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団
子
坂

江
戸
時
代
に
は
巣
鴨
の
菊
見
は
あ
っ
て
も
団
子
坂
の
菊
と
い
う

も
の
は
無
か
っ
た
︒
団
子
坂
の
通
が
広
く
な
っ
た
の
は
︑
大
正
初

年
と
記
憶
す
る
か
ら
︑
団
子
坂
の
菊
人
形
な
る
も
の
は
︑
明
治
に

限
ら
れ
た
現
象
と
見
て
差
支
え
無
い
︒

自
来
也
も
蝦
蟇
も
枯
れ
け
り
団
子
坂

子

規

等
と
い
う
句
も
︑何
を
詠
ん
だ
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
時
代
が
︑

そ
の
う
ち
に
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
︒
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二
葉
亭
の
﹁
浮
雲
﹂
の
二
篇
に
は
団
子
坂
の
観
菊
と
い
う
章
が

あ
る
︒
例
の
錯
綜
し
た
人
事
の
中
に
介
在
す
る
の
で
菊
人
形
の
描

写
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
も
な
い
が
︑
イ
ヤ
出
た
ぞ

く
と
列
挙
す
る

男
女
の
風
俗
は
︑
正
に
当
時
の
風
俗
画
と
見
る
べ
く
明
治
二
十
年

頃
の
団
子
坂
の
盛
況
が
思
い
や
ら
れ
る
︒

漱
石
の
﹁
三
四
郎
﹂
は
明
治
四
十
一
年
だ
か
ら
︑
そ
の
間
に
二

十
年
を
経
過
し
て
い
る
が
︑
あ
の
中
に
出
て
来
る
団
子
坂
も
な
か

な
か
賑
や
か
で
あ
っ
た
︒
併
し
﹁
見
物
は
概
し
て
町
家
の
も
の
で

あ
る
︒
教
育
の
あ
り
さ
う
な
も
の
は
極
め
て
少
な
い
﹂
と
あ
る
︒

﹁
あ
れ
程
に
人
工
的
な
も
の
は
恐
ら
く
外
国
に
も
な
い
だ
ら
う
︒
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人
工
的
に
よ
く
も
斯
ん
な
も
の
を
拵
へ
た
と
い
ふ
所
を
見
て
置
く

必
要
が
あ
る
︒
あ
れ
が
普
通
の
人
間
に
出
来
て
居
た
ら
恐
ら
く
団

子
坂
へ
行
く
も
の
は
一
人
も
あ
る
ま
い
︒
普
通
の
人
間
な
ら
︑
ど

こ
の
家
に
も
四
五
人
は
必
ず
ゐ
る
﹂
と
い
う
広
田
先
生
の
説
は
漱

石
の
菊
人
形
観
と
見
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
︒

三
四
郎
が
美
禰
子
と
二
人
で
出
た
小
川
の
ほ
と
り
は
︑
大
分
前

に
暗
渠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
此
事
を
踏
え
て
﹁
団
子
坂
﹂
と
い

う
対
話
を
書
い
た
の
が
鷗
外
で
あ
る
︒
四
十
五
頁
の
短
い
も
の
だ

け
れ
ど
も
︑
作
者
の
居
宅
に
近
い
だ
け
あ
っ
て
︑
ち
ょ
い

く
あ

の
辺
ら
し
い
も
の
が
取
入
れ
て
あ
る
︒
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鷗
外
の
観
潮
楼
は
団
子
坂
の
上
を
ち
ょ
っ
と
左
に
曲
っ
た
右
側

に
あ
っ
た
︒
こ
の
家
の
近
所
の
模
様
が
﹁
二
人
の
友
﹂
の
中
に
少

し
書
い
て
あ
る
︒
団
子
坂
の
菊
人
形
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
大
正

の
初
年
︑
白
山
上
の
中
学
に
通
う
友
人
か
ら
︑
時
々
馬
上
の
鷗
外

さ
ん
を
見
か
け
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
︒

中
坂

九
段
坂
の
鄰
に
あ
る
中
坂
が
日
本
近
世
の
文
学
史
に
重
要
な
関

係
を
有
す
る
こ
と
は
︑
已
に
内
田
魯
庵
が
﹁
硯
友
社
の
む
か
し
の
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憶
出
﹂
の
中
に
詳
し
く
書
い
て
い
る
︒
曲
亭
馬
琴
が
一
生
の
大
部

分
を
暮
し
た
の
が
こ
の
中
坂
下
の
家
で
飯
台
陳
人
な
ど
と
い
う
と

何
だ
か
高
い
処
に
住
ん
で
い
た
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
が
︑
実
際

は
坂
下
の
平
な
処
に
い
た
の
で
あ
る
︒

読
売
新
聞
の
寄
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
中
坂
ま
ど
き
が
︑
こ
の

坂
に
住
ん
で
い
た
か
ら
の
名
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い

が
︑
現
代
人
の
記
憶
に
と
ゞ
ま
っ
て
居
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
石
橋
思

案
が
こ
の
後
か
ら
出
て
︑
中
坂
思
案
外
史
︑
或
は
飯
台
思
案
外
史

と
号
し
た
︒
思
案
の
住
ん
で
い
た
の
は
中
坂
よ
り
少
し
離
れ
た
処

だ
そ
う
だ
が
︑
硯
友
社
が
小
さ
い
標
札
を
掲
げ
て
︑
そ
の
存
在
を



10

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
中
坂
上
だ
と
い
う
︒

︱

以
上
は
皆
魯
庵
の
請
売
に
過
ぎ
な
い
︒

馬
琴
の
旧
宅
に
就
て
書
い
た
も
の
は
い
く
ら
も
あ
る
と
思
う

が
︑
今
頭
に
残
っ
て
い
る
の
は
高
安
月
郊
の
﹁
馬
琴
の
井
戸
﹂
と

い
う
文
章
で
あ
る
︒
能
楽
堂
で
八
嶋
の
能
を
見
た
帰
り
に
︑
ふ
と

思
い
つ
い
て
中
坂
下
を
た
ず
ね
て
見
る
︒
そ
こ
に
は
縁
の
腐
れ
た

井
戸
が
あ
っ
た
︒
側
の
水
道
を
汲
む
女
に
聞
く
と
︑
滝
沢
と
い
う

家
が
目
の
前
に
あ
っ
て
︑﹁
タ
キ
サ
ワ
﹂
と
い
う
電
灯
が
出
て
い

る
︒
併
し
家
は
新
し
い
︒
昔
か
ら
の
も
の
は
井
戸
だ
け
ら
し
い
と

い
う
の
で
あ
る
︒
大
正
二
年
の
話
だ
か
ら
︑
ま
だ
遣
蹟
の
高
札
は
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立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
え
る
︒
馬
琴
の
娘
婿
の
家
が
小
さ
な
瀬

戸
物
屋
を
開
い
て
い
た
と
い
う
魯
庵
の
話
は
そ
れ
よ
り
大
分
前
に

な
る
の
で
あ
る
︒

中
坂
の
中
途
に
望
遠
館
と
い
う
宿
屋
が
あ
っ
た
︒
こ
ゝ
に
赤
木

格
堂
が
居
り
次
い
で
松
根
東
洋
城
が
陣
取
っ
た
︒
東
洋
城
は
自
分

を
中
心
と
す
る
明
治
俳
壇
の
歴
史
に
は
﹁
望
遠
館
時
代
﹂
と
い
う

も
の
を
除
く
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云
っ
て
い
る
︒
此
等
は
明
治
と
し

て
も
よ
ほ
ど
後
の
方
の
話
で
︑
中
坂
の
文
学
と
し
て
も
新
し
い
も

の
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
が
︑
今
日
に
な
っ
て
見
れ
ば
全
く
回
顧

談
中
の
世
界
で
あ
る
︒
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植
物
園

寺
田
寅
彦
の
名
は
科
学
者
と
し
て
よ
り
も
先
ず
文
学
上
に
現
れ

た
︒﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
の
百
号
︵
明
治
三
十
八
年
四
月
︶
に
出
た
﹁
団

栗
﹂
が
最
初
の
作
品
で
︑
三
重
吉
の
﹁
千
鳥
﹂
ほ
ど
華
々
し
く
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
寅
彦
の
特
色
は
已
に
こ
の
一
篇
に
遺
憾
な

く
発
揮
さ
れ
た
観
が
あ
っ
た
︒
病
余
の
細
君
と
一
緒
に
小
石
川
の

植
物
園
に
遊
ぶ
と
こ
ろ
が
全
篇
の
山
で
あ
り
︑
細
君
の
歿
後
六
つ

に
な
る
遺
児
を
連
れ
て
同
じ
場
所
に
遊
ぶ
一
条
を
以
て
之
を
結
ん

で
い
る
︒
母
の
面
白
が
っ
て
拾
っ
た
団
栗
を
遺
児
も
亦
面
白
が
っ
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て
拾
う
︑
そ
れ
が
こ
の
題
名
の
生
れ
る
所
以
で
あ
る
が
︑
植
物
園

を
題
材
と
し
た
作
品
で
︑
こ
れ
ほ
ど
短
い
中
に
無
限
の
情
味
を
湛

え
た
も
の
は
︑
前
に
も
後
に
も
無
い
か
も
知
れ
ぬ
︒

こ
の
作
者
は
当
時
小
石
川
の
原
町
に
住
ん
で
い
た
︒
植
物
園
と

は
地
理
的
に
も
深
い
因
縁
が
あ
る
︒﹁
団
栗
﹂
よ
り
大
分
後
に
出

た
﹁
や
も
り
物
語
﹂
の
は
じ
め
に
﹁
毎
年
夏
始
め
に
︑
程
近
い
植

物
園
か
ら
此
わ
た
り
へ
か
け
︑
一
体
の
若
葉
の
梢
が
茂
り
黒
み
﹂

云
々
と
あ
る
の
も
︑
こ
の
環
境
か
ら
自
ら
生
れ
た
描
写
で
あ
る
︒

但
﹁
や
も
り
物
語
﹂
に
は
あ
の
附
近
の
空
気
が
巧
に
描
か
れ
て
い

る
だ
け
で
︑
植
物
園
に
は
一
歩
も
踏
入
れ
て
な
い
︒
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北
原
白
秋
に
﹁
植
物
園
小
品
﹂
と
い
う
︑
珍
し
く
文
語
体
で
書

か
れ
た
散
文
が
あ
る
︒
散
文
と
は
い
う
も
の
の
︑
感
覚
的
な
文
字

を
縦
横
に
駆
使
し
た
小
品
で
︑内
容
は
詩
と
異
る
と
こ
ろ
が
無
い
︒

全
体
の
空
気
も
﹁
団
栗
﹂
な
ど
よ
り
は
余
程
ハ
イ
カ
ラ
で
あ
る
︒

﹁
紫
の
パ
ラ
ソ
ル
つ
よ
く
日
に
ひ
か
る
植
物
園
の
昼
の
す
ず
む
し
﹂

と
い
う
歌
は
︑
こ
の
小
品
と
は
違
っ
た
時
の
作
ら
し
い
が
や
は
り

同
じ
よ
う
な
空
気
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
︒

森
鷗
外
の
﹁
田
楽
豆
腐
﹂
の
後
半
に
も
植
物
園
が
出
て
来
る
︒

西
洋
草
花
の
名
を
知
ろ
う
と
思
っ
て
出
か
け
て
来
た
と
こ
ろ
︑
市

中
で
売
っ
て
い
る
よ
う
な
西
洋
草
花
は
殆
ど
見
当
ら
ず
︑
且
名
前
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を
書
い
た
札
も
立
て
て
な
い
︒
あ
の
名
前
を
書
い
た
札
が
田
楽
豆

