
が

｢万
人
借
楽
ノ
地
｣
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
､
当

時
の
人
々
に
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

『
青
森
新
聞
』
自
体
は
､
衛
作
の
公
園
創
設
事
業
を

｢有
益
事
業
｣
と
見
な
し
､

ほ
か
の
事
業
と

｢同
視
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
｣
と
見
て
い
た
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
こ
の
事
業

が

｢津
軽
名
産
ノ
因
循
姑
息

二
歳
月
ヲ
空
過
｣
す
る
こ
と
を
批
判
し
､
｢東
奥
人
ノ

質
タ
ル
所
謂
孤
立
清
忌
｣
の
弊
風
を
指
摘
し
'
警
告
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

衛
作
や

『
青
森
新
聞
』
の
言
葉
に
は
､
新
し
い
文
化
の
受
容
に
対
す
る
人
々
の
志

向
を
考
え
る
上
で
大
き
な
示
唆
を
含
ん
で
い
よ
う
｡
ま
た
青
森
と
い
う

一
つ
の
地
方

に
お
け
る
文
化
の
受
容
を
示
す
事
例
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
窮
地
に
陥

っ
て
い
た
衛
作
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
も
彼
は

｢忍
耐
ノ
気

塊
ヲ
以
テ
此
障
碍
ヲ
排
シ
､
遂

二
成
功
ヲ
目
的
ノ
地
位

二
達
セ
ン
コ
ト
｣
(
｢個
願

書
｣)
に
か
け
た
｡
そ
こ
で
最
後
に
､
衛
作
の
願
っ
た
公
園
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を

2 3



へ
て
認
可
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
追
求
し
て
お
き
た
い
｡

四

公
園
創
設
の
認
可

衛
作
が
名
を
水
原
衛
作
と
改
め
'
明
治
十
三

(
l
八
八
〇
)
年
十
月
十

l
日
に

｢公
園
草
創
｣
を
作
成
し
'
本
格
的
に
公
園
創
設
事
業
に
着
手
し
た
こ
と
は
前
述
し

た
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
の
背
景
に
は

｢漸
ク
明
治
十
三
年

二
至
リ
テ
賛
成
ス
ル
モ
ノ

増
加
｣
L
t
｢将
サ

ニ
此
業
ノ
成
ル
ヲ
期
セ
リ
｣
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る

(
｢広
告
｣
)｡
賛
同
者
の
状
況
を

『
青
森
新
聞
』
は
'
｢幸

二
百
有
余
名
ノ
同
意
ヲ

得
｣
た
と
い
い
'
｢賛
成
ノ
速

ニ
シ
テ
同
意
者
ノ
多
キ
実

二
意
外
｣
だ
と
感
想
を
述

べ
て
い
る
｡
賛
同
者
は
衛
作
の
奮
起
に
よ
っ
て
五
日
間
で
百
有
余
名
に
な
っ
た
と
も

い
う
｡

し
か
し
な
が
ら
賛
同
し
た
百
有
余
名
全
員
が
金
銭
的
な
寄
附
を
し
た
わ
け
で
は
な

い
｡
寄
附
金
名
簿
に
氏
名
だ
け
記
載
さ
れ
た
も
の
'
氏
名
と
金
額
も
記
載
さ
れ
た
も

の
な
ど
様
々
で
あ
る
｡
寄
附
金
二
十
円
の
う
ち
'
十
円
は
公
園
落
成
の
時
に
渡
す
と

い
っ
た
具
合
に
'
事
業
の
様
子
を
う
か
が
う
よ
う
な
者
も
い
た
｡
二
代
渡
辺
佐
助
に

ょ
る
灯
龍

一
座
や
'
函
館
居
住
の
白
鳥
幡
次
郎
が

｢舶
来
生
木
五
拾
本
｣
を
工
事
に

∴∵

着
手
次
第
贈
呈
す
る
な
ど
'
公
園
風
致
に
関
わ
る
品
の
寄
贈
も
あ
っ
た
｡

公
園
創
設
に
対
し
て
青
森
の
人
々
か
ら
継
続
的
な
賛
同
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
'

公
園
創
設
事
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
｡
賛
同
者
か
ら
の
寄
附
金
が
枯
渇
す
る
こ

と
は
'
事
業
の
挫
折
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
公
園
築
造
人
た
る
衛
作
自

身
に
は

｢出
金
ス
ル
策
｣
が
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
ま
ず
明
治
十
三
年
十
二
月
十
五
日

(.I)

に
'
木
村
円
吉
の
代
理
と
し
て
木
村
荘
吉
が

｢青
森
公
園
創
設
事
務
｣
を
取
扱
い
'

翌
年
六
月

一
日
に
は
三
橋
三
吾
が
寄
附
金
出
納
事
務
を
請
け
負
う
こ
と
と
な

っ
た
｡

さ
ら
に
衛
作
自
身
も

｢公
衆
ヲ
勧
導
｣
す
る
た
め
自
ら
私
財
を
投
じ
'
公
園
出
願
地

内
に
小
屋
を
建
て
'
母

･
妻
を
引
き
寄
せ
た
｡
衛
作
自
身
が

｢身
ヲ
以
テ
犠
牲
｣

(
｢広
告
｣)
と
な
り
'
事
業
の
成
功
を
目
的
に
'
母

･
妻
と
と
も
に
創
設
工
事
に
の

ぞ
ん
だ
の
で
あ
る
｡
公
園
創
設
の
事
務
と
現
場
を
分
割
し
た
理
由
は
､
公
園
が
有
志

者
共
有
の
私
園
と
噂
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
た
め
だ
ろ
う
｡

