
　

一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
の
四
月
一
日

に
開
業
し
て
か
ら
、
も
う
七
十
年
以
上
の
歴

史
に
な
り
ま
す
。
い
ま
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に

な
っ
て
い
る
、
当
時
の
旧
奏
楽
堂
の
真
下
に

最
初
の
店
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
風

紀
上
、
男
女
の
入
り
口
が
分
か
れ
て
い
て
、

各
三
十
席
ほ
ど
の
小
さ
な
食
堂
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
う
ち
の
前
に
「
金
亀
食
堂
」
と
い
う

和
食
を
出
す
店
が
入
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

当
時
の
校
長
さ
ん
が
「
音
楽
学
校
の
先
生
に

は
外
国
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
留
学
経

験
を
し
て
き
た
先
生
も
多
い
の
で
、
ぜ
ひ
洋

食
を
供
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
丸
ビ
ル

の
一
階
に
あ
っ
た
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
」
に
白
羽

の
矢
が
立
っ
た
の
で
す
。

　

戦
後
は
学
生
さ
ん
が
一
挙
に
増
え
た
の
で
、

増
築
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
ま
し
た
。
一
九

五
五
（
昭
和
三
十
）
年
こ
ろ
に
は
、
裏
門
を

入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
女
子
寮
の
隣
り
に

移
転
。
一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
）
年
か
ら

ず
っ
と
、
い
ま
の
大
学
会
館
で
の
営
業
を
続

け
て
い
ま
す
。
使
っ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
も
椅

子
も
当
時
の
ま
ま
。
料
理
の
価
格
も
十
円
あ

が
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
よ
。

「
キ
ャ
ッ
ス
ル
」
は
、
も
と
も
と
伝
統
的
な

ア
メ
リ
カ
ン
料
理
を
提
供
す
る
老
舗
レ
ス
ト

ラ
ン
で
、
藝
大
の
こ
の
店
も
ソ
ー
ス
は
す
べ

て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
。〈
ハ
ン
バ
ー
グ
〉〈
カ

ツ
レ
ツ
〉〈
オ
ム
レ
ツ
〉
も
実
は
「
キ
ャ
ッ

ス
ル
」
発
祥
の
言
葉
な
ん
で
す
よ
。

　

メ
ニ
ュ
ー
は
季
節
に
よ
っ
て
変
え
て
い
ま

す
し
、
試
験
の
時
期
に
は
消
化
の
よ
い
も
の

を
出
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
お
米
は
サ
サ

ニ
シ
キ
を
使
っ
て
い
ま
す
し
、
付
け
合
わ
せ

の
キ
ャ
ベ
ツ
も
量
が
多
く
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ

と
し
た
食
感
が
好
評
で
す
。

　

い
ち
ば
ん
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
は
や
は
り
、

午
前
十
一
時
か
ら
お
出
し
し
て
い
る
「
盛
り

合
わ
せ
」
で
す
ね
。
曜
日
に
よ
っ
て
内
容
が

変
わ
り
、
麻
婆
豆
腐
や
芙
蓉
蟹
と
い
っ
た
中

華
が
つ
く
日
も
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
ス
パ

ゲ
ッ
テ
ィ
と
チ
キ
ン
カ
ツ
を
盛
り
合
わ
せ
た

金
曜
日
は
、
お
昼
を
す
ぎ
る
と
品
切
れ
に
な

る
日
も
あ
る
ほ
ど
人
気
が
高
い
で
す
よ
。

（
ふ
く
も
と
・
ゆ
た
か
／
キ
ャ
ッ
ス
ル
食
堂

店
主
）
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う
ち
の
食
堂
の
い
ち
ば
ん
の
お
薦
め
メ
ニ

ュ
ー
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
バ
タ
丼
」
で

す
ね
。「
豆
腐
の
バ
タ
ー
焼
き
」
が
正
し
い

名
前
で
、
い
ま
は
丼
で
供
し
て
い
ま
す
が
、

も
と
も
と
は
ご
飯
を
別
に
盛
っ
た
定
食
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
昭
和
五
十
年
こ
ろ
に
、
当
時

「
藝
祭
」
の
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
た
松

本
君
と
い
う
学
生
が
、
ご
飯
に
ぶ
っ
か
け
て

食
べ
て
み
た
ら
た
い
へ
ん
美
味
し
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
店
の
ほ
う
で
も
丼
で
出
す
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
っ
と
古
い

卒
業
生
の
方
か
ら
「
豆
腐
の
バ
タ
ー
焼
き
」

を
頼
ま
れ
た
と
き
に
は
、
い
ま
で
も
ご
飯
を

別
に
し
て
お
出
し
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

食
堂
は
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
、

先
代
の
大
浦
英
一
が
生
徒
集
会
所
の
建
物
を

利
用
し
て
営
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
当
時
は

周
囲
に
梅
の
林
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
梅
林

食
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
戦
争

の
混
乱
で
梅
林
食
堂
は
閉
店
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
戦
後
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
別
の
人
が

同
じ
名
前
で
食
堂
を
始
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
先
代
は
大
黒
天
（
護
国
院
）
の
側
に

新
た
に
食
堂
を
開
き
、
姓
を
と
っ
て
「
大
浦

食
堂
」
と
名
付
け
た
ん
で
す
。
一
時
期
は
梅

林
食
堂
の
建
物
で
、
二
つ
の
食
堂
が
と
も
に

営
業
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
九
六

二
（
昭
和
三
十
七
）
年
に
、
も
う
一
人
の
経

営
者
が
ボ
ヤ
を
出
し
こ
と
が
原
因
で
退
去
し

て
、
そ
れ
か
ら
大
学
美
術
館
の
建
設
で
取
り

壊
し
に
な
る
ま
で
旧
「
大
浦
食
堂
」
は
多
く

の
藝
大
生
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

大
学
美
術
館
が
完
成
し
て
か
ら
は
、
外
か

ら
お
見
え
の
お
客
さ
ん
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
ま

し
た
が
、
学
生
の
栄
養
バ
ラ
ン
ス
と
財
布
の

中
身
を
考
え
た
営
業
ポ
リ
シ
ー
は
全
く
変
わ

り
ま
せ
ん
。
定
食
に
つ
く
日
替
わ
り
の
お
惣

菜
も
何
週
間
も
前
か
ら
組
み
合
わ
せ
を
考
え

た
品
々
で
す
し
、
十
種
類
の
手
づ
く
り
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
も
パ
ン
が
柔
ら
か
い
と
評
判
な
の

で
、
食
べ
た
こ
と
の
な
い
方
は
ぜ
ひ
い
ち
ど

試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
き
た
ざ
わ
・
え
つ
お
／
大
浦
食
堂
店
主
）
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