腐
の
形
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
︑
こ
の
小
説
を
﹁
田
楽
豆
腐
﹂

と
題
す
る
の
で
あ
る
が
ち
ょ
っ
と
内
容
の
見
当
が
つ
き
か
ね
る
題

の
つ
け
方
で
あ
る
︒

神
田
橋

箱
根
の
山
は
天
下
の
嶮
︑
と
同
じ
節
で
歌
わ
れ
た
﹁
何
だ
か
ん

だ
の
神
田
橋
︑
朝
の
五
時
頃
見
渡
せ
ば
⁝
⁝
﹂
と
い
う
流
行
唄
が

あ
っ
た
の
は
︑
明
治
の
末
年
か
と
記
憶
す
る
︒
今
で
は
多
分
誰
の
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脳
裏
か
ら
も
消
え
去
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
破
れ
た
袴
に
弁
当

箱
を
提
げ
て
︑
テ
ク
テ
ク
歩
き
で
役
所
へ
通
う
腰
弁
街
道
も
全
く

往
年
の
景
観
を
改
め
て
し
ま
っ
た
︒

二
葉
亭
の
﹁
浮
雲
﹂
の
冒
頭
に
﹁
千
早
振
る
神
無
月
も
︑
最
早

跡
二
日
の
余
波
と
な
ツ
た
二
十
八
日
の
午
後
三
時
頃
に
︑
神
田
見

な
ご
り

附
の
内
よ
り
︑
塗
渡
る
蟻
︑
散
る
蜘
蛛
の
子
と
︑
う
よ

く

ぞ
よ

く
湧
出
で
ゝ
来
る
の
は
︑孰
れ
も
顋
を
気
に
し
給
ふ
方
々
﹂

云
々
と
あ
る
以
下
の
描
写
が
︑
こ
の
腰
弁
街
道
の
描
写
と
し
て
最

も
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

﹁
浮
雲
﹂
の
第
一
篇
が
出
た
明
治
二
十
年
か
ら
三
十
年
後
に
芥
川



17

龍
之
介
が
﹁
毛
利
先
生
﹂
を
書
い
た
時
︑
偶
然
神
田
橋
を
冒
頭
に

持
出
し
た
︒
二
葉
亭
が
使
っ
た
﹁
神
田
見
附
﹂
と
い
う
言
葉
が
疾

く
に
消
滅
し
て
い
る
代
り
に
﹁
腰
弁
街
道
﹂
と
い
う
言
葉
が
新
に

点
出
さ
れ
た
︒﹁
自
分
た
ち
の
左
右
に
は
昔
嶋
崎
藤
村
が
﹁
も
つ

と
頭
を
あ
げ
て
歩
け
﹂
と
懐
慨
し
た
︑
下
級
官
吏
ら
し
い
人
々
が
︑

ま
だ
漂
つ
て
ゐ
る
黄
昏
の
光
の
中
に
︑
蹌
踉
た
る
歩
み
を
運
ん
で

行
く
﹂
と
い
う
描
写
は
︑
三
十
年
を
隔
て
て
﹁
浮
雲
﹂
の
冒
頭
に

通
う
の
で
あ
る
︒

﹁
も
つ
と
頭
を
あ
げ
て
歩
け
﹂
と
藤
村
が
慷
慨
し
た
と
い
う
の
は

﹁
並
木
﹂
と
い
う
小
説
で
あ
る
︒
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明
治
四
十
年
六
月
の
﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
に
発
表
し
た
︒

そ
の
短
篇
の
末
尾
に
至
っ
て
主
人
公
が
腰
弁
街
道
の
光
景
を
望

み
︑﹁
も
つ
と
頭
を
上
げ
て
歩
け
﹂
と
独
語
し
て
涙
を
落
す
と
い

う
の
で
あ
っ
た
と
思
う
︒

漱
石
山
房

ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
っ
た
漱
石
が
第
一
に
居
を
卜
し
た
の
が
本
郷

駒
込
千
駄
木
町
五
十
七
番
地
で
あ
っ
た
︒
こ
の
家
の
写
真
は
﹁
漱

石
写
真
帖
﹂
に
出
て
い
る
︒﹁
道
草
﹂
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
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の
は
こ
の
時
代
の
生
活
で
あ
ろ
う
︒
明
治
三
十
六
年
三
月
か
ら
三

十
九
年
末
ま
で
居
住
と
あ
る
か
ら
︑﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
は
勿

論
﹁
漾
虚
集
﹂﹁
鶉
龍
﹂
に
収
め
ら
れ
た
短
篇
は
皆
こ
の
家
で
成

っ
た
の
で
あ
る
︒
漱
石
の
生
涯
を
通
じ
て
最
も
創
作
力
の
旺
盛
な

時
代
と
云
え
る
か
も
知
れ
ぬ
︒

こ
の
家
の
持
主
が
斎
藤
阿
具
博
士
な
の
で
︑
博
士
が
仙
台
か
ら

東
京
へ
転
任
す
る
に
及
び
︑
他
へ
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
︒
こ
の
移
転
直
前
に
﹁
野
分
﹂
を
書
い
て
い
る
︒
三
十
九
年
も

押
詰
っ
た
十
二
月
二
十
七
日
︑
西
片
町
十
ろ
ノ
七
に
移
っ
た
︒﹁
三

四
郎
﹂
の
広
田
先
生
の
引
越
先
は
ヘ
ノ
三
で
あ
る
︒
あ
の
引
越
の
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条
は
多
少
こ
の
時
の
事
が
取
入
れ
て
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
︒

こ
ゝ
に
来
て
か
ら
朝
日
入
社
の
事
が
き
ま
り
︑
大
学
の
職
を
一

擲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
朝
日
の
主
筆
池
辺
三
山
が
訪
ね
て
来
た

の
を
二
階
に
通
し
て
﹁
少
し
誇
張
は
あ
る
が
︑
大
仏
を
待
合
に
招

じ
た
と
同
様
に
不
釣
合
な
感
を
起
し
た
﹂
と
云
っ
た
の
は
こ
の
家

で
あ
る
︒
当
時
二
葉
亭
も
西
片
町
に
住
ん
で
い
て
︑
銭
湯
で
一
緒

に
な
る
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
ら
し
い
︒

漱
石
は
こ
ゝ
で
﹁
虞
美
人
草
﹂
を
書
き
上
げ
︑
四
十
年
の
九
月

二
十
九
日
に
早
稲
田
南
町
七
に
移
っ
た
︒﹁
文
鳥
﹂
の
書
出
し
に

﹁
十
月
早
稲
田
に
移
る
﹂
と
あ
る
の
は
︑
一
日
二
日
の
事
だ
か
ら
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十
月
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
が
誰
も
知
っ
て
い
る

漱
石
山
房
で
あ
る
︒

爾
来
漱
石
の
作
品
は
悉
く
こ
の
家
の
﹁
伽
藍
の
様
な
書
斎
﹂
で

生
れ
た
︒
温
泉
へ
行
っ
て
小
説
を
書
く
よ
う
な
人
で
な
か
っ
た
か

ら
︑余
所
で
書
い
た
も
の
と
云
え
ば
胃
腸
病
院
で
稿
を
起
し
た﹁
思

ひ
出
す
事
な
ど
﹂
位
の
も
の
か
と
思
う
︒
最
後
の
漱
石
山
房
の
模

様
は
漱
石
自
身
の
書
い
た
も
の
に
出
て
来
る
し
︑
門
下
の
手
に
成

っ
た
も
の
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
︒
芥
川
龍
之
介
は
﹁
漱
石
山
房
の
秋
﹂

で
漱
石
生
前
の
様
子
を
書
き
︑﹁
漱
石
山
房
の
冬
﹂
で
歿
後
改
築

さ
れ
て
か
ら
の
模
様
を
書
い
て
い
た
︒
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今
度
遺
跡
に
指
定
さ
れ
た
の
は
千
駄
木
町
の
家
で
あ
る
︒
早
稲

田
は
戦
災
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
︒
西
片
町
は
短
期
間
で
あ
り
︑
写

真
帖
に
は
出
て
い
る
が
︑
今
ど
う
な
っ
て
い
る
か
知
ら
ん
︒

大
川
端

小
山
内
薫
の
﹁
大
川
端
﹂
は
︑
別
々
に
書
い
た
三
つ
の
小
説
を

纏
め
て
一
の
長
篇
に
し
た
も
の
で
︑
作
者
の
意
図
は
後
に
書
い
た

﹁
落
葉
﹂
及
﹁
鏡
台
前
﹂
を
併
せ
て
三
部
作
と
す
る
に
在
っ
た
と

い
う
︒
他
の
二
部
は
姑
く
措
き
﹁
大
川
端
﹂
だ
け
に
就
て
見
て
も
︑
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こ
れ
ほ
ど
大
川
端
の
空
気
を
描
き
得
た
小
説
は
他
に
あ
る
ま
い
と

思
わ
れ
る
︒
但
こ
の
小
説
の
大
川
端
は
中
洲
か
ら
代
地
に
至
る
間

が
主
で
︑稀
に
水
神
あ
た
り
が
舞
台
に
な
る
位
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
︒

﹁
乞
食
﹂
と
い
う
短
篇
も
﹁
大
川
端
﹂
時
代
の
片
影
ら
し
い
が
︑

こ
れ
に
出
て
来
る
の
も
亦
同
じ
世
界
で
あ
る
︒
大
川
端
と
い
う
の

は
こ
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

芥
川
龍
之
介
が
学
生
時
代
に
書
い
た
﹁
大
川
の
水
﹂
と
い
う
随

筆
は
﹁
自
分
は
大
川
端
に
近
い
町
に
生
ま
れ
た
﹂
と
い
う
一
句
に

は
じ
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
大
川
端
に
近
い
町
は
即
ち
本
所
の
こ
と

な
の
で
﹁
家
を
出
て
椎
の
若
葉
に
掩
は
れ
た
︑
黒
塀
の
多
い
横
網
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の
小
路
を
ぬ
け
る
と
︑
直
あ
の
幅
の
広
い
川
筋
の
見
渡
さ
れ
る
︑

百
本
杭
の
河
岸
へ
出
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
作
者
は
﹁
大
川
端
﹂
の

よ
う
に
︑
本
所
を
背
景
と
し
た
作
品
を
あ
ま
り
残
し
て
い
な
い
︒

﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
と
か
﹁
妖
婆
﹂
と
か
い
う
も
の
が
本
所
を
舞
台

に
し
た
梢
々
長
い
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
は
大
川
端

と
没
交
渉
で
あ
る
︒
た
ゞ
﹁
開
化
の
良
人
﹂
の
主
人
公
は
百
本
杭

に
近
く
邸
宅
を
構
え
て
い
た
関
係
か
ら
︑
こ
の
小
説
の
中
に
は
大

川
端
と
い
う
言
葉
が
散
見
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
最
後
に
柳
橋
の
舟

宿
か
ら
大
川
へ
漕
出
し
た
猪
牙
舟
の
場
面
を
用
い
て
い
る
︒﹁
大

川
端
﹂
と
違
う
方
面
の
大
川
端
を
書
い
た
小
説
の
一
例
に
挙
ぐ
べ
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き
で
あ
ろ
う
︒