衛
作
の
決
断
に
対
し
'
無
視
で
き
な
い
の
が
山
田
秀
典
県
令
の
存
在
で
あ
る
｡
山

田
県
令
の
前
職
は
新
川
県

(現
在
の
富
山
県
)
権
令
で
あ

っ
た
｡
新
川
県
で
は
明
治

七
年
に
高
岡
城
虻
を
公
園
と
す
る
請
願
書
が
新
川
県
権
令
山
田
秀
典
に
提
出
さ
れ
～

翌
八
年
'
高
岡
城
虻
は
公
園
の
認
可
を
得
て
い
る
｡
｢個
願
書
｣
に
て

｢県
令
閣
下

補
ケ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
曾
テ
事
業
ノ
成
功
ヲ
果
ス
｣
こ
と
が
出
来
な
い
と
衛
作
に
言
わ

し
め
た
山
田
県
令
の
存
在
は
､
公
園
創
設
事
業
に
対
す
る
大
き
な
支
え
に
な

っ
て
い

た

｡し
か
し
何
よ
り
も
公
園
を
創
設
す
る
に
は
､
政
府
か
ら
正
式
に
認
可
さ
れ
な
く
て

は
意
味
を
な
さ
な
い
｡

彼
は
公
園
と
し
て
認
可
さ
れ
る
条
件
を
満
た
す
た
め
'
ま
ず

県
都
青
森
に
公
園
を
つ
く
る
こ
と
を
選
ん
だ
｡
県
都
青
森
に
は
青
森
湾
が
あ
り
函
館

pJ..

湾
と
密
接
な
関
係
か
ら
'
衛
作
は
青
森
を

｢気
船
ノ
往
復
屡
ア
リ
テ
追
日
繁
盛
ヲ
為

ス
ヘ
キ
ノ
纏
地
｣
と
見
な
し
て
い
た
｡
衛
作
に
と
っ
て
青
森
は
'
ま
さ
し
く

｢人
民

輯
湊
ノ
地
｣
と
う
つ
っ
た
の
で
あ
る
｡

次
に
､
こ
れ
ま
で

｢群
集
遊
観
ノ
場
所
｣
で
'
｢従
前
高
外
除
地
｣
つ
ま
り
従
来

特
別
に
税
を
控
除
さ
れ
て
き
た
地
と
い
う
条
件
を
揃
え
る
必
要
が
あ

っ
た
｡
そ
の
た

め
明
治
十
四

(
一
八
八

一
)
年
六
月
に
衛
作
が
選
ん
だ
土
地
は
'
造
道
村
字
浪
打

(現
青
森
市
合
浦
二
丁
目
の

一
部
分
)
だ

っ
た
｡
そ
し
て
同
年
八
月
三
日
'
衛
作
は
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木
村
荘
助
や
三
橋
三
吉
と
と
も
に

｢公
園
創
設
願
｣
(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
を
県

へ
提

Il;,)

出
す
る
の
で
あ
る
｡

｢公
園
創
設
願
｣
に
は
､
公
園
選
定
地
が
山
海
の
眺
望

･
水
利
の
便
も
よ
い
こ
と
､

そ
し
て
同
地
に
あ
る

一
大
古
木
の

｢三
誉
の
松
｣
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
O

旧

弘
前
藩
主
が
巡
村
の
と
き
に
､
旧
奥
州
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
三
誉
の
松
の
下
で
宴
会

を
し
'
藩
主
自
ら
酒
を
賜
い
'
随
従
の
臣
下
を
も
て
な
す
こ
と
が
必
ず
あ
っ
た
と
い

う
｡
そ
の
た
め
こ
の
松
の
四
方
に
柵
を
立
て
て
愛
護
し
､
｢村
民

ハ
勿
論
市
民
｣
も

こ
の
松
を
愛
し
､
こ
の
松
の
下
で
春

･
夏
の
晴
れ
の
日
を
選
ん
で
宴
興
を
開
い
て
き

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
廃
藩
後
は
道
路
が
変
換
さ
れ
､
松
は
人
々
の
目
に
触
れ

な
く
な
り
､
愛
護
の
柵
も
朽
ち
､
た
だ
土
居
の
み
が
残
る
だ
け
と
な

っ
て
い
た
｡

そ

こ
で
衛
作
ら
は
'
松
の
保
存
の
た
め
に
も
､
こ
の
松
の
周
囲
に

｢公
園
ヲ
開
ラ
キ
人

民
共
楽
ノ
場
所
｣
と
す
る
よ
う
願
い
出
た
の
で
あ
る
｡

｢個
願
書
｣
で
は

｢明
治
六
年
第
拾
六
号
御
公
達
ノ
趣
キ
了
承
致
ス
モ
｣
東
京
の

浅
草
寺
な
ど
の
よ
う
に
群
集
す
る
所
が
青
森
に
は
な
く
､
｢
文
吉
昔
王
化
ノ
及

ハ
サ

ル
ノ
辺
土
ナ
レ
ハ
名
人
ノ
旧
跡
モ
絶

ヘ
テ
｣
い
る
が
､
道
道
村
字
浪
打
の
場
所
こ
そ

群
集
遊
観
の
旧
跡
地
だ
と
述
べ
て
い
る
｡

そ
の
理
由
は
旧
藩
主
の
愛
護
を
う
け
た
≡

誉
の
松
付
近
は

｢古
来
ヨ
リ
文
人
墨
客

･
風
流
韻
士
鍾
テ
遊
観
｣
し
､
｢詠
歌

･
俳

句
等
多
ア
リ
シ
モ
､
天
然
ノ
風
景

二
至
テ
ハ
多
ク
得
難
キ
ノ
好
場
｣
だ

っ
た
か
ら
で

あ
る
.
衛
作
は
こ
の
地
こ
そ

｢群
集
遊
観
ノ
場
所
｣
と
見
な
し
た
の
だ
っ
た
O

衛
作
が
こ
の
地
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
､
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

