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四
十
一
号 

   

  

東
栃
井 

津
田
左
右
吉
博
士
の
育
っ
た
家
と
そ
の
跡 

 

写
真
上
は
、
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
所
蔵
の
津
田
左
右
吉
氏
が
幼
少

期
を
過
ご
し
た
家
屋
で
あ
る
。
そ
の
下

の
写
真
は
そ
の
跡
地
に
建
立
さ
れ
て
い

る
記
念
碑
で
あ
る
。
上
記
写
真
に
は
生

家
と
あ
る
が
、
当
時
の
こ
と
は
良
く
わ

か
ら
な
い
の
で
、
「
生
育
の
家
」
と
し

た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
家
の

背
後
に
映
っ
て
い
る
の
は
「
愛
宕
山
」

い
わ
ゆ
る
「
米
田
富
士
」
で
、
こ
の
麓
に
文
明
小
学
校
が
あ

り
、
小
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
家
は
現

在
下
米
田
連
絡
所
と
小
学
校
の
間
に
修
復
移
築
さ
れ
て
お

り
、
津
田
左
右
吉
の
資
料
も
展
示
さ
れ
て
お
り
、
見
学
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。 

左
上
は
明
治
末
期
の
地
形
図
で
あ
る
。
左
右
吉
が
こ
の
辺
り
で
生
活
し
た
の
は
明

治
の
初
期
で
あ
り
、
初
期
と
末
期
で
も
、
大
き
な
差
異
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
少
し
状
況
を
説
明
す
る
。 

 

西
栃
井
と
の
間
に
は
渡
船
が
み
ら
れ
、
川
辺
の
ダ
ム
も
み
ら
れ
な
い
。
現
在
は
ダ
ム
が
あ
る
が
、
こ
の

ダ
ム
の
堰
堤
の
上
に
は
歩
道
が
つ
く
ら
れ
て
お

り
、
歩
い
て
川
辺
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

れ
は
東
西
栃
井
の
古
く
か
ら
の
つ
な
が
り
が
反
映

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
川
辺
の
福
島

に
小
学
校
が
あ
っ
た
た
め
、
学
校
へ
は
飛
騨
川
左

岸
の
段
丘
崖
の
縁
を
東
へ
行
き
、
飯
田
川
を
渡
っ

て
、
愛
宕
山
の
麓
ま
で
通
学
し
た
が
、
父
の
籐
馬

も
一
時
期
小
学
校
に
勤
め
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

父
と
一
緒
に
左
右
吉
が
通
学
し
た
ど
う
か
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
東
栃
井
の
東
端
に
は
「
天
満
神
社
」

が
あ
り
、
父
は
毎
日
、
左
右
吉
は
通
学
の
折
に
必

ず
参
拝
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
父
子
と
も
に

道
真
に
あ
や
か
り
学
問
の
成
就
を
願
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。 

ヨ
ナ
ダ
ー
が
下
米
田
・
牧
野
の
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
よ 


