
小
樽
商
科
大
学
附
属
図
書
館
・
市
立
小
樽
文
学
館
共
催 

ゆ
め
ぽ
ー
と
ラ
イ
ブ
第
20
弾 

【
早
川
三
代
治
展
】
記
念
講
演
会 

２
０
１
６
年
７
月
１
日
（
金
） 

 
早
川
三
代
治 

知
性
と
情
感
の
融
合 

講
師 

市
立
小
樽
文
学
館
主
幹
学
芸
員 

亀
井 

志
乃 

    

※
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る 

  

生
け
る
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
宝
文
館 

昭
和
19
年
８
月
刊
） 

  

標
茶
村
農
会
で
は
年
度
末
に
な
つ
て
管
内
の
更
正
畑
の
成
績
を
集
計
し
て
み
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
四
百
五
十
五
戸
四
百
八
十
一
反
の
更
正
畑
の
収
入
総
額
は
六
千
二
百
三
十
二
円
八
十
四

銭
で
、
反
当
収
入
八
十
二
円
九
十
五
銭
と
な
つ
た
。
十
四
種
に
わ
た
る
作
物
中
、
反
当
収
入
の

多
い
の
は
奨
励
作
物
で
あ
つ
て
、
大
豆
十
八
円
八
十
銭
、
玉
蜀
黍
十
八
円
、
大
麦
十
六
円
、
燕

麦
十
四
円
五
十
銭
、
馬
鈴
薯
十
三
円
九
十
銭
、
甜
菜
十
三
円
八
十
銭
、
最
低
の
紅
金
時
が
二
円

四
十
銭
で
あ
つ
た
。
総
収
入
額
六
千
二
百
三
十
二
円
八
十
四
銭
の
用
途
は
、
備
荒
貯
蓄
五
百
八

十
一
円
五
十
四
銭
、
備
荒
貯
蔵
八
百
五
十
三
円
五
十
二
銭
、
旧
債
償
還
千
四
百
七
十
八
円
、
家

畜
購
入
千
九
百
十
九
円
四
十
五
銭
、
家
具
購
入
二
百
十
一
円
四
十
銭
、
農
具
購
入
五
百
六
十
五

円
四
十
銭
、
婚
礼
仕
度
三
百
三
十
四
円
五
十
銭
、
住
宅
改
良
五
十
一
円
四
十
銭
、
自
家
消
費
千

三
十
円
六
十
三
銭
、
献
金
二
十
七
円
で
あ
つ
た
。 

 

こ
の
数
字
は
標
茶
村
農
会
か
ら
釧
路
国
支
庁
へ
報
告
さ
れ
た
。
村
役
場
や
支
庁
で
は
予
想
外

の
好
成
績
で
参
加
農
家
の
生
活
改
善
の
実
を
挙
げ
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
の
で
未
参
加
農
家
の

羨
望
の
的
と
な
つ
た
か
ら
、
今
年
は
殆
ん
ど
全
部
の
農
家
が
参
加
す
る
も
の
と
考
へ
て
有
頂
天

で
あ
つ
た
。 

（
昭
和
12
年
度
の
標
茶
町
管
内
更
正
畑
の
成
績
を
記
し
た
箇
所
） 

 

若
い
地
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
青
年
論
壇
社 

昭
和
22
年
７
月
刊
） 

  

彼
は
机
の
上
に
、「
水
田
畑
小
作
元
帳
、
」「
金
銭
貸
借
帳
、
」「
雑
記
帳
」
を
取
り
ひ
ろ
げ
た
外

に
、
ポ
ン
神
恵
農
場
に
関
す
る
書
類
の
一
束
も
見
つ
け
出
し
て
来
た
。
信
吉
は
そ
の
晩
か
ら
数

日
が
か
り
で
抜
き
書
を
し
な
が
ら
ポ
ン
神
恵
農
場
の
覚
え
書
き
を
作
り
上
げ
た
。 

 

そ
れ
が
出
来
上
が
る
と
彼
は
思
は
ず
深
く
嘆
息
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
ほ
ど
、
そ
の
覚

え
書
き
は
人
の
力
に
よ
つ
て
耕
作
さ
れ
る
土
地
の
持
つ
べ
き
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
歴
史
の
交
錯
で

あ
つ
た
。
然
も
、
簡
単
な
項
目
と
数
字
と
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
幾
枚
か
の
紙
面
の
上
に
そ
の
歴