衛
作
の
選
定
し
た
土
地
の

一
部
分
が
､
か
つ
て
の
奥
州
街
道
の
部
分
に
生
じ
た
廃
秦

道
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
廃
棄
道
は
も
と
も
と
道
路
で
あ
っ
た
所
だ
か
ら
､
従
来
特

別
に
税
を
控
除
さ
れ
て
き
た
土
地
で
あ
り
'
地
所
名
称
区
別
上

｢官
有
地
｣
扱
い
で

あ

っ
た
｡

つ
ま
り
三
誉
の
松
付
近
は
､
｢群
集
遊
観
ノ
場
所
｣
で
あ
り
'
同
時
に

｢従
前
高
外
除
地
｣
で
も
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

衛
作
に
と
っ
て
三
誉

の
松
の
存
在
と
そ
の
付
近
こ
そ
､
人
々
が
共
に
楽
し
む
地
で
あ
り
､
ま
さ
し
く

｢公

園
｣
と
見
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
諸
般
の
条
件
が
揃
い
､
明
治
十
四
年
十

一
月
七
日
､
山
田
県
令
の
助
力

も
あ

っ
て
､
衛
作
ら
が
提
出
し
た

｢公
園
創
設
願
｣
は
受
理
さ
れ
､
創
設
の
認
可
が

下
っ
た
｡

太
政
官
布
告
第

一
六
号
お
よ
び
府
県
事
務
章
程
で
も
､
公
園
の
選
定
権
が

地
方
長
官
に
あ
っ
た
た
め
､
公
園
の
選
定
に
あ
た
っ
て
山
田
県
令
の
賛
同
は
大
き
な

力
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
公
園
出
願
地
は
廃
棄
道
の
官
有
地
と
､
廃
棄
道
に
隣
揺

す
る
衛
作
所
有
の
民
有
地
と
繰
替
地
か
ら
な

っ
て
い
た
｡

衛
作
所
有
の
民
有
地
は
公
園
地
に
寄
附
す
る
計
画
だ

っ
た
〔､
内
訳
を
み
れ
ば
廃
棄

道
の
官
有
地
よ
り
も
､
衛
作
の
土
地
の
ほ
う
が
広
か
っ
た
｡
廃
棄
道
で
あ
る
官
有
地

は

｢公
園

二
編
入
｣
と
な

っ
た
が
､
公
園
地
に
寄
附
す
る
衛
作
所
有
の
民
有
地
を

｢其
僅
遊
園
ト
シ
テ
公
園

二
附
属
｣
さ
せ
た
い
な
ら
ば
､
｢更

二
出
願
可
致
事
｣
と

さ
れ
た
｡

民
有
地
を
公
園
区
域
内
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
'

｢公
園
創
設
願
｣
の
認
可
が
下

っ
た
当
時
は
'
官
有
地

(公
園
)
と
民
有
地

(遊

園
)
と
い
う
二
種
類
の
地
所
が
隣
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
れ
が
現

在
の
合
浦
公
園
の
原
形
と
な
る
の
で
あ
る
｡

山
田
県
令
が
生
前
､
公
園
に
寄
せ
た

｢借
楽
｣
の
額
面
に
基
づ
き
､
明
治
十
七
年

･･7-/

七
月
五
日
に
公
園
内
に
借
楽
事
が
開
亭
さ
れ
た
｡
場
所
は
公
園
の
根
拠
地
と
い
う
べ

き
三
誉
の
松
の
下
だ
っ
た
｡

衛
作
は
山
田
県
令
が

｢借
楽
｣
と
書
い
た
額
を

｢当
郡

人
民
ノ
快
楽

二
充
テ
'
全
ク
借
楽
ノ
二
字
ヲ
考
発
｣
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
O

明
治
九
年
八
月
の
段
階
で
は
完
成
し
な
か
っ
た
が
､
衛
作
は

一
般
人
か
ら
の
出
費
と
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義
指
で

｢閑
暇
幽
静
ノ
快
楽
園
｣
を

つ
く
る
決
意
を
変
え
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
明
治

十
四
年
に
は

｢人
民
共
楽
ノ
場
所
｣
と
し
て
の
公
園
を

つ
く
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ

る
｡
衛
作
が

つ
く
ろ
う
と
し
た
公
園
は
､

一
貫
し
て

｢
公
衆
｣
の
た
め
の

｢借
楽

園
｣
だ

っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
｡

衛
作
は
青
森
で
の
公
園
創
設
に
二
度
挑
戦
し
た
｡
二
度
目
の
計
画
が
認
可
を
う
け
､

衛
作
待
望
の
公
園
は
完
成
に
向
け
て
建
設
が
始
ま

っ
た
｡
し
か
し
そ
の
時
､
す
で
に

･lJ.,

衛
作
の
命
は
尽
き
よ
う
と
し
て
い
た
｡
そ
し
て
公
園
造
園
作
業
に
昼
も
夕
も
な
く
従

事
し
た
彼
は
病
に
倒
れ
､
公
園
の
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
生
涯
を
閉
じ
た
｡
明
治

