
こ
の
七
月
三
十
日
で
、
名
古
屋
支
社
が
国
際
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
入
居
し

て
満
二
十
年
に
な
っ
た
（
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
が
竣
工

し
て
二
十
年
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
…
…
）。
そ
こ
で
、
今
回
は
支
社

の
周
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
の
前
に
、
名
古
屋
と
い
う
町
の
成
り
立
ち
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、

こ
の
街
は
人
工
的
に
作
ら
れ
た
街
で
あ
っ
た
。
天
下
分
け
目
の
「
関
が
原
」

に
勝
利
し
、
慶
長
八
年
（
１
６
０
３
）
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康

も
、
ま
だ
ま
だ
、
そ
の
権
力
は
磐
石
で
は
な
い
。
大
阪
に
勢
力
を
残
し
て

い
る
豊
臣
方
へ
の
押
さ
え
と
し
て
、
彦
根
城
、
駿
府
城
に
続
い
て
、
慶
長

十
五
年
（
１
６
１
０
）
に
加
藤
清
正
ほ
か
の
諸
大
名
に
名
古
屋
城
の
築
城

を
命
じ
た
。
当
時
、
尾
張
地
方
の
中
心
は
名
古
屋
城
か
ら
北
西
へ
六
キ
ロ

ほ
ど
の
清
洲
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
家
康
は
、
清
洲
で
は
た
び
た
び
洪
水

を
起
こ
す
五
条
川
が
あ
り
、
水
攻
め
を
受
け
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
警
戒

し
、
更
に
は
有
力
大
名
の
力
を
削
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
名
古
屋
城
築
城

を
命
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
築
城
に
あ
わ
せ
て
、
清
洲
か
ら
町
ぐ
る
み

の
引
越
し
「
清
洲
越

き
よ
す
ご

し
」
が
行
わ
れ
名
古
屋
の
町
が
誕
生
し
た
。

町
を
維
持
す
る
に
は
物
流
ル
ー
ト
の
確
保
が
何
よ
り
大
事
に
な
っ
て
く

る
。
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
無
い
、
か
の
時
代
は
、
大
量
の
物
資
は
船
で
運
ぶ

し
か
な
い
。
そ
も
そ
も
名
古
屋
城
の
普
請
の
た
め
に
も
水
運
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
地
元
出
身
の
大
名
・
福
島
正
則
を
総
奉
行

と
し
て
、
名
古
屋
台
地
の
西
に
そ
っ
て
、
お
城
か
ら
当
時
の
海
岸
で
あ
っ

た
熱
田
ま
で
運
河
が
開
削
さ
れ
、
こ
れ
が
堀
川
と
な
っ
た
。
堀
川
は
名
古

屋
城
の
建
設
と
同
じ
時
期
の
慶
長
十
五
年
（
１
６
１
０
）
に
掘
り
始
め
ら

れ
、
半
年
あ
ま
り
で
完
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
一
説
で
は
元
と

な
る
川
が
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
…
…
詳
細
は
不
明
）

堀
川
は
、
名
古
屋
城
南
西
隅
の
巾
下
門
の
近
く
か
ら
始
ま
り
、
碁
盤
割

り
の
城
下
町
が
設
け
ら
れ
た
名
古
屋
台
地
の
西
に
沿
っ
て
、
広
井
、
日
置
、

古
渡
を
経
て
熱
田
の
海
に
注
ぐ
、
長
さ
約
六
キ
ロ
、
幅
二
十
二
〜
八
十
七

メ
ー
ト
ル
の
川
で
あ
っ
た
。

堀
川
が
で
き
た
頃
に
か
け
ら
れ
た
橋
は
「
堀
川
七
橋

ほ
り
か
わ
な
な
は
し

」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
上
流
か
ら
五
条
橋

ご
じ
ょ
う
ば
し

、
中
橋
な
か
ば
し

、
伝
馬
橋

て
ん
ま
ば
し

、
納
屋
橋

な

や

ば

し

、
日
置
橋

ひ
お
き
ば
し

、

古
渡
橋

ふ
る
わ
た
り
ば
し
、
尾
頭
橋

お
と
う
ば
し

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
伝
馬
橋
は
名
古
屋
と
中
山
道
の
垂
井
宿
を
結
ぶ
美
濃
街
道