﹁
大
川
の
水
﹂
の
中
に
は
燬
け
た
砂
を
踏
ん
で
水
泳
を
習
い
に
行

く
こ
と
が
書
い
て
あ
る
︒
夏
毎
に
大
川
端
に
姿
を
現
し
た
水
泳
場

な
る
も
の
は
︑
何
時
頃
ま
で
在
っ
た
か
は
っ
き
り
お
ぼ
え
ぬ
が
︑

今
日
の
人
に
は
ち
ょ
っ
と
想
像
も
つ
か
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
吾
妻
橋
か

ら
新
大
橋
ま
で
に
五
つ
あ
っ
た
渡
し
の
う
ち
︑
駒
形
︑
富
士
見
︑

安
宅
が
先
ず
廃
れ
︑
一
の
橋
か
ら
浜
町
へ
渡
る
渡
し
と
︑
御
蔵
橋

か
ら
須
賀
町
へ
渡
る
渡
し
と
が
残
っ
て
い
る
と
も
書
い
て
あ
る

が
︑
附
記
し
て
一
の
橋
の
渡
し
の
絶
え
た
こ
と
を
云
い
︑
御
蔵
橋

の
渡
し
の
廃
れ
る
の
も
間
が
あ
る
ま
い
と
云
っ
て
い
る
︒﹁
大
川
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の
水
﹂
を
書
い
た
の
は
大
正
三
年
で
あ
る
︒
大
川
の
水
に
対
し
て

渡
し
舟
を
連
想
す
る
人
な
ら
ば
︑
必
ず
大
川
端
の
水
泳
場
を
知
っ

て
い
る
に
相
違
無
い
︒

本
所
に
育
っ
た
斎
藤
緑
雨
が
好
晴
の
日
に
渡
し
を
渡
る
の
を
楽

み
と
し
︑
用
も
無
い
の
に
彼
方
へ
渡
り
︑
此
方
へ
渡
り
す
る
の
を

逸
興
と
も
安
慰
と
も
し
て
い
た
が
︑
一
銭
蒸
汽
が
往
来
す
る
よ
う

に
な
っ
て
頓
に
興
が
さ
め
た
と
い
う
の
は
大
分
古
い
事
で
あ
ろ

う
︒﹁
横
網
も
一
銭
蒸
汽
近
づ
く
と
廻
る
う
ね
り
も
君
お
も
は
す

る
﹂
と
北
原
白
秋
が
詠
ん
だ
の
は
︑
そ
の
一
銭
蒸
汽
が
も
う
古
び

た
存
在
に
な
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
︒
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向
島

漱
石
の
明
治
四
十
二
年
の
日
記
に
こ
ん
な
事
が
書
い
て
あ
る
︒

虚
子
が
﹁
続
俳
諧
師
﹂
を
書
く
と
き
予
告
を
出
し
て
期
日
が
せ
ま

っ
て
も
何
も
書
く
事
が
な
い
︒
と
も
角
も
向
島
を
散
歩
し
よ
う
と

い
う
の
で
散
歩
に
出
て
︑
そ
れ
を
書
い
た
︒
明
日
に
な
っ
て
も
明

後
日
に
な
っ
て
も
ま
だ
書
く
事
が
な
い
の
で
好
加
減
に
向
島
を
引

き
延
ば
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
︒
呑
気
な
事
な
り
︒
宜
な
り
続
俳

諧
師
の
冒
頭
十
数
回
の
振
は
ざ
る
や
︒
夫
を
蘇
峰
が
︑
今
度
の
は

大
変
面
白
い
屹
度
評
判
に
な
る
で
し
ょ
う
と
云
っ
た
そ
う
だ
︒
虚
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子
も
能
く
出
来
て
い
る
が
︑
蘇
峰
も
能
く
出
来
て
い
る
︒

︱

こ
の
話
は
森
田
草
平
も
﹁
自
叙
伝
﹂
か
何
か
の
中
に
ち
ょ
っ
と

書
い
て
い
た
か
と
思
う
︒
但
こ
の
冒
頭
は
作
者
自
身
削
っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
︑
単
行
本
の
﹁
続
俳
諧
師
﹂
を
読
ん
だ
の
で
は
︑
能
く

出
来
て
い
る
所
以
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒

向
島
に
は
依
田
学
海
も
い
た
︒
饗
庭
篁
村
も
い
た
︒
幸
田
露
伴

も
い
た
︒
正
岡
子
規
も
学
生
時
代
に
一
夏
を
桜
餅
屋
の
二
階
で
暮

し
て
﹁
七
草
集
﹂
と
い
う
も
の
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
篁
村
は

﹁
天
地
無
窮
の
変
化
を
測
知
る
こ
と
を
い
ま
だ
能
く
せ
ず
︑
向
島

に
住
み
て
洪
水
三
度
の
難
に
遭
ふ
は
︑
治
水
の
功
聊
か
禹
に
及
ば
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ざ
る
所
あ
る
に
似
た
り
﹂
な
ど
と
洒
落
て
い
た
が
︑
そ
の
後
牛
込

へ
引
越
し
て
し
ま
っ
た
︒
露
伴
は
大
分
後
ま
で
向
島
に
と
ゞ
ま
っ

た
が
︑
結
局
去
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
東
台
墨
堤
と
並
び
称
さ
れ
た

向
島
が
︑
桜
の
名
所
た
る
実
質
を
失
っ
た
の
は
明
治
四
十
三
年
の

洪
水
以
来
で
あ
る
︒そ
れ
で
も
長
い
間
の
習
慣
は
恐
し
い
も
の
で
︑

春
に
な
る
と
人
が
出
る
︒
沼
波
瓊
音
の
﹁
白
日
下
の
涙
﹂
に
﹁
今

ま
で
年
々
そ
こ
に
集
ふ
群
衆
は
︑
さ
も
花
を
見
に
来
る
如
く
見
え

た
が
︑
実
は
さ
う
で
は
無
か
つ
た
﹂
と
あ
る
の
は
︑
こ
の
花
が
無

く
な
っ
た
後
の
向
島
の
消
息
を
伝
え
た
の
で
あ
る
︒

紅
葉
の
﹁
三
人
妻
﹂
の
中
に
十
余
人
の
艶
婦
を
抱
え
た
向
島
の
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別
荘
と
い
う
の
が
出
て
来
る
︒
露
伴
の
﹁
大
珍
話
﹂
に
も
︑
場
所

は
わ
ざ
と
変
え
て
あ
る
が
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
明
治
時

代
の
読
者
な
ら
ば
︑
一
読
し
て
直
に
大
倉
の
別
荘
を
暗
示
し
た
も

の
と
合
点
す
る
書
き
方
で
あ
っ
た
︒
今
は
そ
れ
に
説
明
を
要
す
る

ほ
ど
古
い
話
に
な
っ
た
し
向
島
の
空
気
も
変
っ
て
し
ま
っ
た
︒

阪
本
四
方
太
の
﹁
向
島
﹂
は
百
花
園
を
見
物
し
て
︑
言
問
団
子

に
入
っ
て
︑
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
を
見
る
だ
け
の
小
品
で
あ
る
︒
百
花

園
も
昔
の
面
影
は
乏
し
く
な
っ
た
が
︑
と
に
か
く
向
島
の
一
角
に

残
存
し
て
い
る
︒言
問
団
子
も
洋
館
に
な
っ
て
土
手
の
上
に
出
た
︒

物
皆
移
り
行
く
世
の
中
に
︑
い
さ
ゝ
か
な
り
と
も
過
去
の
形
見
を
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と
ゞ
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
を
以
て
可
矣
と
す
る
よ
り
仕
方

が
あ
る
ま
い
︒

一
葉
旧
居

樋
口
一
葉
が
大
音
寺
前
を
引
払
っ
て
丸
山
福
山
町
に
越
し
た
の

は
明
治
二
十
七
年
五
月
一
日
で
あ
っ
た
︒﹁
家
は
本
郷
の
丸
山
福

山
町
と
て
︑
阿
部
邸
の
山
に
そ
ひ
て
︑
さ
ゝ
や
か
な
る
池
の
上
に

た
て
た
る
が
有
け
り
︑
守
喜
と
い
ひ
し
う
な
ぎ
や
の
は
な
れ
座
敷

成
し
と
て
︑
さ
の
み
ふ
る
く
も
あ
ら
ず
︑
家
賃
は
月
三
円
也
︑
た
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か
け
れ
ど
も
こ
ゝ
と
さ
だ
む
﹂
と
当
時
の
日
記
に
見
え
て
い
る
︒

﹁
雨
の
夜
﹂
の
書
出
し
に
﹁
庭
の
芭
蕉
の
い
と
高
や
か
に
延
び
て
︑

葉
は
垣
根
の
上
や
が
て
五
尺
も
こ
え
つ
べ
し
﹂
と
あ
る
の
も
こ
の

庭
な
ら
︑
亡
兄
の
形
見
の
硯
を
甥
な
る
子
が
池
に
投
入
れ
た
と
い

う
﹁
月
の
夜
﹂
の
記
事
も
︑
前
の
﹁
さ
ゝ
や
か
な
る
池
﹂
に
当
る

の
で
あ
る
︒

一
葉
の
文
名
は
そ
れ
以
前
か
ら
無
い
で
も
な
か
っ
た
が
︑
こ
の

家
に
移
っ
て
後

︱
二
十
八
年
に
な
っ
て
か
ら
頓
に
揚
っ
た
︒﹁
に

ご
り
え
﹂
は
こ
の
家
の
近
く
に
あ
っ
た
商
売
屋
を
舞
台
に
取
っ
た

の
で
︑
大
音
寺
前
を
描
い
た
﹁
た
け
く
ら
べ
﹂
よ
り
も
︑
こ
の
方
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が
先
に
成
っ
て
い
る
︒
一
葉
が
そ
の
附
近
の
家
に
頼
ま
れ
て
﹁
御

料
理
仕
出
し
﹂
云
々
と
千
蔭
流
の
筆
を
招
牌
に
揮
っ
た
と
い
う
の

も
こ
の
家
に
於
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
丸
山
福
山
町
の
家
は
四
番
地
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
一
葉
は

こ
ゝ
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
馬
場
孤
蝶
が
明
治
四
十
五
年
に

全
集
の
跋
を
書
い
た
時
︑
こ
の
家
は
既
に
無
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑

今
日
か
ら
は
全
く
た
ず
ね
よ
う
も
あ
る
ま
い
︒
家
は
四
十
三
年
の

八
月
東
側
の
高
い
崖
が
崩
れ
た
為
︑
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
が
︑
そ
の
時
住
ん
で
い
た
の
が
森
田
草
平
で
あ
っ
た
︒
こ
の
事

は
漱
石
の
﹁
思
ひ
出
す
事
な
ど
﹂
の
中
に
﹁
妻
が
本
郷
の
親
類
で
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用
を
足
し
た
帰
り
と
か
に
︑
水
見
舞
の
積
で
柳
町
の
低
い
町
か
ら