十

八
年
四
月
十
四
日
の
こ
と
だ

っ
た
｡

お
わ
リ
に

以
上
､
不
十
分
で
は
あ
る
が
､
現
在
の
合
浦
公
園
が
成
立
す
る
以
前
の
過
程
を
追

究
し
て
き
た
｡
合
浦
公
園
が
今
日
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
経
緯
を
経
て
成
立
し
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

公
園
が
有
志
者
の
私
園
だ
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
､
公
園
創
設
事
業
の
最
大
の
理
解

者
で
あ
る
山
田
秀
典
県
令
の
死
､
度
重
な
る
青
森
の
火
災
や
人
々
の
競
争
心
の
衰
退
､

寄
附
金
や
賛
同
者
の
不
足
と
い
っ
た
問
題
､
そ
し
て
何
よ
り
も

｢東
奥
人
ノ
質
タ
ル

所
謂
孤
立
猫
忌
｣
の
弊
風
に
､
衛
作
は
終
始
苦
し
ん
だ
o
衛
作
の
つ
く
ろ
う
と
し
た

公
園
が
当
初
か
ら

｢借
楽
園
｣
で
あ
れ
ば
こ
そ
､
彼
の
心
情
を
思
う
と
､
無
常
観
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
｡

だ
か
ら
こ
そ
､
肴
倉
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
､
こ
の
公
園

(
の
ち
の
合
浦
公
園
)
に

対
し
て
､
衛
作
の
死
後
､
母
が
衛
作
の
実
弟
で
あ
る
巳
十
郎
を
説
得
し
､
亡
兄
衛
作

の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
後
に
公
園
は
青
森
町

へ
無
代
価
譲

渡
さ
れ
る
の
だ
が
､
実
兄
の
衛
作
が
命
を
懸
け
て
創
設
し
た
公
園
を
､
な
ぜ
巳
十
郎

は
無
代
価
譲
渡
し
た
の
か
｡
実
は
こ
の
点
も
理
由
や
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

.ヽ
〇

-∨
ま
た
公
園
創
設
願
が
認
可
さ
れ
た
と
は
い
え
､
公
園
と
な

っ
た
官
有
地
た
る
廃
莱

道
の
部
分
と
､
衛
作
所
有
地
で
あ

っ
た
の
ち
の
遊
園
が
､
ど
の
よ
う
な
過
程
を

へ
て

一
体
化
さ
れ
た
か
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
そ
こ
に
は
､
当
然
公
園
と
育

森
町

(
の
ち
に
青
森
市
)
な
い
し
国
や
県
と
の
関
係
が
絡
ん
で
く
る
だ
ろ
う
｡

さ
ら
に
本
稿
で
掲
げ
た
公
園
と
都
市
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
必
要

と
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
｡
実
際
に
衛
作
の
死
後
､
公
園
は
彼
の
描
い
た
公
園
と
は
逮

う
方
向
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
公
園
に
は
招
魂
堂
が

つ
く
ら
れ
招
魂

祭
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
､
軍
や
戦
争
の
関
係
が
絡
ん
で
く
る
｡
公
園
は
衛
作
が
ま

っ

た
く
意
図
し
な
か

っ
た
よ
う
な
利
用
の
さ
れ
か
た
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
つ
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
､
衛
作
か
ら
巳
十
郎

へ
､
さ
ら
に
町

(市
)

へ
の
継
承

は
､
衛
作
の
望
ん
だ
公
園
の
建
設
自
体
が
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
く
､
公
園
の
創
設

が
､
当
局
の
推
進
す
る
公
的
な

｢事
業
｣
と
し
て
継
承
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
以
上

の
点
を
ふ
ま
え
､
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
｡
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〔附
記
〕

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
､
水
原

(柿
崎
)
衛
作
関
係
資
料
の
所
蔵
者
で
あ

る
柿
崎
恒
美
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
｡
ま
た
青
森
市
史
編
さ
ん
室
鳴
海
秀
事
務

長
､
工
藤
大
輔
氏
､
本
谷
信
氏
に
は
､
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
協
力
を
賜

り
ま
し
た
こ
と
を
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡



註
(
-
)
現
在
の
合
浦
公
園
の
位
置
は
､
青
森
市
の
中
心
を
流
れ
る
堤
川
の
東
部
に
あ
る
｡

北
方
に
青
森
湾
を
の
ぞ
む
海
浜
公
園
と
し
て
も
知
ら
れ
'
青
森
市
を
代
表
す
る
公
園

で
も
あ
る
｡

(
2
)
肴
倉
弥
八

｢青
森
､
合
浦
公
園
の
創
設
者
水
原
衛
作
｣
(『
う
と
う
』
第
二
七
号
'

1
九
四
二
年
)
LJ
同

｢
二
十
七

水
原
衛
作
｣
(『
青
森
建
設
の
恩
人
た
ち
』
青
森
商

工
会
議
所
､

1
九
五
二
年
)O
同

｢四
十
五

水
原
衛
作
｣
(『青
森
市
史
』
別
冊
人

物
編

青
森
市
､

一
九
五
五
年
)
｡

佐
藤
昌

『
日
本
公
園
緑
地
発
達
史

(上
)』
(株
式
会
社
都
市
計
画
研
究
所
､

T
九

七
七
年
)
に
見
ら
れ
る
合
浦
公
園
の
記
述
も
､
肴
倉
氏
の
研
究
に
依
拠
し
た
も
の
で

あ
る
｡

(
3
)
『
青
森
県
人
名
事
典
』
(東
奥
日
報
社
､

1
九
六
九
年
)
に
よ
れ
ば
､
水
原
衛
作

(み
ず
は
ら

え
い
さ
く
)
は
'
｢青
森
市
合
浦
公
園
の
創
設
功
労
者
｣
と
紹
介
さ

れ
て
い
る

(執
筆
担
当
は
肴
倉
弥
八
氏

)