史
が
苦
悶
の
声
を
挙
げ
て
叫
ん
で
ゐ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
（
中
略
） 

「
こ
の
土
地
を
な
ん
と
か
し
て
救
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
や
う
に
無
関
心
で
ゐ

る
こ
と
は
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
」
信
吉
は
さ
う
強
く
感
じ
な
が
ら
彷
沸
と
心
に
浮
ん
で
来
る
此
の

土
地
の
全
貌
と
歴
史
を
熱
し
た
頭
で
繰
り
か
へ
し
吟
味
し
や
う
と
努
め
た
。 

    

パ
レ
ー
ト
法
則
の
研
究 

 
 
 

 

（
『
早
稲
田
大
学
新
聞
』
昭
和
35
年
５
月
25
日
） 

 

西
欧
で
学
ん
で
い
る
間
に
も
私
の
胸
中
を
占
め
て
い
た
の
は
「
経
済
学
法
則
」
に
関
す
る
研

究
で
あ
っ
た
。
経
済
学
を
法
則
科
学
と
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
一
方
で
は
一
般
に
経
済
学
法
則
の

認
識
論
的
方
法
論
が
要
請
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
現
在
、
経
済
学
法
則
と
呼
ば
れ
て
い
る

諸
法
則
の
内
容
的
吟
味
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
た
。
そ
う
い
う
理
由
か
ら
私
は
色
々
の
経

済
学
法
則
の
研
究
へ
の
関
心
を
深
め
て
行
っ
た
が
、
就
中

な
か
ん
づ
く

、
私
の
興
味
を
ひ
い
た
も
の
の
一
つ

に
、
所
得
配
分
の
パ
レ
ー
ト
法
則
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
主
題
に
着
手
す
る
に
つ
い
て
、
先
づ

最
初
に
文
献
上
の
研
究
、
次
い
で
方
法
論
上
の
考
察
そ
う
し
て
我
邦
の
資
料
に
つ
い
て
の
実
証

的
分
析
と
い
う
段
階
を
辿
っ
て
来
た
。
こ
う
い
う
問
題
へ
の
接
近
の
仕
方
は
、
今
か
ら
ふ
り
か

え
っ
て
み
る
と
、
青
年
時
代
に
札
幌
で
親
し
ん
だ
自
然
科
学
的
見
方
が
い
つ
の
間
に
か
私
の
身

に
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

  



シ
ユ
ム
ペ
ー
タ
ー
先
生
の
追
憶
（『
緑
丘
新
聞
』
第
217
号 

昭
和
25
年
２
月
10
日
） 

 
一
九
二
四
年
の
初
夏
に
ロ
ー
マ
半
歳
の
滞
留
を
き
り
上
げ
て
、
ウ
イ
ン
に
来
て
間
も
な
く
、

私
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
が
ウ
イ
ン
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
知
つ
て
、
面
会
を
乞
う
手
紙
を
さ

し
出
し
た
。 

数
日
た
つ
て
、
返
事
が
あ
つ
て
、
面
会
日
と
場
所
を
指
定
さ
れ
た
。
そ
こ
は
私
の
宿
か
ら
近

い
ビ
ー
デ
ル
マ
ン
銀
行
で
あ
つ
た
。 

私
は
何
ん
で
も
、
十
四
、
五
位
も
質
問
の
材
料
を
と
り
ま
と
め
て
銀
行
へ
訪
ね
て
い
つ
た
。

階
上
の
広
い
部
屋
に
通
さ
れ
る
と
、
そ
こ
は
銀
行
頭
取
の
事
務
室
で
は
な
く
、
学
者
の
書
斎
そ

の
も
の
で
あ
つ
た
。
中
央
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
、
経
済
学
書
や
専
門
雑
誌
が
山
積
し
て
い
た
。

一
番
上
に
は
英
国
の
エ
コ
ノ
ミ
ツ
ク
、
ジ
ヤ
ー
ナ
ル
が
数
冊
置
か
れ
て
あ
つ
た
の
は
印
象
的
で

あ
つ
た
。 

私
が
自
己
紹
介
と
し
て
、
三
学
期
間
ボ
ン
で
デ
イ
ツ
エ
ル
、
シ
ユ
ピ
ー
ト
ホ
フ
、
マ
ン
ス
テ

ツ
ド
三
教
授
の
講
義
を
聴
い
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
と

シ
ュ
ペ

（

マ

マ

）

ー
タ
ー
先
生
の
態
度

は
初
対
面
の
か
た
ぐ
る
し
さ
は
微
塵
も
な
く
長
年
の
知
己
の
よ
う
に
打
ち
と
け
て
、
今
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
は
理
論
経
済
学
を
志
す
学
生
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
嘆
息
し
、
私
の
幼
稚
な
質
問

