
「
九
段
坂
下
の
『
昭
和
館
』
に
つ
い
て
」 

 

佐
々
木 

典
夫 

岩
堀
会
長
か
ら
、
後
掲
の
拙
文
「
戦
没
者
遺
児
記
念
館
（
仮
称
）、
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）、
昭
和
館
」（
以

下
「
本
文
」）
に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
川
越
初
雁
会
の
Ｈ
Ｐ 

に
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
館
を
で
き
る

だ
け
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
訪
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
役
立
つ
な
ら
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
七
月
下
旬
、
久
し
ぶ
り
に

羽
毛
田
信
吾
館
長
を
訪
ね
、
改
め
て
見
学
し
て
き
ま
し
た
。 

前
半
で
昭
和
館
の
紹
介
を
し
、
後
半
で
本
文
の
若
干
の
追

補
を
し
ま
す
。 

 

《
昭
和
館
》
に
つ
い
て 

  

昭
和
館
は
、
千
代
田
区
の
九
段
坂
下
に
あ
り
、
九
段
会
館
に
隣
接
し
、
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
や
全
国
戦
没
者
追
悼
式

の
行
わ
れ
る
日
本
武
道
館
も
近
く
に
あ
る
７
階
建
て
の
特
徴
の
あ
る
建
物
で
す
。 

事
業
は
、
①
戦
中
戦
後
の
国
民
生
活
の
姿
を
伝
え
る
①
資
料
の
展
示
、
収
集
、
保
存 

②
基
本
的
図
書
、
映
像
、
音
響

資
料
の
収
集
、
閲
覧
提
供 

③
関
連
情
報
提
供
で
す
。 

常
設
展
示
室
（
７
・
６
階
）
で
は
昭
和
１
０
年
頃
か
ら
昭
和
３

０
年
頃
ま
で
の
国
民
生
活
を
伝
え
る
実
物
資
料
等
を
展
示
。
映
像
・
音
響
室
（
５
階
）
で
は
当
時
の
写
真
、
映
像
、
レ
コ

ー
ド
な
ど
の
音
響
資
料
を
Ｐ
Ｃ
で
視
聴
で
き
、
図
書
室
（
４
階
）
で
は
文
献
資
料
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
お
り
検
索

閲
覧
が
で
き
ま
す
。
１
階
に
は
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
を
上
映
す
る
「
昭
和
館
懐
か
し
の
ニ
ュ
ー
ス
シ
ア
タ
ー
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
企
画
展
も
開
催
さ
れ
ま
す
。 

１
階
入
口
に
開
館
時
平
成
１
１
年
３
月
の
橋
本
龍
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
「
昭
和
館
の
沿
革
」
と
題
す
る
次
の
銘
板

（
一
部
省
略
）
が
あ
り
ま
す
。「
先
の
大
戦
か
ら
既
に
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
戦
後
に
生
ま
れ
た
世
代
が
国
民
の
過
半
数

を
占
め
、
今
日
の
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
の
遺
児
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
が
経
験
し
た
戦
中
戦
後
の
国
民
生
活
上
の

労
苦
が
忘
れ
去
ら
れ
、
風
化
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
施
設
は
、
私
が
厚
生
大
臣
在
任
中
に
戦
没
者
の
遺
児
の
慰

藉
の
た
め
戦
没
者
遺
児
記
念
館
（
仮
称
）
を
設
け
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
こ
う
し
た
労

苦
を
後
世
代
の
伝
承
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
遺
族
に
対
す
る
援
護
施
策
の
一
環
と
し
て-

-
-

検
討
が
進
め
ら
れ
、-

--

こ
の

た
び
開
館
の
運
び
と
な
っ
た
。
昭
和
館
と
い
う
名
称
は
、
昭
和
の
時
代
の
象
徴
が
先
の
大
戦
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
苦

労
さ
れ
た
方
々
の
労
苦
を
後
世
代
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。--

-

」 近
況
に
つ
い
て
は
、
羽
毛
田
館
長
の
開
館
二
十
年
を
迎
え
て
の
ご
挨
拶
か
ら
一
部
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。
「
来
館
者

は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
戦
後
７
０
年
に
当
た
る
平
成
２
７
年
度
に
は
５
２
万
人
を
超
え
、
そ
の
後
も
順
調
に
推
移

し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
小
・
中
学
校
の
来
館
が
年
を
逐
う
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
世
代
へ
の
戦
争
体
験
伝
承
へ

の
重
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
喜
ば
し
い
。
し
か
し
ま
だ
昭
和
館
を
知
る
人
は
決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
昭
和
館
を
、

単
に
懐
か
し
い
だ
け
の
思
い
出
に
浸
る
だ
け
の
館
に
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
平
和
の
尊
さ
が
し
っ
か
り
認
識
さ
れ
る