｡

(
4
)
小
野
良
平

『
公
園
の
誕
生
』
吉
川
弘
文
館
､
二
〇
〇
三
年
｡

(
5
)
都
市
史
は

一
九
八

〇
年
代
に
本
格
的
に
着
手
さ
れ
た
が
､
研
究
対
象
は
巨
大
都
市

に
集
中
し
て
い
る
状
況
で
あ
る

(『
史
学
雑
誌
』
第

一
二
二
編
第
五
号
､
二
〇
〇
三

年
)
U

ま
だ

｢地
方
都
市
に
関
す
る
研
究
は
少
｣
な
い
現
状
に
あ
る
た
め

(同
第

一.

一
四
編
第
五
号
､
二
〇
〇
四
年
)
､
本
稿
が
対
象
と
す
る
青
森
市
と
合
浦
公
園
と
の

関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
､
都
市
史
の
観
点
か
ら
も
意
義
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
6
)
衛
作
自
筆
の

｢死
亡
後
所
分
之
証
｣
(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
に
は
､
｢天
保
十
三
壬
寅

年
四
月
八
日
正
午
生
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
没
年
月
日
に
つ
い
て
は

｢昭
和
十

二
年

一
月

合
浦
公
園
沿
革
草
稿
｣
(
｢土
木
雑

公
園
沿
革
｣
青
森
市
役
所
蔵
)
を

参
照
し
た
｡

な
お
'
｢木
村
杢
之
助
を
介
抱
す
る
柿
崎
衛
作
の
図
｣
(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
に
は
､

衛
作
が

｢柿
崎
盛
香
称
衛
作
実
朝
次
郎
正
行
之
第

一
男
也
｣
と
あ
る
｡
廃
嫡
も
こ
の

図
か
ら
分
か
る
｡

し
か
し

｢師
匠
水
原
清
｣
に
つ
い
て
は
､
肴
倉
氏
の
関
連
著
作
物

に
見
ら
れ
る
だ
け
で
'
水
原
清
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
o

(
7
)
｢水
原
衛
作
｣
(青
森
市
文
化
団
体
協
議
全
編

･
発
行
所

『
あ
お
も
り
文
化

一
〇
〇

年
の
軌
跡
』
二
〇
〇
一
年
)
で
は
'
柿
崎
家
が

｢代
々
津
軽
藩
に
仕
え
た
身
分
の
低

い
足
軽
｣
と
あ
る
｡

(
8
)
高
屋
に
つ
い
て
は
前
掲

『
青
森
県
人
名
事
典
』
所
収
の

｢高
屋
小
平
太
尚
善
｣
に

詳
し
い

(執
筆
担
当
は
柿
崎
巳
十
郎
の
孫
に
あ
た
る
柿
崎
賓
氏
)
｡
な
お
､
高
屋
は

江
戸
の
弘
前
藩
の
屋
敷
に
お
け
る
御
庭
石
な
ど
を
見
立
て
る

一
人
に
選
ば
れ
､
文
政

七

(
7
八
二
四
)
年
に
は
領
内
の
庭
石
探
索
作
業
記
録

(控
)
を
残
し
て
い
る
O

探

し
た
庭
石
は
､
江
戸

へ
回
船
で
運
搬
さ
れ
る
計
画
だ

っ
た

(『
御
庭
石
見
立
方
取
扱

1
件
』
文
政
七
年
五
月
か
ら
翌
八
年
､
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫

)

o

そ
の
後
､
高
屋
は
御
庭
石
見
立
方
か
ら
ほ
か
の
職
種
に
変
わ
っ
て
い
る
｡

(
9
)
｢広
告
｣
(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
は
､
前
掲
し
た

｢死
亡
後
所
分
之
証
｣
と
と
も
に

｢病
者
水
原
衛
作
死
亡
後
必
用
喜
入
｣
(同
氏
蔵
)
に
同
封
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
｡
明
治
十
七

(
一
八
八
四
)
年
九
月
十
三
日
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
､
同
書
は
衛

作
自
身
が

｢身

ハ
難
病

二
係
り
今
ヤ
命
ノ
終
ル
｣
こ
と
を
意
識
し
て
記
し
た
も
の
で

あ
る
｡｢佃

願
書
｣
(函
館
市
中
央
図
書
館
蔵
)
も
衛
作
の
自
筆
で
あ
り
､
彼
が
青
森
県

公
園
地

(
の
ち
の
合
浦
公
園
)
の
創
設
発
起
人
と
し
て

｢寿
命
ノ
終
ル
ヲ
待
ツ
ノ

外
｣
な
い
状
態
で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
明
治
十
七
年
以
降
に
作
成
し
た
と
思
わ

れ
る
が
'
未
完
の
草
稿
史
料
で
も
あ
る
()

｢広
告
｣
は
衛
作
が

T
般
に
対
し
て
公
園

事
業
の
継
続
を
訴
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
､
｢佃
願
書
｣
は

｢広
告
｣
の
草
稿

の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
､
｢広
告
｣
以
上
に
彼
の
公
園
創
設
事
業
に
対
す
る
本
意