に
懇
切
を
極
め
た
解
答
を
与
へ
て
く
れ
た
。 

そ
れ
は
快
刀
乱
麻
を
絶
つ
よ
う
な
明
確
さ
で
あ
る
と
同
時
に
後
進
学
生
に
対
す
る
温
情
親
切

の
こ
も
つ
た
説
明
ぶ
り
で
あ
つ
た
。 

    

喪
の
休
戦
記
念
日
（『
教
育
建
設
』
北
海
道
教
育
文
化
協
会 

昭
和
22
年
９
月
25
日
） 

  

私
の
宿
の
人
た
ち
は
、
女
中
の
マ
リ
ア
を
の
ぞ
い
て
、
み
な
一
日
中
、
家
に
ひ
き
こ
も
つ
て

い
た
。
し
か
も
、
み
な
、
無
愛
想
で
は
な
い
が
、
ひ
ど
く
無
口
で
あ
つ
た
。
マ
リ
ア
は
一
日
の

休
み
を
も
ら
つ
て
、
田
舎
で
農
家
を
し
て
い
る
自
家
へ
行
つ
た
。
中
風
症
で
半
身
不
自
由
の
老

主
人
ゲ
ハ
イ
ム
ラ
ー
ト
・
ベ
ル
グ
マ
ン
は
昼
食
後
か
ら
、
応
接
間
兼
食
堂
で
安
楽
椅
子
に
う
ず

も
れ
て
、
ビ
ュ
ウ
ロ
ウ
公
の
回
想
録
を
読
み
な
が
ら
、
時
々
、
居
眠
り
を
し
て
い
た
。
半
ば
白

髪
に
な
つ
た
主
婦
の
ベ
ル
グ
マ
ン
夫
人
は
、
女
中
の
い
な
い
台
所
に
立
ち
は
た
ら
き
、
老
母
の

手
助
け
を
し
て
い
る
娘
の
エ
リ
ザ
は
、
も
う
三
十
二
歳
の
老
嬢
で
あ
る
が
、
長
い
戦
争
中
の
栄

養
不
足
の
た
め
に
す
つ
か
り
健
康
を
そ
こ
ね
て
し
ま
い
、
同
時
に
青
春
を
も
失
つ
て
、
蒼
い
皮

と
骨
ば
か
り
に
な
り
、
編
み
物
と
靴
下
の
つ
く
ろ
い
に
時
を
費
し
て
ゐ
た
。
市
役
所
に
勤
め
て

い
る
息
子
の
オ
ッ
ト
ー
は
、
戦
争
で
負
傷
し
た
右
手
の
人
さ
し
指
が
内
側
へ
く
の
字
な
り
に
固

く
曲
つ
て
し
ま
つ
た
手
で
、
そ
れ
で
も
結
構
小
器
用
に
ピ
ア
ノ
を
ひ
く
の
で
あ
る
が
、
き
よ
う

は
国
民
の
喪
の
日
だ
と
言
つ
て
、
ピ
ア
ノ
の
蓋
を
開
け
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
。 
    

ラ
イ
ン
の
人
々 

一
、
雪
鐘
草 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
『
新
樹
』
大
正
15
年
１
月
） 

  

宿
の
娘
さ
ん
と
下
宿
人
の
文
学
士
と
私
と
の
部
屋
が
相
隣
り
合
つ
て
そ
の
家
の
三
階
に
あ
つ

た
。
夜
中
に
一
二
度
階
段
を
上
る
足
音
と
娘
さ
ん
の
部
屋
に
出
入
り
す
る
物
音
と
が
眠
り
の
深

か
つ
た
私
の
耳
に
微
か
に
残
つ
て
ゐ
た
。
翌
朝
遅
い
朝
の
茶
を
階
下
の
サ
ロ
ン
で
独
り
で
喫
し

て
ゐ
る
と
、
女
中
が
お
ど

く
し
て
這
入
つ
て
来
た
。 

「
御
嬢
さ
ん
が
、
も
う
い
け
な
い
ん
で
す
」 

「
と
云
ふ
の
は
？
」 

「
神
様
の

許も

と

へ
」 

 

