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長
屋
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に
八
つ
あ
ん
や
熊
さ
ん
の
生
き
生
き
と
し
た
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
も
あ
る
生
活
ぶ
り
を
思

t
b
ミ
そ
れ
は
、
令
’
も
撃
す
長

屋
が
庶
民
生
活
の
舞
台
の
代
表
で
あ
り
、
超
高
層
時
代
を
生
き
る
現
代
人
に
と
っ
て
も
、
庶
民
感
情
の
故
郷
と
も
い
え
る
親
し
み
を
乱

開
舟
恥
恥
で
あ
ろ
う

e

℃
がι
え

ま
た
よ
ベ

＼
に
い
九
三世
、
＼

、
一
、
、
、
、
、
、

考
え
て
み
る
と
、
八
つ
あ
ん
や
熊
さ
ん
が
暮
ら
し
た
長
屋
の
、
と
り
わ
け
建
築
的
側
面
に
つ
い
て
は
案
外
知
ら
な
い
－
』
と
が
多
く

事a
J
h
b気
付
く
の
芯
あ
る山V
Jき
〕
で
今
回
、

支
え

色、
＼

、
、
‘
、
＼
‘
、
、
、
、
、
、

大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
は
、
江
戸
期
の
典
型
的
庶
民
住
宅
で
あ
る
長
屋
の
制
度
や
慣
習
を
見
直
し
な
が
ら
、
東
西
比
z
t

－
江
戸
乙
大
阪
の
寝
屋
の
復
元
を
試
み
た
。
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長
屋
の
復
元

そ
の
東
西
比
較
を
中
心
と
し
て

町
割
ど
長
屋
・
江
戸
｜
大
阪

江
戸
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
武
士
の
都t
し
て
造
営
さ
れ
た
町
で
あ
っ
た
。
中
心
に

江
戸
城
を
据
え
、
内
濠
、
外
濠
、
神
間川
な
ど
が
鍋
牛
状
に
城
を
取
り
岡
ん
で
い
た
。
大

名
屋
敷
を
軸
と
す
る
町
は
放
射
状
に
広
が
り

、

海
岸
部
で
は
埋
め
立
て
が
早
く
か
・
ー
ら
実
施

さ
れ
、
日
本
橋
か
ら
新
橋
に
至
る
市
街
地
は
、
最
初
に
造
成
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
徳
川

｛
雫
康
入
国
以
来
の
商
人
た
ち
が
多
く
住
ん
だ
こ

れ
ら
の
市
街
地
は
、
古
町
と
し
て
江
戸
市

中
て
も
由
緒
あ
る
町
と
な
っ
て
い
る
。
慶
長
か
ら
寛
永
に
至
る
初
期
の
江
戸
の
町
造
り
の

詳
細
は
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
商
家
の
配
置
に
は一定
の
規
準
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
六
十
間
四
方
の
正
方
形
を一区
画
と
し
、
そ
の
周
囲
は
全
て
道
路
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の

一区
画
は
更
に
二
十
問
四
方
に
九
等
分
さ
れ
、
真
ん
中・の

一区
画
は
会
所

地
と
呼
ば
れ
る
共
有
の
空
地
と
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
規
準
寸
法
は
、

口
小
聞
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
江
戸
の
景
観
を

一
変
さ
せ
た
の
が
、
明
暦
三
年
（

一
六
五
七
年
）
の
大
火
で

あ
る
。
江
戸
市
中
の
六
割
以
上
を
焼
失
さ
せ
た
大
火
は
、
江
戸
の
町
造
り
に
大
き
な
変
更

を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
第

一
は
、
火
災
に
備
え
て
市
街
の
道
路
幅
が
拡
張
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
日
本
橋
大
通
り
は
問
舎
間
十
問
、
本
町
大
通
り
は
京
間
七
問
、
そ
の
ほ
か
の
大
通