が
通
っ
て
お
り
、
尾
頭
橋
は
東
海
道
の
脇
街
道
（
今
の
バ
イ
パ
ス
）
で
、

熱
田
か
ら
佐
屋
を
通
り
桑
名
ま
で
続
く
佐
屋
街
道
が
通
っ
て
い
た
。
ど
ち

ら
も
大
名
行
列
な
ど
、
多
く
の
旅
人
が
通
り
、
に
ぎ
や
か
な
橋
だ
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
、
伝
馬
橋
は
、
す
ぐ
北
側
に
架
け
ら
れ
た
桜
橋

に
そ
の
地
位
を
譲
り
今
で
は
人
通
り
も
ま
ば
ら
と
言
っ
て
よ
い
感
じ
の
橋

で
あ
る
。

山
口
　
英
一

と
こ
ろ
で
、
現
在
で
は
、
大
き
な
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
る
桜
通
、
錦
通

は
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ご
く
小
さ
な
道
で
、

橋
は
架
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
ま
だ
百
年
も
経
っ
て
い

な
い
。
桜
通
は
、
昭
和
十
二
年
に
新
装
オ
ー
プ
ン
と
な
っ
た
国
鉄
・
名
古

屋
駅
に
ド
ッ
キ
ン
グ
す
る
よ
う
建
設
さ
れ
た
通
り
で
、
そ
の
名
称
は
、
公

募
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
。
命
名
後
、
道
の
両
側
に
植
え
ら
れ
た
桜
の
木
の

多
く
は
車
の
排
気
ガ
ス
で
枯
れ
て
し
ま
っ
て
、
現
在
で
は
殆
ど
残
っ
て
お

ら
ず
、
む
し
ろ
イ
チ
ョ
ウ
が
目
立
つ
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
縁
と
い
う
も
の
は
何
が
ど
う
作
用
す
る
か
分
か
ら
な
い
も
の

で
、
昨
年
名
古
屋
か
ら
東
京
へ
転
勤
に
な
っ
た
Ｋ
君
が
好
き
な
名
古
屋
一

の
ネ
オ
ン
街
「
錦
三
（
き
ん
さ
ん
・
錦
三
丁
目
）」
は
、
こ
の
と
き
の
桜

通
、
桜
橋
の
命
名
が
無
か
っ
た
ら
存
在
し
な
い
地
名
で
あ
っ
た
。
と
い
う

の
は
、
こ
の
錦
と
い
う
地
名
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
名
古
屋
で
最
初
の
地

下
鉄
工
事
（
東
山
線
）
の
た
め
、
地
上
の
建
物
を
取
り
払
っ
た
こ
と
に
よ

る
跡
地
利
用
の
形
で
作
ら
れ
た
道
が
「
錦
通
」
と
命
名
さ
れ
な
け
れ
ば
、

無
か
っ
た
地
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
錦
」
と
い
う
地
名
は
錦
通
か
ら

名
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
錦
通
は
、
堀
川
に
架
か
る
橋
が
「
錦
橋
」
と
名
付
け

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
命
名
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
問
題
は
、
な
ぜ

「
錦
橋
」
と
命
名
さ
れ
た
か
で
あ
る
が
、
実
は
、
古
今
和
歌
集
に
あ
る
、

見
わ
た
せ
ば

柳
桜
を
　
こ
き
ま
ぜ
て

都
ぞ
春
の
　
錦
な
り
け
る
　
（
素
性
法
師
）

か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
実
に
粋
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
方
法
だ
が
、
何
故

こ
の
古
歌
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
北
の
「
桜
橋
」
と
南
の
広
小
路
通
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と
江
川
線
が
交
わ
る
と
こ
ろ
の
地
名
「
柳
橋
」
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
昭
和
十
二
年
に
「
桜
橋
」
の
命
名
が
な
け
れ
ば
、

「
錦
三
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
あ
る
。

さ
て
、
堀
川
七
橋
の
話
に
戻
ろ
う
。
七
橋
の
う
ち
五
条
橋
と
伝
馬
橋
は

清
洲
の
五
条
川
に
か
け
ら
れ
て
い
た
橋
を
名
古
屋
に
運
ん
で
き
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
五
条
橋
の
擬
宝
珠
（
ぎ
ぼ
し
・
橋
の
欄
干

の
先
に
つ
い
て
い
る
葱
坊
主
の
よ
う
な
形
を
し
た
物
）
に
は
「
慶
長
七
年

（
１
６
０
２
）」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
堀
川
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
慶
長
十
五