私
の
顔
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
て
ゐ
た
女
中
は
、
目
を
伏
せ
て
睫
毛
を
し
ば
た
き
、
声
を
お
と
し

た
。
私
は
口
に
ふ
く
ん
で
ゐ
た

微
温

な

ま

ぬ

る
い
茶
を
ご
く
り
と
咽
喉
に
や
つ
と
通
し
た
。 

「
私
に
は
一
寸
も
様
子
が
解
ら
な
い
よ
、
マ
リ
ア
。
云
つ
て
御
覧
、
一
体
、
ど
う
し
た
事
な
の

か
」 

「
妾

わ
た
し

に
も
解
り
ま
せ
ん
！ 

夜
中
に
奥
様
が

妾
わ
た
し

を
呼
び
起
さ
れ
た
時
に
は
、
も
う
御
嬢
さ
ん

は
苦
る
し
い
呼
吸
を
し
て
ゐ
ら
れ
ま
し
た
。」 

「
二
三
日
前
に
風
邪
を
引
い
た
が
も
う
よ
く
な
つ
た
と
云
つ
て
昨
日
の
朝
に
は
起
き
て
来
ら
れ

た
つ
け
ね
。」 

「
そ
う
で
す
の
。
そ
れ
か
ら
午
後
に
は
庭
に
出
て
、
雪
鐘
草
を
摘
ん
で
ゐ
ら
れ
ま
し
た
。」 

「
そ
う
そ
、
あ
の
雪
鐘
草
だ
つ
た
つ
け
。」 



 
静
か
な
街
に
沿
ふ
た
窓
辺
に
近
く
小
机
が
据
え
ら
れ
、、
華
細
な
卓
布
の
赤
い
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ア

ル
の
小
瓶
に
は
純
白
な
雪
鐘
草
が
微
笑
し
て
ゐ
る
。 

（
中
略
） 

 

伝
言
（
※
伯
母
と
い
う
人
に
危
篤
の
報
を
伝
え
た
）
を
終
つ
て
伯
母
よ
り
も
一
と
足
先
き
に
戻
つ

て
玄
関
へ
這
入
る
と
、
恐
ろ
し
く
緊
張
し
た
顔
の
マ
リ
ア
が
其
処
に
棒
立
ち
に
突
き
立
つ
て
ゐ

た
。 

「
ど
う
？
」 

「
死
な
れ
ま
し
た
。」 

 

痛
々
し
く
マ
リ
ア
が
泣
き
出
し
た
。
私
は
静
か
に
階
段
の
上
の
方
を
仰
い
だ
。 

 

も
う
暗
か
つ
た
。
そ
つ
と
庭
に
出
て
見
る
と
、
暗
い
私
の
部
屋
の
窓
の
隣
り
に
、
燭
灯
に
照

さ
れ
て
明
る
い
、
娘
さ
ん
の
死
の
部
屋
が
あ
つ
た
。
二
つ
三
つ
、
淡
い
影
が
其
処
に
動
い
て
ゐ

た
。
足
も
と
の
、
冬
か
ら
春
へ
と
や
つ
と
甦
り
か
け
た
地
面
に
、
雪
鐘
草
の
花
が
咲
い
て
ゐ
た
。

微
か
に
、
い
ぢ
ら
し
く
、
淋
し
く
咲
い
て
ゐ
た
。 

    

流
れ
ゆ
く
心
臓
（
中
） 

 
 

 
 

 
 

（
『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
大
正
14
年
３
月
４
日
） 

 

私
は
故
国
か
ら
持
つ
て
来
た
、
私
の
心
を
、
ど
れ
丈
始
末
し
得
た
で
せ
う
。
何
も
持
つ
て
来

ず
に
、
而
し
て
、
何
も
得
な
い
で
終
つ
た
様
に
思
は
れ
ま
す
。
心
の
内
に
、
何
か
握
つ
て
来
い

と
、
さ
る
先
輩
は
私
に

餞
は
な
む
け

け
て
く
れ
ま
し
た
が
、
心
の
内
に
何
が
、
し
つ
か
り
と
握
ら
れ
た

で
せ
う
。 

（
中
略
） 

羅
馬
で
は
Ｏ
博
士
か
ら
こ
ん
な
物
語
り
を
き
ゝ
ま
し
た
。
英
国
の
或
詩
人
が
海
で
死
ん
だ
時

に
、
彼
の
心
臓
だ
け
が
波
に
も
ま
れ
て
海
岸
に
打
上
げ
ら
れ
た
と
云
ふ
事
で
す
。
そ
れ
は
、
バ

イ
ロ
ン
に
関
る
物
語
り
で
し
た
ろ
う
か
。 

そ
ん
な
不
思
議
な
物
語
り
が
あ
る
も
の
で
せ
う
か
。
仮
に
、
あ
つ
た
と
致
し
ま
せ
う
。
私
が

も
し
、
そ
ん
な
不
思
議
に
合
ふ
と
す
れ
ば
、
私
の
心
の
臓
は
一
體
、
何
処
へ
流
れ
つ
く
で
せ
う
。 

 