り
は
五
聞
か
ら
六
間
隔
と
規
定
さ
れ
た
。
京
聞
と
田
舎
聞
が
何
故
、
混
在
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
は
不
明
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
裏
長
屋
の
敷
地
割
に
至
る
ま
で
反
映
さ

れ
て
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
大
通
り
と
大
通
り
を
結
ぶ
幅
二
聞
か
ら
五
問

し
ん
み
ち

の
道
路
は
表
通
り
、
な
い
し
は
横
町
。
更
に
細
い一間
か
ら
九
尺
幅
の
道
は
新
道
、
あ
る

い
は
小
路
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
に
面
し
た
住
宅
が
表
店
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
表
店
の
裏
側
へ
入
っ
て
い
く三
尺
か
ら
六
尺
の
小
道
に
面
し
て
い
る

の
が
裏
店
、
つ
ま
り
裏
長
屋
な
の
で
あ
る
。
裏
長
屋
の
小
道
は

、

行
き
止
ま
り
の
も
の
を

路
次
、
通
り
抜
け
の
も
の
を
抜
け
裏
と
称
し
た
。こう
し
た
裏
長
屋
は
、
大
火
後
の
復
興

を
底
辺
で
支
え
た
職
人
、
人
夫
な
ど
の
住
居
と
し
て
次
第
に
増
加
し
始
め
、
そ
の
ほ
か
の

下
層
町
人
を
ふ
く
め
た
町
人
層
全
体
の
人
口
増
加
に
伴
い
定
着
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

武
家
地
が
ま
ず
優
先
さ
れ
た
江
戸
で
は
、
総
人
口
の
半
数
を
占
め
た
町
人
が
、
総
面
積
の

二
十
訂
の
土
地
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
裏
長
屋
は
、
世
界
屈
指
の
大
都
市

Jで
あ

っ
た
江
戸
の
町
割
に
お
り
る
、
最
小
単
位
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
大
阪
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
本
格
的
な
町
造
り
が
始
め
ら
れ
、
船
場
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
商
都
？
と
し
て
発
展
し
て
き
た
町
で
あ
る
。

E

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
江
戸
よ
り
は
整
然
’
と
し
た
都
市
計
画
が
推
進
さ
れ

、

東
西
を
通

り
、
南
北
を
筋
と
呼
ぶ
構
成
が
行
わ
れ
た
。
秀
吉
の
計
画
で
は
、
通
り
は
幅
四

・

三
問

、

筋
は
幅
三
・

三
問
。
つ
ま
り
東
西
の
通
り
が
幹
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
阪
城
と
河
口
と
を

結
ぶ
東
西
流
通
路
を
重
視
し
た
も
の
で
、
西
側
の
海
へ
向
か
っ
て
聞
け
る
大
阪
の
地
の
利

や
、
こ
の
地
方
特
有
の
西
風
を
も
考
志
し
た
町
割
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

。

と
り
わ
け
、
大
阪
城
の
西
に
位
置
す
る
船
場
で
は

、

東
西
路
で
あ
る
通
り
が
発
達
し
た
。

筋
は
通
り
を
補
助
す
る
横
町
の
役
目
を
果
た
し

、

住
宅
の
規
模
を
見
て
も
大
商
家
は
通
り

沿
い
に
並
び
、
筋
沿
い
の
家
並
み
は
表
店
、
で
は
あ
っ
て
も
小
さ
か
っ
た
。
ま
た
、
船
場
の

町
割
は
、
四
十
間
四
方
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。一戸
主
当
た
り
で
は