草
平
君
の
住
ん
で
ゐ
る
通
り
迄
来
て
︑
此
処
ら
だ
が
と
思
ひ
な
が

ら
︑
表
か
ら
奥
を
覗
い
て
見
る
と
︑
か
ね
て
見
覚
え
の
あ
る
家
が

く
し
や
り
と
潰
れ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒

﹁
草
平
君
は
半
生
か
ら
崖
崩
れ
を
恐
れ
て
︑
出
来
る
丈
表
へ
寄
つ

て
寝
る
と
か
聞
い
て
ゐ
た
が
︑
家
の
潰
れ
た
時
に
は
︑
外
の
も
の

は
丸
で
無
難
で
あ
つ
た
に
も
拘
は
ら
ず
︑
自
分
丈
は
少
し
顔
へ
怪

我
を
し
た
さ
う
で
あ
る
﹂
と
も
書
い
て
あ
る
︒
若
し
こ
の
時
住
ん

で
い
る
の
が
他
の
人
で
あ
っ
た
ら
︑
一
葉
歿
後
十
数
年
を
経
て
︑

崖
崩
れ
に
潰
れ
た
様
子
を
こ
れ
だ
け
は
っ
き
り
知
る
こ
と
は
困
難
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で
あ
っ
た
ろ
う
︒
不
思
議
な
因
縁
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
︒

不
忍
池

詩
人
の
所
謂
﹁
小
西
湖
﹂
の
称
は
︑
今
の
人
に
は
縁
が
遠
く
な

っ
た
︒
吾
曹
先
生
と
し
て
知
ら
れ
た
福
地
桜
痴
が
池
の
端
に
邸
宅

を
構
え
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
も
︑
一
部
の
回
顧
趣
味
者
の
興

味
を
惹
く
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
森
鷗
外
の
﹁
雁
﹂
は
︑
桜
痴
が

い
た
時
代
の
池
の
端
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
︒
明
治
十
三
年
と
い

う
の
だ
か
ら
︑
鷗
外
が
﹁
雁
﹂
の
筆
を
執
る
時
分
に
も
已
に
﹁
古
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い
話
﹂
で
あ
っ
た
︒
不
忍
池
を
舞
台
に
し
た
作
品
と
し
て
は
︑
第

一
に
こ
の
一
篇
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
こ
の
小
説
の
最
後
の

山
で
︑
題
名
の
由
っ
て
来
る
所
以
で
も
あ
る
一
段
が
︑
枯
蓮
の
中

に
投
じ
た
つ
ぶ
て
が
偶
然
一
羽
の
雁
に
中
る
︑
日
が
暮
れ
て
か
ら

そ
れ
を
取
り
に
行
っ
て
︑
不
幸
な
雁
の
肉
を
肴
に
酒
を
飲
む
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
不
忍
池
の
様
子
も
大
分
変
っ
て
し
ま
っ
た
が

蓮
と
水
と
が
あ
る
限
り
﹁
雁
﹂
に
描
か
れ
た
事
実
を
想
起
せ
し
む

る
も
の
が
あ
る
︒

三
十
年
近
く
時
代
が
推
移
し
て
︑
上
野
に
勧
業
博
覧
会
の
開
か

れ
た
明
治
四
十
年
に
な
る
と
︑﹁
虞
美
人
草
﹂
の
夜
景
が
浮
び
上
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る
︒
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
う
つ
し
た
池
を
中
心
に
︑
三
人
連
と

四
人
連
と
が
偶
然
出
会
す
る
︒四
人
連
の
方
で
は
気
が
つ
い
た
が
︑

三
人
連
の
方
は
何
も
知
ら
ず
に
︑
紅
茶
を
飲
む
と
い
う
一
節
で
あ

る
︒
あ
の
中
に
外
国
館
と
し
て
出
て
来
る
建
物
の
名
残
は
今
で
も

存
し
て
い
る
が
︑
池
を
横
切
っ
た
観
月
橋
な
る
も
の
は
︑
そ
の
後

大
分
た
っ
て
か
ら
無
く
な
っ
た
︒

不
忍
池
を
描
い
た
文
学
は
相
当
多
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
︒
小
山

内
薫
の
﹁
足
拍
子
﹂
に
も
︑
た
し
か
不
忍
池
の
こ
と
が
あ
っ
た
︒

﹁
枯
蓮
に
う
す
れ
し
夕
日
影
消
え
て
水
音
寒
く
鴨
ふ
た
つ
飛
ぶ
﹂

︵
薫
園
︶
と
か
︑﹁
鴨
啼
い
て
灯
火
消
す
や
長
酡
亭
﹂︵
子
規
︶
と
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か
い
う
詩
歌
の
類
に
及
べ
ば
多
々
益
々
弁
ず
る
わ
け
で
あ
る
︒
正

岡
子
規
も
学
生
時
代
に
一
時
不
忍
池
畔
に
い
た
こ
と
が
あ
り
︑
附

近
の
飲
食
店
の
名
を
列
挙
し
て
い
る
が
︑
蓮
玉
庵
以
外
は
殆
ど
皆

亡
び
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
氷
月
の
汁
粉
の
こ
と

は
︑
内
田
魯
庵
も
泉
鏡
花
も
随
筆
に
書
い
て
い
る
︒
紅
葉
山
人
の

お
供
を
し
て
百
花
園
へ
行
っ
た
帰
り
︑鉄
道
馬
車
で
上
野
へ
出
て
︑

氷
月
の
張
出
し
の
方
で
汁
粉
を
三
つ
頂
戴
し
た
の
だ
と
い
う
︒
ま

だ
後
年
の
よ
う
に
酒
を
嗜
ま
な
か
っ
た
青
年
時
代
の
鏡
花
の
風
丯

の
窺
わ
れ
る
一
挿
話
で
あ
る
︒

不
忍
池
畔
に
馬
見
所
の
あ
っ
た
話
も
今
で
は
大
分
古
く
な
っ



39

た
︒
そ
の
次
に
来
た
の
が
自
転
車
競
走
︑
今
の
所
謂
競
輪
で
あ
る
︒

小
山
内
薫
の
﹁
大
川
端
﹂
の
中
に
︑
木
場
の
材
木
屋
の
主
人
公
が

不
忍
の
自
転
車
競
走
に
出
て
︑
一
等
を
取
っ
た
記
念
に
う
つ
し
た

写
真
と
い
う
の
が
出
て
来
る
︒
あ
の
主
人
公
は
実
在
の
人
物
で
︑

第
一
次
﹁
新
思
潮
﹂
の
出
資
者
だ
と
い
う
か
ら
︑
こ
の
競
走
の
話

も
多
分
事
実
で
あ
ろ
う
︒
明
治
三
十
年
代
の
片
影
ら
し
い
︒

観
潮
楼

鷗
外
が
団
子
坂
上
に
居
を
定
め
る
に
至
っ
た
経
緯
は
︑自
ら﹁
細
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木
香
以
﹂
の
中
に
書
い
て
い
る
︒
は
じ
め
買
取
っ
た
時
の
家
は
三

間
に
台
所
の
附
い
た
小
さ
な
も
の
で
︑
そ
の
う
ち
の
三
畳
に
反
古

張
の
襖
が
二
枚
立
て
て
あ
っ
た
︒
反
古
は
俳
文
の
絵
入
紀
行
で
︑

巻
首
に
香
以
散
人
の
半
身
像
が
あ
る
︒
香
以
が
安
政
六
年
に
書
い

た
草
稿
ら
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
鷗
外
が
後
年
に
及
ん

で
香
以
の
伝
を
草
し
た
の
も
︑
古
く
か
ら
い
う
因
縁
が
あ
る
か
ら

で
あ
っ
た
︒

観
潮
楼
の
名
は
遥
に
東
京
湾
の
水
を
望
み
得
る
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
る
︒
そ
れ
は
長
年
こ
の
二
階
に
い
る
鷗
外
が
︑
ご
く
晴
れ
た

日
に
僅
に
そ
れ
と
見
得
る
だ
け
の
も
の
で
︑
馴
れ
な
い
人
に
は
絶



41

対
に
見
え
な
い
の
だ
と
い
う
︒
結
婚
後
間
も
な
く
夫
人
が
︑
ど
う

し
て
も
私
に
は
見
え
な
い
と
云
っ
た
ら
︑
お
前
は
正
直
だ
︑
自
分

が
そ
う
云
う
と
成
程
見
え
ま
す
な
ど
と
い
う
人
が
あ
る
が
︑
そ
ん

な
に
見
え
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
云
っ
て
笑
っ
た
と
い
う
話

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
併
し
﹁
細
木
香
以
﹂
に
は
﹁
今
の
わ
た
く

し
の
家
の
楼
上
か
ら
︑
浜
離
宮
の
木
立
の
上
を
走
る
品
川
沖
の
白

帆
の
見
え
る
の
は
﹂
云
々
と
あ
る
︒
海
の
水
は
見
え
な
く
と
も
︑

帆
影
に
よ
っ
て
見
当
は
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

鷗
外
の
文
学
的
生
活
は
久
し
き
に
亙
っ
た
か
ら
︑
随
分
い
ろ
い

ろ
な
人
が
観
潮
楼
を
訪
れ
た
︒
笹
川
臨
風
が
斎
藤
緑
雨
の
紹
介
で



42

訪
問
す
る
と
︑
緑
雨
の
所
謂
母
堂
の
首
実
検
や
口
頭
試
問
が
あ
っ

て
︑
然
る
後
鷗
外
に
逢
う
こ
と
が
出
来
た
と
云
っ
て
い
る
の
は
︑

よ
ほ
ど
古
い
話
ら
し
い
︒
二
葉
亭
も
﹁
舞
姫
﹂
を
露
語
に
訳
し
た

後
︑
一
度
た
ず
ね
て
来
た
︒
木
下
杢
太
郎
が
﹁
南
蛮
寺
門
前
﹂
を

書
き
上
げ
た
晩
︑
雪
を
踏
ん
で
観
潮
桜
を
敲
き
︑
草
稿
の
一
閲
を

乞
う
た
な
ど
と
い
う
話
も
あ
る
︒﹁
め
ざ
ま
し
草
﹂
を
賑
わ
し
た

合
評
会
と
云
い
︑
明
星
派
と
根
岸
派
と
を
結
び
つ
け
た
歌
会
と
云

い
︑
観
潮
楼
の
歴
史
は
自
ら
明
治
大
正
文
学
史
の
一
面
を
な
す
観

が
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
訪
問
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
観
潮
楼
の
印
象

を
集
め
た
ら
相
当
の
分
量
に
達
す
る
に
相
違
な
い
︒
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観
潮
楼
は
鷗
外
の
作
品
に
無
論
出
て
来
る
が
︑
そ
う
多
く
は
な

い
︒﹁
青
年
﹂
の
第
一
回
に
﹁
ふ
い
と
左
側
の
籠
塀
の
あ
る
家
を

見
る
と
︑
毛
利
某
と
い
ふ
門
札
が
目
に
附
く
﹂
と
外
側
か
ら
見
た

こ
の
家
の
事
を
書
い
て
︑
主
人
公
の
立
場
か
ら
自
分
を
評
せ
し
め

て
い
る
の
は
︑
鷗
外
一
流
の
い
た
ず
ら
で
あ
る
︒

浅
草

浅
草
に
関
す
る
文
学
を
限
ら
れ
た
紙
面
で
云
々
す
る
こ
と
は
容

易
で
な
い
︒
現
に
浅
草
生
れ
の
人
の
手
に
成
っ
た
︑﹁
浅
草
記
﹂
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︵
久
保
田
万
太
郎
︶
と
い
う
書
物
が
存
在
す
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
以