生
け
る
地
（
既
出
） 

 

秋
田
さ
ん
が
日
頃
接
し
て
ゐ
る
農
民
た
ち
は
、
い
く
ら
、
慾
目
に
見
て
も
、
屯
田
兵
魂
な
ぞ

の
持
ち
主
で
は
な
か
つ
た
。
秋
田
さ
ん
に
言
は
せ
れ
ば
、
開
拓
の
初
期
に
北
海
道
の
土
地
を
開

墾
し
た
大
部
分
の
人
た
ち
と
て
も
、
彼
等
の
生
活
の
た
め
に
、
貧
困
か
ら
抜
け
出
た
い
ば
つ
か

り
に
、
露
骨
に
言
へ
ば
、
自
分
の
口
が
可
愛
い
ば
か
り
に
、
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
の
で
あ
つ

て
、
何
に
も
観
念
的
に
最
初
か
ら
屯
田
兵
魂
を
持
つ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
へ
て
い
た
。 

（
中
略
） 

秋
田
さ
ん
は
、
む
し
ろ
反
語
的
に
、
塩
田
、
山
部
、
津
田
な
ど
の
老
爺
た
ち
の
、
黙
々
と
し

て
土
を
耕
し
、
凶
作
に
喘
ぎ
な
が
ら
、
な
ほ
も
、
じ
つ
く
り
と
土
地
に
か
じ
り
つ
い
て
ゐ
る
、

普
通
の
、
百
姓
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
が
、
い
じ
ら
し
く
可
愛
く
思
は
れ
た
。
お
前
さ
ん
た

ち
は
屯
田
兵
魂
を
も
つ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
き
か
せ
た
ら
、
こ
の
老
爺
た
ち
は
、
び
つ
く
り
し
、

歯
ぐ
そ
だ
ら
け
の
口
を
開
け
て
、
困
つ
た
笑
ひ
を
も
ら
す
で
あ
ら
う
。「
お
ら
は
、
生
き
て
た
い

か
ら
土
を
耕
し
て
作
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
よ
。」 

 

と
老
爺
た
ち
は
そ
つ
け
な
く
言
つ
て
の
け
る
だ
ら
う
と
秋
田
さ
ん
は
考
へ
て
ゐ
た
。 

  

（
中
略
） 

  

そ
れ
か
ら
（
小
西
）
先
生
は
話
を
か
へ
て
言
つ
た
。 

 

「
こ
の
頃
、
僕
は
虹
別
の
歴
史
を
書
い
て
ゐ
る
ん
だ
よ
。
役
所
の
記
録
や
偉
い
英
雄
の
伝
記

な
ん
か
で
は
な
く
て
、
虹
別
そ
の
も
の
の
歴
史
を
書
か
う
と
思
つ
て
ね
。
簡
単
に
考
へ
れ
ば
、

虹
別
の
歴
史
は
昭
和
四
年
の
春
の
移
民
入
地
か
ら
始
ま
る
と
も
言
へ
る
が
、
併
し
、
ほ
ん
と
う

は
、
悠
久
と
言
つ
て
も
い
い
前
史
が
あ
る
ん
だ
。
僕
は
こ
の
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
の
は
、
帰
還

し
た
後
で
北
方
農
業
と
い
ふ
雑
誌
を
読
ん
で
虹
別
原
野
の
こ
と
、
殊
に
原
野
の
土
質
の
こ
と
を

知
つ
て
か
ら
だ
よ
。
新
し
い
原
野
の
土
地
に
歴
史
が
な
い
と
思
ふ
の
は
大
変
な
間
違
ひ
で
、
恐

ろ
し
い
ほ
ど
長
い
過
去
の
歴
史
が
あ
る
の
だ
よ
。
僕
は
先
づ
そ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
の
だ
よ
。
こ