よ
う
、
時
の
経
過
と
と
も
に
薄
れ
ゆ
く
戦
争
に
つ
い
て
の
庶
民
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
伝
え
て
い
く
』
こ
の
変

わ
ら
ざ
る
課
題
の
よ
り
良
き
実
現
に
向
け
て
職
員
一
同
不
断
の
努
力
を
重
ね
て
い
く
所
存
」 

開
館
し
て
２
２
年
の
昭
和
館
は
、
関
係
者
の
地
道
な
運
営
努
力
で
充
実
し
て
き
て
い
ま
す
。
関
心
の
向
き
に
応
じ
て

種
々
の
使
い
方
が
あ
り
ま
す
の
で
、
先
ず
は
一
度
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。 

な
お
、
戦
中
戦
後
の
労
苦
の
承
継
と
い
う
面
で
は
、
昭
和
館
の
す
ぐ
近
く
に
戦
傷
病
者
等
の
労
苦
を
語
り
継
ぐ
「
し
ょ

う
け
い
館
（
戦
傷
病
者
資
料
館
）」
が
、
ま
た
西
新
宿
に
シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
等
の
労
苦
を
語
り
継
ぐ
「
平
和
祈
念
展



示
資
料
館
」（
総
務
省
委
託
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
靖
国
神
社
に
は
、
戦
没
者
の
遺
品
や
ゼ
ロ
戦
な
ど
を
展
示
す

る
「
遊
就
館
」
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

《
戦
没
者
遺
児
記
念
館
（
仮
称
）、
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）、
昭
和
館
》
に
つ
い
て 

 

こ
れ
は
、
２
０
年
近
く
前
に
ま
と
め
た
厚
生
省
で
の
職
場
・
仕
事
の
思
い
出
集
「
私
の
厚
生
行
政
」
所
収
の
大
臣
官
房

審
議
官
（
援
護
担
当
）
及
び
社
会
・
援
護
局
長
当
時
の
も
の
で
、
援
護
行
政
に
つ
い
て
は
他
の
福
祉
・
社
会
保
障
分
野
と

違
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
機
会
な
ど
も
な
い
の
で
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
し
た
。 

 
 

平
成
５
年
度
政
府
予
算
に
計
上
さ
れ
た
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）
は
、
戦
没
者
追
悼
の
気
持
ち
を
新
た
に
す

る
と
と
も
に
、
戦
没
者
や
遺
族
の
強
い
願
い
で
あ
っ
た
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
施
設
と
し
、
事
業
は
、
①
国
民
の
生
活
面

か
ら
見
た
戦
争
の
悲
惨
さ
と
戦
中
戦
後
を
通
し
て
の
国
民
の
生
活
上
の
労
苦
を
後
世
代
に
伝
承
で
き
る
よ
う
な
展
示
、
②

情
報
提
供
、
研
修
・
研
究
支
援
事
業
、
③
将
来
散
逸
の
恐
れ
の
あ
る
社
会
的
価
値
の
高
い
戦
争
に
関
す
る
資
料
の
収
集
保

存
を
行
う
と
し
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
が
予
算
の
計
画
ど
お
り
に
は
進
ま
ず
、
本
文
で
大
事
な
仕
切
り
で
あ
っ
た
と
し
た
平
成
７
年
９
月
２
２
日
の
企
画

検
討
委
員
会
座
長
見
解
（
・
戦
争
の
事
実
の
客
観
的
展
示
は
困
難
に
つ
き
資
料
収
集
を
重
視
す
る
。・
建
物
の
形
状
も
見

直
す
。・
ふ
さ
わ
し
い
正
式
名
称
を
決
め
る
。）
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
本
文
で
も
触
れ
て
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ

る
歴
史
認
識
に
関
連
す
る
若
干
の
追
補
を
し
て
お
き
ま
す
。 

 

当
時
は
、
平
成
５
年
８
月
に
は
細
川
連
立
内
閣
が
発
足
し
、
日
本
の
過
去
の
侵
略
行
為
や
植
民
地
支
配
に
深
い
反
省
と

お
詫
び
の
表
明
が
あ
り
、
平
成
６
年
８
月
に
は
村
山
内
閣
総
理
大
臣
の
我
が
国
の
侵
略
行
為
や
植
民
地
支
配
な
ど
が
多
く

の
人
々
に
耐
え
難
い
苦
し
み
と
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
「
戦
後
５
０
周
年
」
談
話
が
出
さ
れ
た
時
期
で
し
た
。 

戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）
が
予
算
化
さ
れ
る
や
、
平
成
５
年
６
月
に
は
歴
史
学
者
等
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
戦
後

５
０
年
で
建
設
さ
れ
る
国
立
の
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
施
設
な
ら
ば
、「
日
本
の
行
っ
た
あ
の
戦
争
に
対
す
る
反
省
の
意