下
は
所
謂
浅
草
文
学
の
圏
外
に
こ
ぼ
れ
た
断
片
を
二
三
拾
い
集
め

た
に
過
ぎ
ぬ
︒

芥
川
龍
之
介
は
﹁
キ
ユ
ウ
ピ
ツ
ド
﹂
と
い
う
小
品
の
中
で
︑
浅

草
と
い
う
言
葉
は
複
雑
で
あ
る
と
云
い
︑
少
く
と
も
自
分
に
は
三

通
り
の
観
念
を
与
え
る
と
云
っ
た
︒第
一
は
観
音
堂
中
心
の
世
界
︑

第
二
は
池
の
ま
わ
り
の
見
世
物
小
屋
︑
第
三
は
つ
ゝ
ま
し
い
下
町

の
一
部
で
︑﹁
浅
草
﹂
の
作
者
久
保
田
万
太
郎
君
を
感
じ
さ
え
す

れ
ば
い
ゝ
と
い
う
の
で
あ
る
︵
彼
の
晩
年
の
作
品
﹁
浅
草
公
園
﹂

︱
或
シ
ナ
リ
オ

︱
は
無
論
こ
の
三
つ
の
世
界
を
断
片
的
に
描
い
て
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い
る
︶︒
こ
の
小
品
の
中
で
彼
は
一
応
昔
の
浅
草
に
触
れ
︑
こ
う

い
う
昔
の
景
色
は
先
師
夏
目
先
生
の
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
に
書
い
て
あ

る
以
上
︑
今
更
僕
の
悪
文
な
ど
は
待
た
ず
と
も
好
い
の
に
違
い
な

い
と
云
っ
て
片
付
け
て
し
ま
っ
た
︒漱
石
の
浅
草
は
慥
に
珍
し
い
︒

﹁
彼
岸
過
迄
﹂
の
主
人
公
は
祖
父
か
ら
聞
い
た
江
戸
時
代
の
浅
草

を
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
浅
草
ま
で
出
か
け
て
行
っ
て
︑
帰
り
に
蔵

前
で
文
銭
占
い
の
婆
さ
ん
か
ら
身
の
上
の
暗
示
を
受
け
る
の
で
あ

る
︒泉

鏡
花
は
﹁
妖
術
﹂
と
い
う
短
篇
に
不
思
議
な
浅
草
の
一
角
を

描
い
た
︒
浅
草
行
の
電
車
に
乗
合
せ
た
女
が
手
品
師
で
︑
一
緒
に
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入
っ
た
小
座
敷
で
手
品
を
見
せ
る
︒
標
題
だ
け
見
る
と
如
何
な
る

幻
怪
的
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
と
思
う
が
︑
実
際
は
そ
れ
ほ

ど
で
も
な
い
︒
作
者
が
作
者
だ
け
に
舞
台
は
観
音
堂
を
中
心
と
し

た
第
一
の
世
界
を
離
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
︒

斎
藤
緑
雨
が
﹁
わ
す
れ
貝
﹂
の
中
で
上
野
と
浅
草
と
の
比
較
を

試
み
た
の
は
明
治
三
十
三
年
で
あ
っ
た
︒
上
野
は
築
き
成
さ
れ
た

る
公
園
な
り
︑
陰
気
な
る
神
の
庭
な
り
︑
浅
草
は
埋
立
て
ら
れ
た

る
公
園
な
り
︑
陽
気
な
る
仏
の
宿
な
り
以
下
各
方
面
に
亙
っ
て
奇

警
な
る
比
較
を
列
記
し
た
末
︑
最
後
に
こ
う
云
っ
て
い
る
︒﹁
以

上
は
諸
種
の
点
よ
り
︑
開
化
の
公
園
に
二
様
あ
る
を
示
し
た
る
の
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み
︒
比
較
の
始
め
な
り
︑
判
断
の
終
り
に
あ
ら
ず
︒
敢
て
擱
筆
の

便
宜
を
得
ん
が
た
め
︑
こ
ゝ
に
無
用
の
一
語
を
添
へ
ん
か
︒
上
野

行
は
緑
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
︑浅
草
行
は
紅
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
︑

之
を
顚
倒
し
た
る
は
︑
無
智
な
る
馬
車
鉄
道
会
社
の
過
失
な
り
﹂

︱
爾
来
五
十
年
︑
上
野
も
浅
草
も
幾
変
遷
し
た
︒
緑
雨
の
挙
げ

た
中
に
は
現
在
無
く
な
っ
た
も
の
も
あ
る
︒
併
し
浅
草
な
る
も
の

を
鋭
く
概
括
的
に
捉
え
得
た
点
で
︑
あ
れ
ほ
ど
簡
潔
な
批
判
は
他

に
類
が
無
い
か
も
知
れ
ぬ
︒
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大
学
図
書
館

図
書
館
と
い
う
と
こ
ろ
は
文
学
者
に
縁
が
あ
り
そ
う
で
存
外
そ

う
で
な
い
ら
し
く
︑
従
っ
て
文
学
的
材
料
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ

て
い
な
い
︒
一
葉
女
史
が
屢
々
上
野
図
書
館
に
通
っ
た
こ
と
は
日

記
に
見
え
て
居
り
︑
若
き
日
の
薄
田
泣
董
が
そ
の
姿
を
見
か
け
た

こ
と
が
あ
る
と
何
か
に
書
い
て
い
た
が
︑
こ
れ
な
ど
は
寧
ろ
珍
し

い
方
の
材
料
に
属
す
る
︒

漱
石
が
大
学
を
去
っ
て
﹁
朝
日
﹂
に
入
っ
た
時
︑
四
年
間
の
過

去
を
顧
み
て
﹁
大
学
で
一
番
心
持
の
善
か
つ
た
の
は
図
書
館
の
閲

覧
室
で
新
著
の
雑
誌
杯
を
見
る
時
で
あ
つ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
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大
学
に
教
鞭
を
執
る
間
︑度
々
図
書
館
へ
出
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

だ
か
ら
﹁
三
四
郎
﹂
の
中
に
も
大
学
の
図
書
館
が
出
て
来
る
︒
借

り
た
本
の
見
返
し
に
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
の
伯
林
大
学
に
哲
学
を
講
じ
た

る
時
⁝
⁝
﹂
云
々
と
い
う
長
い
落
書
が
鉛
筆
で
書
い
て
あ
っ
た
と

い
う
の
は
︑
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
が
︑
ど
ん
な
本
を

借
り
て
見
て
も
︑
必
ず
誰
か
の
眼
を
通
し
た
痕
跡
が
あ
る
︑
念
の

た
め
ア
フ
ラ
・
ベ
ー
ン
と
い
う
作
家
の
小
説
を
借
り
て
見
た
ら
︑

そ
れ
に
も
や
は
り
鉛
筆
で
丁
寧
に
し
る
し
が
附
け
て
あ
る
の
で
︑

到
底
遣
り
切
れ
な
い
と
思
っ
た
と
あ
る
の
は
︑
漱
石
自
身
の
体
験

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
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﹁
三
四
郎
﹂
の
時
代
を
何
年
か
若
く
し
た
の
が
芥
川
龍
之
介
の

﹁
路
上
﹂
で
あ
る
︑
あ
れ
は
作
者
の
大
学
生
時
代
を
書
こ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
遺
憾
な
が
ら
﹁
三
四
郎
﹂
ほ
ど
手
際
よ
く
出

来
上
っ
て
い
な
い
︒
前
篇
だ
け
で
筆
を
擲
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
︑

作
者
自
身
も
不
満
足
で
あ
っ
た
為
か
も
知
れ
ぬ
︒﹁
路
上
﹂
の
中

に
も
大
学
図
書
館
の
場
面
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
﹁
路
上
﹂
は
大

学
の
図
書
館
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
︒
但
こ
ゝ
で
読
む
書
物
の

こ
と
は
出
て
来
な
い
︒﹁
見
上
げ
る
や
う
な
大
書
棚
が
︑
何
段
と

な
く
古
ぼ
け
た
背
皮
を
並
べ
て
ま
る
で
学
問
の
守
備
で
も
し
て
ゐ

る
砦
の
や
う
な
感
を
与
へ
て
ゐ
た
﹂
な
ど
と
書
い
て
あ
る
︒
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大
学
図
書
館
に
た
て
籠
り
︑
書
斎
よ
り
も
こ
ゝ
で
多
く
の
筆
を

執
っ
た
こ
と
沼
波
瓊
音
の
如
き
は
稀
で
あ
ろ
う
︒
彼
の
異
色
あ
る

﹁
徒
然
草
講
話
﹂
は
こ
ゝ
で
稿
を
起
し
こ
ゝ
で
書
き
了
っ
た
︒

﹁
白
日
下
の
涙
﹂
を
は
じ
め
︑
瓊
音
の
作
物
に
散
見
す
る
図
書
館

な
る
も
の
は
多
く
上
野
で
な
し
に
大
学
図
書
館
の
よ
う
で
あ
る
︒

彼
は
大
学
図
書
館
の
特
別
室
を
以
て
我
が
為
の
理
想
郷
な
り
と
云

い
︑
室
内
の
様
子
︑
窓
外
の
眺
な
ど
を
細
叙
し
て
い
る
︒
大
正
震

災
よ
り
十
年
も
前
の
文
章
だ
か
ら
︑
今
の
建
物
で
は
な
い
︒﹁
図

書
館
の
吉
野
桜
﹂
と
い
う
彼
の
長
詩
は
︑﹁
新
聞
包
み
の
麺
麹
︑

番
茶
入
れ
し
水
筒
﹂
を
携
え
て
日
々
こ
ゝ
に
通
う
感
慨
を
詠
っ
た
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も
の
で
あ
る
︒

大
久
保

さ
び
し
い
田
舎
の
︑
家
の
小
さ
い
︑
庭
の
広
い
︑
樹
木
の
沢
山

あ
る
屋
敷
に
住
み
た
い
と
云
っ
て
い
た
小
泉
八
雲
は
西
大
久
保
の

売
屋
敷
が
全
く
日
本
風
で
近
所
に
西
洋
風
の
家
も
な
く
︑
後
に
竹

藪
の
あ
る
の
が
気
に
入
っ
た
︒
明
治
三
十
五
年
の
大
久
保
は
大
分

田
舎
で
も
の
し
ず
か
で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
の
藪
で
頻
に
鶯
の
囀
る

の
が
聞
え
た
そ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
が
八
雲
の
日
本
で
手
に
入
れ
た
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最
初
の
家
で
又
永
眠
の
家
で
も
あ
っ
た
︒

国
木
田
独
歩
が
独
歩
社
を
や
め
て
か
ら
移
っ
た
の
も
西
大
久
保

で
あ
る
︒
番
地
は
何
方
の
全
集
に
も
書
い
て
な
い
し
︑
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
大
久
保
村
時
代
の
番
地
で
は
見
当
も
つ
き
か
ね
る
が
︑
そ

の
家
の
写
真
は
何
方
の
全
集
に
も
載
っ
て
い
る
︒
独
歩
の
家
は
竹

垣
を
め
ぐ
ら
し
た
茅
葺
屋
根
で
︑
如
何
に
も
村
居
た
る
に
ふ
さ
わ

し
い
︒
彼
は
こ
の
家
で
﹁
竹
の
木
戸
﹂
を
書
い
た
︒
居
を
定
め
た

の
が
四
十
年
の
四
月
で
︑
六
月
に
は
湯
ヶ
原
に
病
を
養
い
︑
十
一

月
に
は
常
陸
国
湊
町
に
転
じ
︑
翌
年
二
月
に
は
茅
ヶ
崎
の
南
湖
院

に
入
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
︑
実
際
の
大
久
保
生
活
は
短
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か
っ
た
の
で
あ
る
︒