が
う
か
が
え
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
｡

な
お
本
稿
で
引
用
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
適
宜
読
点
を
補
い
､
筆
者
が
補

っ
た
注

記
箇
所
は

〔

〕
内
に
記
し
た
o

2 7



(
10
)
｢弘
前
藩
士
水
原
衛
作
の
上
水
道
計
画
｣
(岡
田
健
蔵

『
函
館
百
珍
卜
函
館
史
実
』

岡
田
イ
ネ
発
行
t

l
九
五
六
年
)
O

こ
れ
に
は

｢個
願
書
｣
の

1
部
が
掲
載
さ
れ
'

衛
作
が
明
治
六
年
十
二
月
に
'
函
館
の
上
水
道
計
画
を
つ
く

つ
た
と
解
説
さ
れ
て
い

る
O
な
お
'
｢個
願
書
｣
で
は
'
衛
作
は
明
治
七
年
二
月
に
函
館

へ
渡

っ
て
い
る
O

(
11
)
衛
作
が
帰
県
し
た
の
は
父
朝
次
郎
が
死
亡
し
た
た
め
だ
ろ
う
｡
前
の

｢由
緒
書

第
十
七
｣
と
後
掲
の

｢石
鉾
之
記
｣
に
よ
れ
ば
'
朝
次
郎
は
明
治
五
年
五
月
か
ら
同

九
年
七
月
の
間
に
死
亡
し
た
と
推
定
で
き
る
｡
｢柿
崎
巳
十
郎
｣
(前
掲

『
あ
お
も
り

文
化

一
〇
〇
年
の
軌
跡
』
)
に
は
､
明
治
八
年
に
朝
次
郎
死
亡
と
あ
る
が
'
出
典
は

不
明
で
あ
る
｡

な
お
'
西
洋
人
に
つ
い
て
は
'
佐
藤
前
掲
書
上
巻
､

一
〇
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
｡

(
12
)
｢明
治
九
年
二
月
八
日

石
炭
山
開
坑
記
｣
(青
森
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
所
蔵
)'

｢鉱
山
借
区

･
試
掘

･
廃
山

一
覧
｣
(青
森
県
史
編
さ
ん
近
現
代
部
会

『
青
森
県
史

資
料
編
近
代
1

近
代
成
立
期
の
青
森
県
』
青
森
県
'
二
〇
〇
二
年
)
四
八

一
～
四

八
二
ペ
ー
ジ
｡

前
者
は
､
衛
作
が
石
炭
を
試
掘
す
る
と
き
に
記
し
た
業
務
記
録
で
あ
る
｡

試
掘
地

は
石
浜
村
走
岬

(旧
蟹
田
町

(現
外
ケ
浜
町

)

)

｢

記
録
の
中
に
は
村
林
勘
六
の
ほ
か
'

衛
作
が
青
森
出
張
の
際
に
身
を
寄
せ
､
醸
金
名
簿
に
名
を
連
ね
た
柴
田
荘
三
郎
の
名

前
も
あ
る

(前
掲

｢公
園
草
創
｣)

｡

後
者
は
'
津
軽
郡

｢
石
浜
｣
村
の

｢走
岬
｣
に
営
業
人

｢柳
崎
衛
作
｣
が
試
掘
年

月

｢明
治
九
年
三
月
十
日
｣
か
ら
満
期
年
月

｢明
治
十
年
二
月
迄
｣
'
延
期
年
月

｢明
治
十
年
三
月
ヨ
リ
明
治
十

1
年
二
月

マ
テ
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
､
｢柳

崎
衛
作
｣
は

｢柿
崎
衛
作
｣
の
書
き
間
違
い
と
思
わ
れ
る
｡

(
13
)
｢明
治
十
年
第

一
月
日

石
炭
山
行
業
請
払
｣
(前
掲

｢
石
炭
山
開
坑
記
｣
)
に

｢七
月
十
四
日
函
館
行
入
費
調
｣
の
記
録
が
あ
る
｡

(
14
)
｢試
掘
再
三
願
｣
(前
掲

｢石
炭
山
開
坑
記
｣)
｡

(
15
)
前
掲

｢死
亡
後
所
分
之
証
｣
よ
り
∪

(
16
)
前
掲

｢公
園
草
創
｣
よ
り
｡

衛
作
が
記
し
た

｢
石
鉾
之
記
｣
(明
治
十
四
年
八
月
十
五
日
'
柿
崎
恒
美
氏
蔵
)