伝
え
て
い
る
。五
条
橋
は
、

名
古
屋
市
の
都
市
景
観
重

要
建
築
物
に
も
指
定
さ
れ

て
い
る
。

五
条
橋
を
西
へ
渡
る

と
、
そ
こ
か
ら
、
か
つ
て

名
古
屋
で
も
三
指
に
入
る

繁
華
街
と
い
わ
れ
た

円
頓
寺

え
ん
ど
う
じ

商
店
街
が
続
く
。

通
り
の
由
来
に
な
っ
た
円

頓
寺
は
、
名
古
屋
の
街
が

で
き
て
間
も
な
く
の
承
応

三
年
（
１
６
５
４
）
創
建

の
日
蓮
宗
の
寺
で
あ
る
。

創
建
当
時
は
、
現
在
の
国

際
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
北
隣
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心
意
気
を
感
じ
る
。
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
て
ほ
し
い
喫
茶
店
だ
。

五
条
橋
を
西
へ
渡
っ
て
円
頓
寺
商
店
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
に
入
ら
ず
に
二

つ
目
の
筋
を
南
に
下
る
と
、
そ
こ
が
四
間
道
で
あ
る
。
四
間
道
と
書
い
て

「
し
け
み
ち
」
と
読
む
。
こ
の
道
は
元
禄
大
火
（
１
７
０
０
）
の
あ
と
に
、

防
火
の
た
め
に
当
時
と
し
て
は
広
い
四
間
（
７
・
２
ｍ
）
の
幅
に
広
げ
ら

れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
町
に
は
清
洲
か
ら
引
っ
越
し
て
き
た
「
清
洲
越
し
の
商
人
」
と
よ

特
有
の
屋
根
神
様
を
ま
つ

る
社
が
い
く
つ
か
あ
り
、

戦
火
に
あ
わ
な
か
っ
た
の

で
今
も
古
い
家
が
続
き
、

下
町
の
雰
囲
気
を
残
し

た
、
市
内
で
は
数
少
な
い

場
所
と
な
っ
て
い
る
。
四

間
道
の
周
辺
は
、
昭
和
六

十
一
年
（
１
９
８
６
）
に

「
町
並
み
保
存
地
区
」
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
、
名
古
屋
支
社

が
国
際
セ
ン
タ
ー
に
入
居

し
て
二
十
年
と
書
い
た

が
、
そ
も
そ
も
三
十
四
年

前
の
、
昭
和
四
十
五
年
九

月
に
名
古
屋
支
社
が
最
初

年
（
１
６
１
０
）
の
筈
だ

か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
八
年

も
前
の
年
号
が
刻
ま
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
か
ら

も
、
清
洲
か
ら
運
ん
で
き

た
こ
と
が
判
る
と
い
う
訳

で
あ
る
。

五
条
橋
は
そ
の
後
何
度

も
架
け
か
え
ら
れ
た
が
、

現
在
の
も
の
は
、
市
内
で

は
め
ず
ら
し
い
石
の
欄
干

の
橋
に
な
っ
て
お
り
、
複

製
さ
れ
た
擬
宝
珠
（
本
物

は
、
名
古
屋
城
の
博
物
館

で
収
蔵
）
が
取
り
つ
け
て

あ
っ
て
、
昔
の
雰
囲
気
を

五条橋

円頓寺商店街

と
い
っ
た
地
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
享
保
の
大
火
（
１
７
２
４
）
に
よ
り

現
在
地
に
移
転
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
で
は
す
っ
か
り
寂
れ
た
商
店

街
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
中
に
あ
る
「
西
ア
サ
ヒ
」
の
コ
ー
ヒ
ー

は
、
三
五
〇
円
で
、
支
社
の
周
辺
界
隈
で
は
最
も
旨
い
コ
ー
ヒ
ー
だ
と
個

人
的
に
は
思
っ
て
い
る
。
時
に
は
ラ
ン
チ
で
コ
ー
ヒ
ー
が
付
く
店
に
行
っ

て
も
、
こ
こ
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
た
く
な
っ
て
、
つ
い
立
ち
寄
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
で
あ
る
。
店
の
椅
子
は
、
昭
和
二
十
年
代
か
ら
使
っ
て
い
る
の
で