大
町
桂
月
が
大
久
保
に
居
を
卜
し
て
﹁
田
園
雑
興
﹂
な
ど
と
い

う
文
章
を
書
い
た
の
も
︑
多
分
こ
の
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
当
時

の
大
久
保
は
田
園
の
称
に
背
か
な
か
っ
た
︒﹁
三
四
郎
﹂
の
中
に

出
て
来
る
野
々
宮
さ
ん
の
家
を
見
て
も
﹁
踏
切
か
ら
す
ぐ
横
へ
折

れ
る
と
︑
ほ
と
ん
ど
三
尺
許
り
の
細
い
路
に
な
る
︒
そ
れ
を
爪
先

上
り
に
だ
ら

く
と
上
る
と
︑
疎
な
孟
宗
藪
が
あ
る
︒
其
の
藪
の

手
前
と
先
に
一
軒
づ
ゝ
人
が
住
ん
で
ゐ
る
﹂
と
い
う
調
子
で
︑
こ

の
藪
の
下
を
轟
と
鳴
っ
て
通
る
の
が
電
車
で
な
し
に
甲
武
線
の
汽

車
で
あ
る
︒
隔
世
の
感
が
あ
る
と
で
も
云
う
よ
り
仕
方
が
無
い
︒
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岡
本
綺
堂
の
﹁
三
浦
老
人
昔
話
﹂
は
大
久
保
に
住
ん
で
い
る
三

浦
と
い
う
老
人
か
ら
話
を
聞
い
て
書
い
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
各
篇
の
は
じ
め
に
ち
ら
ち
ら
と
姿
を
見
せ
る
の
が
明
治
の
大

久
保
の
片
影
で
あ
る
︒
三
浦
老
人
は
有
名
な
る
半
七
老
人
と
同
じ

く
作
者
腔
裏
の
産
物
に
相
違
無
い
が
︑
こ
こ
に
出
て
来
る
大
久
保

の
片
影
の
中
に
は
棄
て
が
た
い
も
の
が
多
い
︒
そ
の
中
に
突
如
と

し
て
︑
震
災
に
家
を
焼
か
れ
て
目
白
に
逃
れ
︑
麻
布
に
移
り
︑
更

に
大
久
保
百
人
町
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
作
者
の
後
年
の
事
実
談

が
顔
を
出
す
︒
こ
の
大
正
末
の
大
久
保
の
こ
と
は
﹁
郊
外
生
活
の

一
年
﹂
と
い
う
綺
堂
の
随
筆
に
書
い
て
あ
る
︒
震
災
後
に
お
け
る
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あ
の
辺
の
変
化
は
︑
正
に
三
浦
老
人
を
し
て
瞠
目
せ
し
む
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
が
︑
今
度
の
戦
災
で
又
そ
の
上
に
輪
を
か
け
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
八
雲
の
旧
居
に
少
数
の
人
が
集
っ
て
八
雲

忌
の
句
を
作
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
の
は
何
時
頃
で
あ
っ
た
ろ

う
︒今
で
は
も
う
夢
の
よ
う
な
記
憶
を
と
ど
め
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
︒

田
端

﹁
三
四
郎
﹂
の
中
に
佐
竹
の
下
屋
敷
を
通
抜
け
て
道
灌
山
へ
出
よ

う
と
す
る
と
番
人
が
出
て
来
て
叱
り
つ
け
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
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る
︒
屋
敷
と
云
っ
て
も
残
っ
て
い
た
の
は
黒
い
門
と
庭
だ
け
で
あ

っ
た
が
︑
あ
の
一
帯
が
後
に
日
暮
里
渡
辺
町
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
︒
そ
の
頃
か
ら
道
灌
山
の
模
様
も
大
分
変
っ
て
し
ま
っ
た
︒

道
灌
山
は
正
岡
子
規
に
因
縁
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
高
浜
虚

子
を
伴
っ
て
勉
学
の
必
要
を
切
言
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
胸
胞
神
社

の
傍
で
石
井
露
月
を
送
る
柚
味
噌
会
を
開
い
た
こ
と
も
あ
る
︒
明

治
三
十
二
年
の
九
月
に
腕
車
を
駆
っ
て
道
灌
山
に
遊
ん
だ
時
は
︑

﹁
山
は
無
き
武
蔵
野
の
原
を
な
が
め
け
り
車
立
て
た
る
道
灌
山
の

上
﹂﹁
婆
々
が
茶
屋
は
い
た
く
荒
れ
た
り
昔
わ
が
遊
び
に
来
て
は

柿
く
ひ
し
と
こ
ろ
﹂
な
ど
と
詠
ん
だ
︒
然
る
に
そ
れ
か
ら
二
三
年
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に
し
て
子
規
は
大
龍
寺
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑

田
端

虫
聞
く
や
子
規
の
墓
あ
る
山
続
き

鳴

雪

と
い
う
因
縁
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
道
灌
山
社
昔
か
ら

虫
の
名
所
と
云
わ
れ
て
い
た
︒

道
灌
山
が
変
化
し
た
と
同
時
に
田
端
と
い
う
土
地
も
一
変
し

た
︒
芥
川
龍
之
介
が
﹁
秋
﹂
の
中
で
﹁
町
並
が
葱
畑
に
移
る
近
く
﹂

と
云
い
﹁
人
通
り
の
少
い
場
末
の
町
﹂
と
云
っ
た
幅
の
狭
い
道
も

田
端
駅
か
ら
動
坂
下
へ
出
る
広
い
道
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
︑

全
く
昔
日
の
面
影
を
と
ど
め
な
く
な
っ
た
︒
東
京
人
た
る
こ
の
作
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家
は
郊
外
と
い
う
も
の
を
好
ま
ず
自
分
の
住
ん
で
い
る
田
端
も
や

は
り
東
京
の
郊
外
だ
か
ら
︑
あ
ん
ま
り
愉
快
で
は
な
い
と
云
っ
て

い
る
︒
併
し
﹁
野
人
生
計
事
﹂
の
中
に
あ
る
﹁
東
京
田
端
﹂
の
一

篇
は
︑
田
端
と
い
う
土
地
及
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
々
を
伝
え
る

意
味
で
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

庭
木
に
烏
瓜
の
下
つ
た
の
は
鋳
物
師
香
取
秀
真
の
家
︒
竹
の

葉
の
垣
に
垂
れ
た
の
は
画
家
小
杉
未
醒
の
家
︒
門
内
に
広
い

芝
生
の
あ
る
の
は
長
者
鹿
嶋
龍
蔵
の
家
︒
ぬ
か
る
み
の
路
を

前
に
し
た
の
は
俳
人
滝
井
折
柴
の
家
︒
踏
石
に
小
笹
を
あ
し

ら
っ
た
の
は
詩
人
室
生
犀
星
の
家
︒
椎
の
木
や
銀
杏
の
中
に
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あ
る
の
は

︱
夕
ぐ
れ
灯
籠
に
火
の
と
も
る
の
は
茶
屋
天
然

自
笑
軒

此
等
の
家
も
悉
く
戦
災
に
亡
び
た
筈
で
あ
る
︒
芥
川
龍
之
介
を

記
念
す
る
為
に
作
ら
れ
た
﹁
お
も
か
げ
﹂
の
中
に
は
︑
あ
の
門
前

に
到
る
道
の
写
真
な
ど
も
入
れ
て
あ
っ
た
が
︑
今
日
で
は
田
端
の

面
影
を
偲
ぶ
資
料
に
も
な
っ
て
い
る
︒

上
野

日
曜
文
学
の
徒
と
自
ら
称
し
て
い
た
阪
本
四
方
太
は
︑
上
野
を
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題
材
に
し
て
﹁
椎
の
木
蔭
﹂
を
書
き
﹁
動
物
園
﹂
を
書
き
﹁
博
物

館
﹂
を
書
い
た
︒﹁
月
待
﹂
と
い
う
の
も
上
野
の
山
王
台
で
二
十

六
夜
の
月
を
見
る
写
生
文
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
な
つ
か
し
い
明
治

時
代
の
片
影
で
あ
る
が
︑
こ
う
い
う
舞
台
が
普
通
の
小
説
に
用
い

ら
れ
る
機
会
は
少
い
︒

﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
の
中
に
夜
動
物
園
の
虎
の
声
を
聞
き
に
往

こ
う
と
云
っ
て
︑寒
月
君
が
苦
沙
弥
先
生
を
誘
い
出
す
条
が
あ
る
︒

深
夜
闇
寂
と
し
て
四
望
人
な
く
︑
鬼
気
肌
に
逼
っ
て
魑
魅
鼻
を
衝

く
際
に
上
野
の
老
杉
の
葉
を
悉
く
振
い
落
す
よ
う
な
勢
で
鳴
く
の

を
聞
く
と
い
う
趣
向
だ
け
れ
ど
も
︑
果
し
て
聞
き
得
た
か
ど
う
か
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は
書
い
て
な
い
︒
正
岡
子
規
の
歌
に
﹁
上
野
山
夕
越
え
来
れ
ば
森

暗
み
け
だ
も
の
吠
ゆ
る
け
だ
も
の
ゝ
園
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
︑
偶

然
動
物
園
の
外
か
ら
聞
く
獣
の
声
を
詠
ん
で
い
る
︒
こ
う
い
う
歌

は
あ
ま
り
多
く
は
あ
る
ま
い
︒

漱
石
の
﹁
野
分
﹂
に
は
音
楽
学
校
の
音
楽
会
が
出
て
来
る
︒﹁
三

四
郎
﹂
に
は
絵
画
展
覧
会
と
精
養
軒
の
場
面
が
あ
る
︒
夏
の
暑
い

晩
に
共
同
水
道
の
水
を
浴
び
て
い
た
ら
巡
査
に
見
つ
か
っ
て
擂
鉢

山
へ
駈
け
上
っ
た
と
い
う
よ
う
な
暢
気
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
精
養
軒

の
会
の
帰
り
に
出
る
︒
精
養
軒
で
食
事
を
す
る
と
こ
ろ
は
鷗
外
の

﹁
青
年
﹂
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
巌
谷
漣
が
﹁
妹
背
貝
﹂
を
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書
上
げ
て
吉
岡
書
店
か
ら
原
稿
料
を
貰
っ
た
時
︑
紅
葉
︑
魯
庵
と

三
人
で
精
養
軒
へ
午
餐
を
食
い
に
行
っ
た
︒
食
堂
へ
通
る
と
傍
の

テ
ー
ブ
ル
に
岡
倉
天
心
が
流
暢
な
英
語
で
外
人
と
話
し
な
が
ら
ナ

イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
動
か
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
だ

け
で
明
治
の
空
気
に
触
れ
る
思
が
あ
る
︒

芥
川
龍
之
介
は
﹁
開
化
の
良
人
﹂
や
﹁
春
﹂
の
中
に
博
物
館
と

表
慶
館
と
を
使
っ
て
い
る
が
︑舞
台
を
借
用
し
た
と
い
う
ま
で
で
︑

大
勢
に
関
係
は
無
い
︒﹁
お
富
の
貞
操
﹂
は
上
野
の
戦
争
を
題
材

に
し
た
小
説
で
あ
る
︒
上
野
の
戦
争
を
扱
っ
た
も
の
は
珍
し
く
な

い
が
︑
こ
の
小
説
で
は
明
治
二
十
三
年
の
第
三
回
内
国
博
覧
会
開
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会
式
の
当
日
︑
女
主
人
公
が
上
野
広
小
路
で
往
年
の
乞
食
を
見
か