れ
が
出
来
上
つ
た
ら
郷
土
読
本
と
し
て
君
た
ち
（
※
若
い
帰
還
兵
）
に
も
読
ん
で
も
ら
は
う
と

思
つ
て
ゐ
る
よ
。」 

 

と
小
西
先
生
が
言
つ
た
。 

 



養
ひ
の
土
地 

―
小
樽
― 

 

（
『
週
刊
朝
日
』
北
海
道
版 

昭
和
21
年
10
月
13
日
） 

   

海
路
か
ら
小
樽
に
は
ひ
つ
て
く
る
海
員
た
ち
の
荒
々
し
い
言
葉
の
中
に
聞
え
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
彼
等
は
小
樽
を
「
穴
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
意
味
や
隠
語
を
含
ん

で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
小
樽
の
持
つ
自
然
の
地
勢
は
、
海
上
か
ら
の
眺
望
者
に
か
う
い
ふ
感

じ
を
与
へ
る
の
で
あ
ら
う
。
正
面
の
天
狗
山
を
中
心
に
、
左
方
、
南
東
に
連
な
つ
て
ゐ
る
毛
無

山
、
朝
里
山
、
熊
碓
岬
、
右
方
、
西
北
に
伸
び
て
ゐ
る
松
山
、
石
山
、
赤
岩
、
高
島
岬
に
よ
つ

て
屏
風
の
や
う
に
東
南
か
ら
北
へ
と
取
り
ま
か
れ
、
僅
か
に
北
東
の
一
部
が
石
狩
湾
に
臨
ん
で

口
を
開
い
て
ゐ
る
地
勢
は
、
海
か
ら
く
る
も
の
に
全
く
「
穴
」
の
や
う
な
印
象
を
与
へ
る
。
私

も
一
度
そ
の
印
象
を
確
か
め
た
こ
と
が
あ
る
。 

  

（
中
略
） 

 

そ
こ
に
は
札
幌
の
開
設
の
や
う
な
計
画
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
港
湾
と
鉄
道
と
の
二
つ
の
交

通
に
よ
つ
て
、
富
の
自
由
な
通
路
と
し
て
、
人
間
の
商
業
的
才
能
を
奔
放
な
ま
で
に
発
展
さ
せ

る
舞
台
と
な
つ
た
の
が
こ
の
土
地
で
あ
る
。 

 
 

（
中
略
） 

  

小
樽
の
街
は
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
造
り
営
ま
れ
て
ゐ
る
。
地
勢
の
複
雑
さ
に
加
へ
て
、
こ
こ

に
住
み
生
き
る
人
々
も
ま
た
、
雑
多
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
た
郷
里
か
ら
生
活
を
こ
こ
に

移
植
し
た
人
々
の
子
孫
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
街
の
こ
と
と
て
、
こ
こ
に
根
を
す
つ
か
り
お

ろ
し
た
家
で
も
、
遠
く
に
遡
つ
て
や
う
や
く
三
代
目
く
ら
ゐ
の
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
街
と

し
て
は
す
で
に
一
つ
の
色
や
味
と
い
ふ
も
の
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。 

  

（
中
略
） 

 

小
樽
に
一
時
の
僑
寓
を
持
つ
勤
人
た
ち
が
、
表
面
の
が
さ
つ
な
感
じ
に
似
ず
、
内
面
の
人
な

つ
つ
こ
さ
を
こ
こ
の
土
地
の
人
々
に
見
出
す
と
い
ふ
こ
と
、
案
外
棲
み
よ
い
土
地
だ
と
い
ふ
こ

と
も
、
あ
な
が
ち
通
り
一
ぺ
ん
の
空
お
世
辞
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
「
穴
」
の

や
う
な
海
港
都
市
の
持
つ
味
、
そ
こ
ま
で
こ
の
土
地
に
住
む
人
人
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
て
き

た
生
活
の
稔
り
で
あ
ら
う
。 

 

小
樽
は
私
に
と
つ
て
生
ま
れ
た
土
地
で
あ
り
、
死
ぬ
土
地
で
あ
ら
う
。
生
地
で
あ
り
、
墓
地

で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
私
の
故
郷
な
の
で
あ
る
。
私
の
日
頃
の
散
歩
の
一
歩
一
歩
は
、
私

に
こ
の
土
地
の
精
魂
を
暗
示
し
、
或
は
啓
示
し
て
く
れ
る
。
小
樽
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
私
の

養
ひ
の
土
地
で
あ
る
。 
  