を
表
明
し
、
侵
略
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
他
国
の
人
々
の
死
も
追
悼
す
べ
き
」
と
の
声
明
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

一
方
、
平
成
６
年
８
月
に
は
学
者
文
化
人
１
０
０
名
か
ら
厚
生
大
臣
あ
て
に
要
請
書
が
出
さ
れ
ま
し
た
。「
戦
没
者
追

悼
平
和
祈
念
館
の
設
立
目
的
自
体
が
、
戦
争
の
後
世
へ
の
伝
承
を
う
た
い
な
が
ら
戦
争
の
悲
惨
さ
を
強
調
し
、
英
霊
追
悼

に
相
応
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
左
翼
勢
力
の
乗
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
国
立
の
侵
略
戦
争
懺
悔
反
戦

祈
念
館
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
国
に
よ
る
靖
国
神
社
圧
迫
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
名
称
も
戦
没
者
遺
児
記
念
館
と

検
討
さ
れ
て
き
た
の
に
突
然
に
変
更
さ
れ
た
。
当
初
の
戦
没
者
遺
児
援
護
の
構
想
に
立
ち
返
る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な

ら
建
設
は
中
止
す
べ
き
」
と
す
る
も
の
で
し
た
。 

以
上
は
大
き
な
動
き
の
み
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
多
く
の
意
見
・
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
戦
争
に
係
る
歴
史
全
体
は
極

め
て
多
面
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
多
様
な
歴
史
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
展
示
内
容
の
検
討
に
当
た
っ
て
も
先
の
大
戦
の
歴
史
認
識
の
相
違
か
ら
様
々
な
意
見
が
寄
せ

ら
れ
、
展
示
事
業
と
し
て
戦
争
の
事
実
を
客
観
的
に
展
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
的
評
価
の
分
か

れ
る
問
題
に
つ
い
て
の
展
示
は
避
け
て
、
資
料
収
集
保
存
を
重
視
し
、
あ
る
が
ま
ま
に
提
供
し
、
学
者
の
研
究
や
国
民
の

歴
史
認
識
に
資
す
る
と
す
る
整
理
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 



平
成
７
年
６
月
に
至
っ
て
、
先
の
「
戦
後
５
０
周
年
」
談
話
で
出
て
き
た
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
構
想
が
、
日
本

と
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
と
の
間
の
近
現
代
史
に
関
す
る
資
料
を
偏
り
な
く
な
く
収
集
し
内
外
の
研
究
者
は
じ
め
広
く
一
般
に

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
い
う
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。 

か
く
て
、
本
文
の
平
成
７
年
９
月
２
２
日
の
企
画
検
討
委
員
会
座
長
見
解
に
な
り
、
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮

称
）
は
、
戦
没
者
遺
児
記
念
館
と
し
て
検
討
し
て
き
た
経
緯
を
踏
ま
え
戦
没
者
遺
族
の
援
護
施
策
の
一
環
と
し
て
、
主
に

戦
没 

者
遺
児
を
は
じ
め
と
す
る
戦
没
者
遺
族
の
経
験
し
た
戦
中
戦
後
の
国
民
生
活
上
の
労
苦
に
係
る
歴
史
的
資
料
情
報
を
収

集
・
保
存
し
、
後
世
代
に
戦
中
戦
後
の
国
民
生
活
上
の
労
苦
を
知
る
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
整
理
に
な
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
し
た
。 

 

大
東
亜
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
、
１
５
年
戦
争
な
ど
の
呼
び
方
が
あ
る
先
の
大
戦
で
す
が
、
そ
の

戦
後
５
０
年
を
迎
え
る
四
半
世
紀
前
の
こ
と
で
、
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
下
に
あ
っ

て
、
先
の
大
戦
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
立
場
か
ら
種
々
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
着
工
・
建
設
が
大
幅
に
遅
れ

ま
し
た
。
戦
没
者
追
悼
平
和
祈
念
館
（
仮
称
）
の
名
称
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
問
題
を
一
層
難
し
く
し
た
面
が
あ
っ
た
な

と
、
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。 

 

終
戦
７
６
年
と
な
っ
た
８
月
１
５
日
、
日
本
武
道
館
で
全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
長
年
参
列
し
て
き
ま

し
た
が
、
今
年
も
昨
年
に
続
き
自
宅
で
、
正
午
の
時
報
に
合
わ
せ
黙
と
う
し
、
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
静
か

に
戦
没
者
を
追
悼
し
、
平
和
を
祈
念
し
ま
し
た
。 

昭
和
館
が
、
今
後
も
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
、
戦
中
・
戦
後
の
国
民
生
活
の
労
苦
を
次
世
代
に
伝
え
、
平
和
の
尊
さ
を

訴
え
る
使
命
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
コ
メ
ン
ト
を
閉
じ
ま
す
。 

（
了
） 
２
０
２
１
．
９
．
３ 

 