け
る
と
い
う
の
が
余
沫
的
な
一
の
山
に
な
っ
て
い
る
︒
勿
論
そ
の

時
は
乞
食
な
ど
で
な
い
︒
二
頭
立
の
馬
車
に
坐
っ
た
明
治
の
大
官

の
姿
で
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
︒

銀
座

大
正
十
年
に
銀
座
の
柳
が
姿
を
消
し
た
時
︑
資
生
堂
で
拵
え
た

﹁
銀
座
﹂
と
い
う
書
物
が
あ
る
︒
今
取
出
し
て
見
る
と
︑
執
筆
者

の
大
半
は
故
人
で
あ
る
︒
柳
だ
け
は
復
活
し
た
け
れ
ど
も
︑
震
災
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で
全
滅
し
︑
戦
災
で
半
を
焼
か
れ
た
銀
座
の
現
状
を
見
れ
ば
︑
何

よ
り
も
そ
の
後
に
於
け
る
歳
月
の
推
移
を
考
え
ざ
る
を
得
ぬ
︒

﹁
銀
座
﹂
の
中
に
あ
る
﹁
銀
座
の
雨
﹂
と
い
う
白
秋
の
詩
を
読
め

ば
︑
震
災
以
前
の
銀
座
の
影
が
眼
前
に
揺
曳
す
る
︒
あ
の
頃
の
銀

座
は
ハ
イ
カ
ラ
で
は
あ
っ
た
が
︑
今
の
よ
う
な
け
ば
け
ば
し
い
と

こ
ろ
は
無
く
一
帯
の
空
気
が
も
っ
と
落
著
い
て
い
た
︒﹁
薄
あ
か

り
紅
き
ダ
リ
ヤ
を
襟
に
さ
し
シ
ル
ク
ハ
ツ
ト
の
老
い
か
が
み
ゆ

く
﹂﹁
い
ち
は
や
く
冬
の
マ
ン
ト
を
ひ
き
ま
は
し
銀
座
い
そ
げ
ば

ふ
る
霙
か
な
﹂

︱
﹁
桐
の
花
﹂
時
代
の
白
秋
の
歌
に
も
当
時
の

銀
座
が
散
見
す
る
︒
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吉
村
冬
彦
の
﹁
銀
座
ア
ル
プ
ス
﹂
は
銀
座
に
関
す
る
随
筆
中
︑

最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
で
あ
ろ
う
︒
斯
人
と
銀
座
と
の
因
縁
は

意
外
に
古
く
︑
明
治
十
八
年
頃
ま
で
遡
る
︒
そ
の
時
分
の
幻
想
が

生
涯
頭
を
離
れ
ず
︑
煉
瓦
の
面
影
の
殆
ど
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

銀
座
へ
屢
々
歩
を
運
ん
で
︑
デ
パ
ー
ト
の
大
建
築
を
ア
ル
プ
ス
と

観
じ
︑
陳
列
さ
れ
た
美
し
い
品
物
を
御
花
畑
と
し
︑
新
し
い
事
物

に
鋭
利
な
批
判
を
試
み
な
が
ら
徘
徊
す
る
の
で
あ
る
︒
雪
の
降
る

宵
の
銀
座
を
以
て
世
に
も
美
し
い
眺
と
云
い
︑
お
伽
話
を
想
わ
せ

る
よ
う
な
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
る
な
ど
と
云
っ
て
い
る
の

は
︑
斯
人
が
科
学
者
の
頭
と
詩
人
の
心
と
を
併
有
し
て
い
た
証
拠
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で
︑
ジ
ャ
ズ
で
踊
っ
て
リ
キ
ュ
ー
ル
で
更
か
す
銀
座
党
は
こ
ん
な

事
に
無
関
心
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
︒
小
山
内
薫
に
﹁
草
市
の
晩
﹂

と
い
う
短
篇
が
あ
る
︒
情
話
の
世
界
に
入
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る

が
︑
ど
こ
か
淡
々
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
そ
の
点
が
頭
に
残
っ

て
い
る
︒
尤
も
銀
座
を
描
く
以
上
必
ず
酒
と
情
痴
の
世
界
が
展
開

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
は
︑
い
さ
さ
か
捉
わ
れ
た
見

方
で
︑
国
木
田
独
歩
の
﹁
号
外
﹂
に
は
女
は
一
人
も
登
場
し
な
い
︒
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谷
中

中
根
香
亭
に
﹁
天
王
寺
大
懺
悔
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
谷
中

の
墓
地
に
葬
ら
れ
た
人
々
の
幽
霊
が
集
っ
て
懺
悔
話
を
す
る
と
い

う
趣
向
で
︑島
田
一
郎
も
出
れ
ば
鷲
津
毅
堂
も
出
る
︒妖
名
を
後
々

ま
で
謳
わ
れ
た
高
橋
お
伝
も
出
た
と
思
う
︒
子
規
の
句
に
﹁
猫
の

塚
お
伝
の
塚
や
木
下
闇
﹂
と
い
う
の
は
こ
の
谷
中
墓
地
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
が
︑
大
正
年
間
に
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
で
子
規
の
句
輪

講
を
試
み
た
時
︑
猫
の
塚
が
四
足
の
猫
で
な
く
︑
仮
名
垣
魯
文
が

常
に
筆
先
で
芸
妓
の
悪
口
を
云
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
罪
滅
し
に
建
て

た
洒
落
の
碑
石
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
た
の
は
鳴
雪
翁
だ
け
で
あ
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っ
た
︒
今
後
は
益
々
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
行
く
に
相
違
無
い
︒

幸
田
露
伴
の
﹁
五
重
塔
﹂
に
感
応
寺
の
生
雲
塔
と
書
い
て
あ
る

の
が
︑
今
で
も
天
王
寺
墓
畔
に
儼
然
と
立
っ
て
い
る
五
重
塔
の
こ

と
で
あ
る
︒
当
時
露
伴
は
谷
中
に
住
み
︑
日
夕
こ
の
塔
に
親
し
ん

で
い
る
間
に
﹁
五
重
塔
﹂
の
著
想
を
得
た
の
で
あ
る
︒
東
京
の
五

重
塔
が
い
く
つ
か
今
度
の
戦
火
に
亡
び
た
中
に
在
っ
て
︑
上
野
の

丹
塗
の
塔
と
谷
中
の
白
木
の
塔
と
は
幸
に
無
事
で
あ
っ
た
︒﹁
西

よ
り
瞻
れ
ば
飛
椽
或
時
素
月
を
吐
き
︑
東
よ
り
望
め
ば
勾
欄
夕
に

紅
日
を
呑
ん
で
︑
百
有
余
年
の
今
に
な
る
ま
で
︑
譚
は
生
き
て
遺

り
け
る
﹂
と
い
う
﹁
五
重
塔
﹂
巻
尾
の
文
句
は
︑
来
っ
て
こ
の
塔
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を
仰
ぐ
者
の
脳
裏
に
必
ず
蘇
る
で
あ
ろ
う
︒
仮
に
あ
の
塔
の
亡
び

る
日
が
来
て
も
︑
露
伴
の
名
作
の
生
命
は
ま
だ
ま
だ
続
く
か
も
知

れ
ぬ
︒

谷
中
に
は
鋳
金
家
の
岡
崎
雪
声
を
は
じ
め
美
術
家
の
住
居
が
少

く
な
い
︒
初
音
町
に
住
ん
で
い
た
大
野
洒
竹
の
処
に
佐
々
醒
雪
︑

田
岡
嶺
雲
︑
笹
川
臨
風
と
い
う
よ
う
な
人
達
が
集
っ
て
︑
筑
波
会

な
る
も
の
が
成
立
っ
た
の
も
︑
明
治
俳
諧
史
の
一
節
に
記
さ
る
べ

き
事
柄
で
あ
る
︒
大
正
の
末
に
は
北
原
白
秋
が
谷
中
に
住
ん
で
︑

﹁
移
り
来
て
ま
だ
住
み
つ
か
ず
白
藤
の
こ
の
垂
房
も
短
か
か
り
け

り
﹂﹁
く
ろ
ぐ
ろ
と
木
ず
ゑ
か
が
よ
ふ
星
月
夜
御
院
殿
坂
を
ひ
た
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ぶ
る
の
ぼ
る
﹂﹁
墓
原
の
花
す
て
ど
こ
ろ
目
に
つ
き
て
南
天
の
実

の
数
冴
ゆ
る
な
り
﹂
と
い
う
よ
う
な
歌
を
多
く
遺
し
て
い
る
︒
そ

の
頃
白
秋
の
書
い
た
随
筆
に
︑
谷
中
の
墓
地
の
ど
こ
か
に
白
秋
と

い
う
人
の
墓
が
あ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
︒

目
黒

芥
川
龍
之
介
を
し
て﹁
何
度
読
み
返
し
て
も
飽
か
ざ
る
心
ち
す
﹂

と
評
せ
し
め
た
﹁
病
牀
六
尺
﹂
の
文
章
は
目
黒
の
牡
丹
亭
の
一
条

で
あ
っ
た
︒
子
規
が
古
洲
︵
古
島
一
雄
︶
と
二
人
で
牡
丹
亭
を
出
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る
と
︑
十
七
八
の
美
人
が
小
田
原
提
灯
を
点
じ
て
送
っ
て
来
た
︒

こ
の
時
の
趣
は
二
六
時
中
病
苦
に
責
め
ら
れ
る
晩
年
に
至
る
ま

で
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
︑
と
子
規
は
云
っ
て
い
る
︒
子
規
か
ら

古
洲
に
寄
せ
た
書
に
︑﹁
筍
や
目
黒
の
美
人
あ
り
や
な
し
﹂
と
あ

る
一
句
は
︑
こ
の
時
の
事
を
想
い
浮
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

牡
丹
亭
よ
り
二
年
後
︑
即
ち
明
治
二
十
九
年
の
秋
に
も
︑
子
規

は
目
黒
に
遊
ん
だ
︒
同
年
の
﹁
寒
山
落
木
﹂
の
首
に
︑﹁
秋
︑
諸

友
ニ
伴
フ
テ
目
黒
ニ
遊
ビ
栗
飯
ヲ
喰
ヒ
テ
帰
ル
︒
快
甚
﹂
と
い
う

日
記
が
あ
る
︒
子
規
は
歩
行
が
不
自
由
に
な
っ
て
人
力
車
に
乗
っ

て
来
た
︒
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こ
の
時
分
の
目
黒
の
模
様
は
到
底
今
日
か
ら
で
は
想
像
も
出
来