は
と
思
え
る
古
ぼ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
マ
ス
タ
ー
の

ば
れ
る
豊
か
な
人
た
ち
が
多

く
住
ん
で
い
た
。
堀
川
と
城

下
町
に
近
い
こ
の
場
所
は
、

商
売
を
す
る
の
に
便
利
で
、

四
間
道
の
東
側
に
は
蔵
が
、

西
側
に
は
民
家
が
建
っ
て
い

て
、
堀
川
を
船
で
運
ば
れ
て

き
た
商
品
は
、
川
岸
や
四
間

道
の
東
側
に
立
ち
並
ぶ
蔵
に

入
れ
、
商
人
は
西
側
の
家
に

住
ん
で
い
た
。

蔵
の
石
垣
の
デ
ザ
イ
ン
は

少
し
ず
つ
違
っ
て
い
て
、
蔵

の
持
ち
主
や
作
っ
た
職
人
の

個
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、

何
と
な
く
粋
で
美
し
い
。
ま

た
、
こ
の
付
近
に
は
名
古
屋

四間道に立ち並ぶ蔵

四間道西側の古い民家、後ろの建物がセンタービル

に
開
設
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
四
間
道
を
北
に
行
っ
て
、
名
古
屋
城
の
外
堀

沿
い
に
走
る
大
通
り
（
外
堀
通
）
に
出
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
八
蓮
ビ
ル
で

あ
る
（「
セ
ノ
ン
二
十
五
年
史
」
上
巻
一
三
一
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）。

当
時
は
、
事
務
所
の
北
側
の
窓
か
ら
名
古
屋
城
の
天
守
閣
も
見
え
た
の

で
は
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
大
通
り
の
上
を
名
古
屋
高
速
が
走
り
、
眺

望
が
遮
断
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
八
蓮
ビ
ル
の
往
時
を
知
る
人
は
社

内
で
も
林
力
夫
副
会
長
ぐ
ら
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
階
に
宝
石
店
が
入



り
、
健
在
な
ビ
ル
の
姿
を
眺
め
る
と
、
久
し
ぶ
り
に
親
戚
の
叔
父
さ
ん
に

会
っ
て
、「
ま
だ
ま
だ
、
現
役
だ
」
と
言
わ
れ
た
時
の
よ
う
な
、
な
ん
と

な
く
「
ホ
ッ
」
と
し
た
気
分
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
愛
知
県
の
北
東
に
位
置
す
る
瀬
戸
は
、
昔
か
ら
皿
や
茶
わ

ん
な
ど
の
陶
器
を
多
く
生
産
し
て
、
陶
器
の
代
名
詞
に
も
な
っ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
こ
と
に
も
堀
川
が
深
く
か

か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
、
新
橋
・
横
浜
間
に
日
本
で
最
初
に
鉄
道
が
開
通
し
、
明
治

二
十
二
年
（
１
８
８
９
）
に
は
東
海
道
線
が
東
京
か
ら
神
戸
ま
で
全
線
開

通
し
た
。
そ
の
後
、
名
古
屋
市
内
や
周
辺
で
も
鉄
道
が
次
々
に
つ
く
ら
れ
た
。

ま
た
、
船
で
荷
物
を
運
ぶ
海
運
も
盛
ん
に
な
り
、
明
治
四
十
年
（
１
９
０
７
）

に
は
名
古
屋
港
が
外
国
と
貿
易
が
で
き
る
開
港
場
に
指
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
明
治
四
十
四
年
（
１
９
１
１
）
に
瀬
戸
電
気
鉄
道

（
現
在
の
名
鉄
瀬
戸
線
）
の
瀬
戸
か
ら
堀
川
ま
で
が
開
通
し
、
今
の

景
雲
橋

け
い
う
ん
ば
し

の
た
も
と
に
堀
川
駅
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
鉄
道
は
、
乗
客
を
扱

う
よ
り
、
瀬
戸
か
ら
の
陶
器
を
運
び
出
し
、
堀
川
で
待
つ
船
便
で
全
国
へ
、

い
や
世
界
へ
積
み
出
す
こ
と
が
主
目
的
だ
っ
た
。
従
っ
て
、
堀
川
が
無
け

れ
ば
、「
瀬
戸
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
普
及
し
て
い
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
残
念
な
が
ら
鉄
道
貨
物
が
衰
退
し
て
き
た
昭
和
五