に
よ
れ
ば
'
明
治
九
年
七
月
の
明
治
天
皇
巡
幸
に
際
L
t
衛
作
は
柿
崎
家
の
家
宝
と

い
う
べ
き
石
鉾
の
天
覧
を
請
願
す
る
た
め

｢予
力
当
時
弘
前
に
住
み
し

1
向
に
此
目

的
を
果
さ
ん
｣
と
青
森
に
行
く
が
'
｢志
を
達
せ
す
｣
と
あ
る
｡

(
17
)
明
治
十
二
年
六
月
二
十
八
日
付
の

｢土
地
売
買
史
料
｣
(青
森
県
史
編
さ
ん
グ
ル

ー
プ
所
蔵
)
に
は
､
｢同

〔中
津
軽
郡
〕
郡
同

〔弘
前
〕
冨
田
町
拾
七
番
借
宅
住
質

請
人
柿
崎
巳
十
郎
代
理
同

〔弘
前
〕
品
川
町
七
十
四
番
地
別
居
柿
崎
衛
作
｣
と
あ
る
｡

こ
の
史
料
が
管
見
の
限
り

｢柿
崎
衛
作
｣
名
義
を
見
る
下
限
で
あ
る
｡

当
初
'
彼
は

柿
崎
姓
を
名
乗
り
'
弘
前
に
籍
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

(
18
)
太
政
官
布
告
第

一
六
号
は
次
の
通
り
で
あ
る

(
｢公
文
録

明
治
六
年

第
百
九

巻

明
治
六
年

一
月

大
蔵
省
伺

(二
)
｣
国
立
公
文
書
館
蔵
)
｡

第
十
六
号

府
県

へ

三
府
ヲ
始
人
民
稿
湊
ノ
地

テ
ン
テ
古
来
ノ
勝
区
名
人
ノ
旧
跡
等
是
迄
群
集
遊
観
ノ
場

所
最
枇
鮒
㌍
約
紺
…
川
醐
細
川
…
㍍
絹
細
粒

錆
締
結
従
前
高
外
除
地

二
属
セ
ル
分

ハ
永
ク
万
人

借
楽
ノ
地
ト
シ
公
園
卜
可
被
相
定

二
付
府
県

二
於
テ
右
地
所
ヲ
択
ヒ
其
景
況
巨
細
敬

調
図
相
添
大
蔵
省

へ
可
伺
出
事

明
治
六
年

一
月
十
五
日

太
政
官

(
19
)
明
治
九
年
八
月
の
公
園
に
対
す
る
正
式
な
名
称
は
不
明
だ
が
､
衛
作
は
こ
の
公
園

を

｢閑
暇
幽
静
ノ
快
楽
園
｣
と
性
格
づ
け
て
い
た
｡

他
方
､
明
治
十
四
年
十

一
月
に

認
可
を
う
け
る
の
が
青
森
公
園

(青
森
県
公
園
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
で
あ
り
'

そ
れ
が
現
在
の
合
浦
公
園
の
原
形
と
な
る
｡

(
20
)
衛
作
は

｢広
告
｣
や

｢個
願
書
｣
で
公
園
創
設
の
理
念
を
記
し
て
い
る
が
'
二
度



目
の
公
園
創
設
事
業
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
前
掲
の

｢公
園
草
創
｣
に
も
同
様
の
見

解
を
披
露
し
て
い
る
｡

(2
)
『
初
代
渡
辺
孝
平
伝
』
市
立
函
館
図
書
館
t

T
九
三
九
年
｡

(
22
)

二
〇
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
同
計
画
図

(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
は
本
稿
で
は
モ
ノ
ク
ロ

だ
が
'
現
物
は
掛
軸
装
で
あ
り
､
豊
か
な
色
彩
が
残

っ
て
い
る
u
｢水
原
氏
圃
固
計

画
図
｣
と
書
か
れ
て
い
る
が
'
衛
作
の
改
姓
後
に
明
記
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
な
お
､

同
図
の
下
が
北
側
で
'
図
の
右
側
に
堤
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

(23
)
前
掲

｢四
十
五

水
原
衛
作
｣
よ
り

｡

(2
)
花
壇
は
大
名
庭
園
に
も
存
在
し
て
お
り
'
公
園
に
花
壇
を
設
け
る
と
考
え
た
方
が

自
然
で
あ
ろ
う

(長
谷
部
由
紀

｢大
名
屋
敷
の
花
壇
｣
『
大
名
庭
園
-
儀
式

･
文
化

･
生
活
の
す
が
た
-
』
新
宿
区
教
育
委
員
会
､

一
九
九
三
年
｡

飛
田
範
夫
著

『
日
本

庭
園
の
植
栽
史
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
'
二
〇
〇
二
年
)｡

(
2
)
当
該
計
画
図
に
つ
い
て
'
井
下
清
氏
は
､

l
八
〇
O
年
代
の

｢西
欧
貴
族
別
荘
な

ど
の
形
式
か
ら
設
計
さ
れ
た
も
の
ら
し
｣
い
と
考
証
し
､
｢そ
れ
に
日
本
の
林
泉
趣

味
を
融
合
調
和
さ
せ
て
い
る
点
が
造
園
学
的
に
も
極
め
て
優
れ
た
構
想
だ
｣
と
述
べ

て
い
る

(『
陸
奥
新
報
』
昭
和
三
十
二

二

九
五
七
)
年
二
月
十

一
日
付

)

｡

(26
)
明
治
十
三
年
十
月

一
目
'
有
志
者
の
醸
金
で
購
入
し
た
土
地
を
､
民
有
地
の
ま
ま

地
租
を
免
除
し
て
公
園
と
す
る
長
野
県
の
伺
い
は
､
内
務
省
か
ら

｢聞
届
ケ
難
キ
｣

と
指
令
さ
れ
て
い
た
【し

民
有
地
を

｢上
地
ノ
上
官
有
地
第
三
種
｣
に
編
入
す
る
こ
と
､

つ
ま
り
公
園
と
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(内
務
省
地
理
局
編
輯

『
例
規
類
纂
』
明
治
十
七
年
七
月
､
国
立
公
文
書
館
蔵
)D
な
お
､
公
園
の
管
轄
は

当
初
大
蔵
省
だ

っ
た
が
'
内
務
省
に
移
管
と
な

っ
て
い
る
｡

(
2
)
佐
藤
前
掲
書
上
巻
､

一
〇
四
～
一
〇
五
ペ
ー
ジ
｡

(
2
)
山
田
県
令
は
地
方
長
官
会
議
の
た
め
東
京
出
張
中
､
明
治
十
五
年

1
月
六
日
客
死

す
る
｡

(
29
)
開
拓
使
函
館
支
庁
作
成

｢明
治
十
四
年
八
月
公
園
ノ
沿
革
｣
(
｢公
文
録

明
治
十

E
]年

第
二
百
五
十

l
巻

明
治
十
E
]年
巡
幸
雑
記
第
十
三
｣
国
立
公
文
書
館
蔵
)