な
い
︒
川
上
眉
山
は
﹁
ふ
と
こ
ろ
日
記
﹂
の
旅
に
出
る
に
当
り
︑

二
葉
亭
と
共
に
牛
込
駅
か
ら
汽
車
に
搭
じ
て
目
黒
の
大
黒
家
と
い

う
宿
に
除
夜
を
過
し
︑
元
日
の
夕
方
都
門
を
発
し
て
い
る
︒
二
葉

亭
は
更
に
そ
の
宿
に
と
ゞ
ま
っ
て
筆
を
執
る
と
い
う
の
だ
か
ら
正

に
隔
世
の
感
が
あ
る
︒

三
十
一
年
の
秋
︑
後
藤
宙
外
が
広
津
柳
浪
と
目
黒
辺
を
散
歩
し

て
い
る
と
路
傍
の
草
の
上
に
二
三
寸
の
毛
糸
が
落
ち
て
い
た
︒
柳

浪
は
﹁
何
か
出
来
そ
う
だ
﹂
と
微
笑
し
な
が
ら
︑
そ
れ
を
快
に
入

れ
て
歩
き
出
し
た
が
︑
や
が
て
先
ず
﹁
も
つ
れ
糸
﹂
一
篇
が
成
り
︑
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次
い
で
﹁
骨
ぬ
す
み
﹂﹁
目
黒
小
町
﹂
を
書
上
げ
た
︒
こ
れ
な
ど

は
目
黒
に
関
す
る
挿
話
の
中
で
も
変
っ
た
材
料
の
一
で
あ
ろ
う
︒

目
黒
に
競
馬
場
が
出
現
し
た
の
は
大
分
後
で
あ
る
が
︑
競
馬
全

盛
の
今
日
か
ら
見
る
と
か
な
り
遠
い
昔
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
︒
小
山
内
薫
は
﹁
落
葉
﹂
の
中
に
﹁
秋
晴
の
空
を
汚
し
て
︑
砂

烟
が
濛
々
と
立
つ
て
ゐ
る
︒
蟻
の
や
う
な
人
の
列
︒
そ
の
中
を
人

力
車
が
行
く
︒
自
動
車
が
走
る
︒
競
馬
場
へ
︒
競
馬
場
へ

︱
﹂

と
書
い
た
︒
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根
岸

根
岸
党
と
称
せ
ら
れ
た
饗
庭
篁
村
︑
須
藤
南
翠
︑
森
田
思
軒
︑

高
橋
太
華
︑
幸
堂
得
知
︑
宮
崎
三
昧
等
の
名
は
現
代
人
に
は
大
分

縁
遠
い
よ
う
で
あ
る
︒
芥
川
龍
之
介
は
嘗
て
︑

根
岸
に
饗
庭
篁
村
あ
り
︑
又
正
岡
子
規
あ
り
し
は
明
治
年
間

の
好
一
対
な
る
べ
し
︒
蕪
村
の
句
に
曰
︑﹁
菜
の
花
や
月
は

東
に
日
は
西
に
﹂
と
︒
子
規
は
即
ち
昇
ら
ん
と
す
る
月
︑
篁

村
は
即
ち
沈
ま
ん
と
す
る

︱
或
は
既
に
沈
み
た
る
の
日
の

み
︒

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒
篁
村
と
子
規
と
は
同
時
に
根
岸
に
居
住
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し
て
い
た
か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
︑
両
者
の
間
に
は
別
に
交
渉
は
無

か
っ
た
︒
但
根
岸
党
の
一
人
た
る
幸
堂
得
知
は
子
規
と
多
少
の
交

渉
が
あ
り
︑
後
々
ま
で
音
無
川
の
ほ
と
り
に
住
ん
で
い
た
か
と
思

う
︒併

し
根
岸
党
な
る
も
の
は
根
岸
に
住
ん
で
い
た
ま
で
で
︑
そ
の

作
品
に
ど
れ
だ
け
根
岸
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ

る
︒
子
規
の
作
物
に
至
っ
て
は
明
に
根
岸
文
学
で
︑
殊
に
病
臥
一

室
を
出
で
ざ
る
晩
年
の
も
の
は
殆
ど
皆
根
岸
の
片
影
だ
と
云
っ
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
︒
彼
の
文
学
的
事
業
は
悉
く
根
岸
の
僑
居

に
成
り
︑
そ
の
作
品
は
随
所
に
根
岸
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
︒
彼
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に
源
を
発
す
る
文
学
を
根
岸
派
と
称
す
る
の
は
︑
篁
村
以
下
の

人
々
を
根
岸
党
と
呼
ぶ
よ
り
遥
に
内
面
的
な
意
義
を
有
す
る
︒
根

岸
を
記
念
す
る
文
学
者
と
し
て
︑
彼
以
上
の
人
が
無
い
の
は
固
よ

り
言
を
俟
た
ぬ
︒

子
規
が
根
岸
に
居
を
定
め
た
の
は
陸
羯
南
と
の
因
縁
に
よ
る
︒

羯
南
の
旧
居
は
戦
争
中
ま
で
昔
の
ま
ゝ
に
残
っ
て
い
た
が
︑
遺
族

が
他
に
移
り
︑
そ
の
家
も
子
規
庵
と
同
じ
く
烏
有
に
帰
し
た
︒
子

規
庵
の
前
面
に
あ
っ
た
中
村
不
折
邸
も
同
時
に
焼
失
し
︑
彼
の
遺

業
た
る
書
道
博
物
館
だ
け
が
現
存
し
て
い
る
︒
不
折
が
根
岸
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
恐
ら
く
羯
南
︑
子
規
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
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う
︒
不
折
以
外
に
も
画
人
の
家
が
多
か
っ
た
が
︑
今
は
そ
の
名
残

も
と
ゞ
め
て
い
な
い
︒

岡
野
の
汁
粉
屋
が
一
変
し
て
耳
鼻
咽
喉
の
病
院
に
な
り
︑
長
塚

節
も
暫
く
入
院
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁
病
中
雑
詠
﹂
の
大
半

は
こ
ゝ
に
成
っ
た
の
で
あ
る
︒

芋
坂
下
の
名
物
の
団
子
屋
は
泉
鏡
花
を
し
て
﹁
松
の
声
﹂
の
一

篇
を
草
し
め
た
︒
土
地
の
狭
い
割
に
昔
か
ら
の
も
の
が
多
く
︑
文

学
的
材
料
に
用
い
ら
れ
る
機
会
も
少
く
な
か
っ
た
が
︑
近
年
は
次

第
に
姿
を
消
し
つ
ゝ
あ
っ
た
︒
必
ず
し
も
昭
和
二
十
年
四
月
の
戦

火
に
よ
っ
て
一
時
に
亡
び
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
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神
楽
坂

震
災
を
免
れ
た
た
め
︑
下
町
が
復
興
す
る
ま
で
の
間
︑
特
に
繁

華
を
示
し
た
神
楽
坂
も
︑今
度
の
戦
火
で
全
く
亡
び
て
し
ま
っ
た
︒

両
側
の
店
の
明
る
い
灯
影
の
中
に
夜
店
が
立
っ
て
︑
幅
の
狭
い
道

を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
人
の
往
来
す
る
あ
の
町
も
︑
何
時
に
な
っ
た
ら
旧

に
復
す
る
か
︑
今
に
な
っ
て
考
え
る
と
い
ろ
い
ろ
連
想
に
上
る
こ

と
が
多
い
︒

横
寺
町
の
先
生
と
云
わ
れ
た
紅
葉
の
家
は
︑
神
楽
坂
を
上
っ
て

肴
町
の
電
車
通
を
突
切
っ
て
か
ら
︑
左
へ
曲
っ
た
あ
た
り
に
在
っ
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た
ら
し
い
︒
あ
の
辺
で
育
っ
た
友
人
な
ど
は
︑
子
供
の
時
分
に
太

弓
場
で
弓
を
引
く
紅
葉
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
︒

紅
葉
中
心
の
世
界
が
神
楽
坂
に
及
ぶ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒

﹁
紅
白
毒
饅
頭
﹂
に
出
て
来
る
縁
日
の
描
写
は
︑
毘
沙
門
の
縁
日

の
夜
に
出
か
け
て
行
っ
て
︑
ノ
ー
ト
に
書
止
め
た
材
料
を
使
っ
た

の
だ
と
い
う
︒
御
供
に
つ
い
た
泉
鏡
花
が
玄
関
番
に
な
っ
て
間
も

無
い
頃
で
︑
紅
葉
も
ま
だ
二
十
五
歳
の
若
い
盛
で
あ
っ
た
︒

鏡
花
の
書
い
た
も
の
に
神
楽
坂
が
現
れ
る
の
は
珍
し
く
な
い
︒

彼
が
半
生
を
回
顧
す
れ
ば
︑
は
じ
め
て
文
学
の
上
に
立
脚
地
を
与

え
ら
れ
た
横
寺
町
時
代
の
事
が
︑
何
よ
り
も
な
つ
か
し
く
浮
ん
で
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来
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹁
春
著
﹂
と
い
う
随
筆
に
は
︑
紅
葉
を

中
心
と
し
た
当
時
の
世
界

︱
未
だ
志
を
得
ざ
る
門
下
の
士
の
生

活
が
浮
彫
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
一
人
混
っ
て
い

た
後
藤
宙
外
︑
こ
の
人
の
﹁
明
治
文
壇
回
顧
録
﹂
の
中
に
も
神
楽

坂
附
近
の
消
息
に
触
れ
た
も
の
が
屢
々
あ
る
︒

漱
石
の
小
説
は
﹁
三
四
郎
﹂
を
最
後
と
し
て
本
郷
か
ら
離
れ
た

観
が
あ
る
︒
こ
れ
は
早
稲
田
南
町
に
移
っ
た
結
果
で
あ
る
が
︑
彼

と
し
て
は
自
分
の
生
れ
た
町
の
近
く
に
帰
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
︒

﹁
そ
れ
か
ら
﹂
の
中
で
深
夜
神
楽
坂
に
さ
し
か
ゝ
っ
て
強
い
地
震

を
感
ず
る
一
条
は
︑
彼
自
身
の
経
験
で
あ
る
こ
と
が
日
記
に
よ
っ
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て
証
せ
ら
れ
る
︒

主
人
公
の
書
生
が
﹁
今
夜
は
寅
毘
沙
で
す
ぜ
﹂
と
い
う
寅
毘
沙

な
る
も
の
は
紅
葉
が
﹁
紅
白
毒
饅
頭
﹂
に
用
い
た
毘
沙
門
の
縁
日

な
の
で
︑
常
で
も
人
通
り
の
多
い
神
楽
坂
が
︑
こ
の
夜
は
一
層
の

賑
を
呈
す
る
の
で
あ
る
︒

﹁
早
稲
田
派
の
忘
年
会
や
神
楽
坂
﹂
と
い
う
子
規
の
句
は
明
治
三

十
一
年
の
作
で
あ
る
︒
抱
月
︑
宙
外
︑
筑
水
︑
梁
川
等
が
﹁
早
稲

田
文
学
﹂
に
筆
陣
を
張
っ
た
頃
で
あ
ろ
う
︒﹁
藁
屋
や
寄
席
の
帰

り
の
冬
の
月

五
城
﹂
と
い
う
句
の
藁
店
は
昔
の
寄
席
で
︑
そ
の

あ
と
が
後
に
牛
込
演
芸
館
に
な
っ
た
︒こ
の
演
芸
館
の
こ
と
は﹁
そ
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れ
か
ら
﹂
の
書
生
も
口
に
し
て
い
る
が
︑
今
日
で
は
ち
ょ
っ
と
説

明
の
し
よ
う
が
無
い
︒
文
学
に
現
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
︑
過
去

の
歴
史
を
辿
る
外
は
あ
る
ま
い
と
思
う
︒
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