十
一
年
に
、
名
古
屋
城
の
外
堀
を
走
っ
て
い
た
部
分
が
廃
線
と
な
り
、
代

わ
り
に
市
の
中
心
街
「
栄
」
へ
乗
り
入
れ
る
と
と
も
に
堀
川
駅
は
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
八
蓮
ビ
ル
に
支
社
が
あ
っ
た
頃
は
、
堀
川
駅
が
残
っ
て

い
た
頃
で
、
こ
の
瀬
戸
電
を
使
っ
て
通
っ
て
い
た
社
員
も
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
駅
の
閉
鎖
と
と
も
に
円
頓
寺
界
隈
の
賑
わ
い
も
失
わ
れ
、
堀
川
の
水

運
も
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

名
古
屋
城
と
と
も
に
四
百
年
、
名
古
屋
の
街
を
支
え
て
き
た
堀
川
で
あ

る
が
、
東
京
の
隅
田
川
、
神
田
川
と
同
様
に
一
時
は
市
民
か
ら
全
く
忘
れ

去
ら
れ
、
悪
臭
を
放
つ
ド
ブ
川
と
化
し
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

最
近
で
は
、「
堀
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
な
ど
も
結
成
さ
れ
、
堀
川
の

浄
化
を
目
指
す
市
民
運
動
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
実
は
、
前
回
紹
介

し
た
「
末
喜
」
の
常
連
さ
ん
に
誘
わ
れ
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
主
導
し

た
「
堀
川
千
人
調
査
隊
」
と
い
う
運
動
に
何
回
か
加
わ
っ
て
み
た
。
運
動

は
基
本
的
に
は
、
堀
川
の
水
質
を
調
査
し
、
途
中
で
庄
内
川
か
ら
試
験
導

水
さ
れ
た
効
果
を
川
の
上
・
中
・
下
流
の
各
地
域
で
確
か
め
る
と
言
う
も

の
で
あ
っ
た
。
庄
内
川
あ
る
い
は
木
曽
川
か
ら
引
か
れ
た
木
津
用
水
な
ど

か
ら
水
を
引
く
に
は
、
各
自
治
体
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
そ
の
他

の
様
々
な
水
利
に
関
す
る
利
害
等
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
朝
一

夕
に
は
出
来
な
い
複
雑
な
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、

今
で
は
中
流
と
な
っ
た
熱
田
に
は
熱
田
神
宮
の
み
な
ら
ず
、
源
頼
朝
生
誕

地
も
あ
り
、
ま
た
、
河
口
に
は
名
古
屋
港
水
族
館
も
作
ら
れ
、
名
古
屋
城

だ
け
で
な
く
川
の
流
域
全
て
が
観
光
資
源
に
十
分
な
り
う
る
も
の
で
も
あ

る
。
実
は
、
頼
朝
が
名
古
屋
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
堀
川
千
人
調

査
隊
の
イ
ベ
ン
ト
に
関
連
し
て
堀
川
を
遡
っ
て
き
た
「
水
上
武
者
行
列
」

を
納
屋
橋
の
船
着
き
場
で
見
る
ま
で
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
だ
っ

た
。堀

川
を
開
削
し
た
福
島
正
則
を
始
め
と
す
る
堀
川
ゆ
か
り
の
武
将
た
ち

の
仮
装
行
列
に
混
じ
っ
て
、「
由
良
御
前
」
と
書
か
れ
た
立
て
札
が
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。
家
に
帰
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
平
安
時
代
、
熱
田
大
宮

司
・
藤
原
季
範
の
娘
由
良
御
前
が
源
義
朝
の
正
室
と
な
り
、
身
ご
も
っ
て

久
安
三
年
（
１
１
４
７
）
熱
田
に
あ
る
実
家
の
別
邸
で
頼
朝
を
産
ん
だ
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

い
つ
の
日
に
か
堀
川
の
浄
化
運
動
が
実
を
結
び
、
国
際
セ
ン
タ
ー
近
く

の
船
着
き
場
で
、
屋
形
船
に
乗
り
、
隅
田
川
の
花
火
な
ら
ぬ
名
城
公
園
あ

た
り
の
花
火
大
会
を
水
上
か
ら
眺
め
る
日
が
来
な
い
も
の
か
と
願
う
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。

（
名
古
屋
支
社
　
管
理
部
長
） 八蓮ビル

由良御前