｡

こ
こ
で
い
う
渡
辺
の
伝
記
と
は
前
掲

『
初
代
渡
辺
孝
平
伝
』
の
こ
と
で
あ
る
｡

函
館
は
明
治
十
五

(
一
八
八
二
)
年
二
月
ま
で
北
海
道
開
拓
使
時
代
の
た
め
'
太

政
官
布
告
第

二
ハ
号
の
及
ば
な
い
地
で
あ

っ
た
｡

そ
の
意
味
で
は
布
告
の
条
件
に
関

わ
ら
ず
に
公
園
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
｡

と
は
い
え
'
函
館
に
公
園
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
は
､
衛
作
の
心
情
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
｡

(30
)
『
青
森
新
聞
』
も

｢其
ノ
資
産
ア
リ
名
望
ア
ル
ノ
有
志
者

モ
夙
ト

ニ
此
挙
ノ
必
要

ナ
ル
ヲ
知
ル
ト
錐
と
も
'
彼
ノ
津
軽
名
産
ノ
因
循
姑
息

二
歳
月
ヲ
空
過
シ
孤
立
精
忌

ノ
弊
風

二
其
ノ
心
身
ヲ
惑
溺
セ
シ
メ
テ
'
敢
テ
進
テ
他
卜
結
ビ
同
心
勢
力
以
テ
大
利

ヲ
取
ル
ノ
気
象

二
乏
シ
キ
ハ
'
事
々
物
々
二
微
シ
テ
悉
然
ラ
ザ
ル
ハ
莫
シ
'
是

二
於

デ
乎
我
債
ヲ
し
て
園
地
ノ
設
立
モ
猶
遼
遠

ニ
ア
ル
ベ
シ
ト
ノ
感
想
ヲ
ナ
サ
シ
メ
タ
リ

キ
｣
と
記
し
て
い
る
｡
｢個
願
書
｣
の
表
現
と
類
似
し
て
お
り
興
味
深
い
｡

(
31
)
｢青
森
市
街
公
園
発
起
青
森
新
聞
論
説
之
記
｣
(柿
崎
恒
美
氏
蔵
)
｡

同
書
は
衛
作

が

『
青
森
新
聞
』
明
治
十
三
年
十
月
二
十
四
日
付
と
三
十

一
日
付
の
公
園
該
当
記
事

を
書
き
写
し
た
も
の
だ
が
､
新
聞
の
原
紙
は
存
在
し
て
い
な
い
｡

な
お
'
本
稿
で
引

用
す
る

『青
森
新
聞
』
の
記
事
は
同
書
に
よ
っ
て
い
る
｡

(
32
)
木
村
荘
助

(き
む
ら

そ
う
す
け
)
は
青
森
米
町

(現
青
森
市
本
町
)
の
商
人
で
'

公
園
創
設
事
業
に
お
け
る
最
大
の
有
志
者
で
あ
る
｡
史
料
上

｢庄
助
｣
と
記
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
｡

三
橋
三
吉

(み
つ
は
し

さ
ん
ご
)
は
青
森
大
町

(現
青
森
市
本
町
)
に
て
造
醤

油
店
を
営
む
な
ど
'
彼
も
有
志
者
と
し
て
衛
作
の
事
業
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
∪

(
33
)
前
掲

｢公
園
草
創
｣
よ
り
U

灯
籍
は
合
浦
公
園
内
に
存
在
す
る
｡

初
代
渡
辺
佐
助
は

｢衆
庶
遊
息
之
処
｣
(公

園
と
同
じ
趣
旨
だ
ろ
う
)
を
遺
そ
う
と
し
た
が
､
果
た
せ
な
い
ま
ま
文
久
三

(
一
八

六
三
)
年
五
月
二
十
三
日
に
亡
く
な

っ
た

(『
合
浦
の
碑
』
青
森
市
教
育
委
員
会
､

1
九
六
四
年
)
｡

衛
作
よ
り
前
に
公
園
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
を
遺
そ
う
と
し
た
人
物

29



が
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
｡
二
代
渡
辺
佐
助
は
青
森
米
町
の
豪
商
で
初
代
渡
辺
佐
助

の
養
子
｡

(34
)
木
村
円
吉

(き
む
ら

え
ん
き
ち
)
は
青
森
大
町
に
木
村
呉
服
店
を
ひ
ら
い
た
商

人
｡
前
掲
の
木
村
荘
助
は
妹
婿
｡

(35
)
｢青
森
市
合
浦
公
園
概
要
｣
(
｢土
木
雑

公
園
沿
革
｣
青
森
市
役
所
蔵
)｡

(36
)
｢借
楽
亭
開
亭
之
祝
辞
｣
(
｢土
木
雑

公
園
沿
革
｣
青
森
市
役
所
蔵
)｡

(
37
)
衛
作
は
明
治
十
七
年
八
月
六
日
夜
発
病
し
た
と
い
う

(
｢土
木
雑

公
園
沿
革
｣

青
森
市
役
所
蔵
)
∪

(な
か
ぞ
の
･
み
ほ

青
森
県
史
編
さ
ん
調
査
研
究
員
)