、

一、
、
フ
ロ
ッ
ク
を

更
に
東
西
に
八
つ
割
り
し、

間
口
五
問
、
奥
行
二
十
聞
の
百
坪
を
平
均t
し
て
町
が
形
成

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ

の
町
割
は
、
京
都
や
江
戸
の
六
十
間
四
方
と
比
較
し
て
、

特
殊
と
も
い
え
る
。
か
つ
て
の
難
波
京
を
踏
襲
し
た
も
の
と
も
、
秀
吉
の
伏
見
の
町
割
に

倣
っ
た
t

も
い
わ
れ
、
興
味
深
い
。

大
阪
に
お
け
る
長
屋
は
、
江
戸
と
同
様
、
表
店
の
裏
側
の
路
次
沿
い
に
形
成
さ
れ
て
い

た
が
、
路
次
は
「
ろ
う
じ
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
う
ち

、

通
り
筋
か
ら
通
り
筋
へ
と
抜
け
る

も
の
が
抜
け
路
次
、
反
対
に
行
き
止
ま
り
の
も
の
は
行
き
詰
り
路
次
で
あ
る
。
船
場
に
は
、

当
時
、

. . ~·・，• , ·.’．・・ ‘ ・’－・
．．・’・．．’．．・... -

－ ’・．－ ， ・．・.. . -
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そ
の
路
次
よ
り
も
狭
い
小
路
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
下
水
溝
の
上
に
蓋
を
し
た
形
の
道
で
、

浮
世
小
路
、
淀
屋
小
路
な
ど
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
と
比
較
し
て
武
家
地
の
少
な
か
っ
た
大
阪
で
は
、
そ
の
分
、
町
人
地
が
広
く
、
一

般
に
長
屋
の
居
住
性
も
江
戸
よ
り
は
若
干
良
か
っ
た
と
推
察
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、

商
都
は
ま
た
そ
れ
な
り
に
町
人
同
士
の
階
層
分
化
が
進
み
、
船
場
の
小
路
よ
り
も
更
に
狭

い
路
次
の
裏
長
屋
も
存
在
し
た
。

ま
た
、
江
戸
の
大
通
り
や
大
阪
の
通
り
に
は
、
町
境
に
木
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
木

戸
の
管
理
を
す
る
木
戸
番
は
、
治
安
や
火
の
見
の
役
目
を
果
た
し
た
、
が
、
江
戸
に
は
そ
の

ほ
か
に
町
人
地
に
自
身
番
、
武
家
地
に
辻
番
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
大
阪
に
は
そ
のE

ち
ら
も
存
在
し
な
い
。
更
に
江
戸
の
場
合
、
長
屋
の
入
口
に
も
必
ず
木
戸
が
あ
っ
た
が
、

大
阪
の
は
う
は

一
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
武
都
と
商
都
と
の
違
い
や
、
人
口
増
加
に
伴

う
町
人
管
理
の
必
要
性
の
差
なE

、

二
大
都
市
の
性
格
の
違
い
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る

－
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

長
屋
の
住
人
た
ち

式
亭
三
馬
の
『
浮
世
床
』
に
は
、
歌
川
国
直
の
絵
で
長
屋
の
木
戸
口
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
る

。

木
戸
は
二
本
柱
の
板
屋
根
付
き
の
門
、
て
、
屋
根
上
部
に
は
し
の
び
返
し
が
見
ら

れ
る
。

木
戸
の
扉
は
引
き
遠
い
戸
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
『
浮
世
床
』
の

二
方
向
か
ら
描
い

た
れ
絵
を
詳
細
に
見
る
と
、
扉
が
門
柱
に
密
着
し
て
い
る
点
、
潜
り
戸
（
お
そ
ら
く
片
聞

き
）
の
具
合
、
開
閉
の
容
易
さ
か
ら
判
断
し
て
、
開
き
戸
と
も
推
測
さ
れ
る。

い
ず
れ
に

い
た
V
S
L

せ
よ
日
中
は
開
放
し
て
脇
の
小
さ
な
板
庇
の
下
に
開
い
て
お
い
た
。

こ
の
木
戸
の
庇
の
下
を
よ
く
見
る
と
、
長
屋
の
住
人
た
ち
の
看
板
や
貼
り
紙
が
表
札
が

わ
り
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く。
灸
す
え
所
、
尺
八
指
南
、
高
砂
ば
ば
（
産
婆
）
、
大

こ

せ
ん

だ
っ

峯
山
の
小
先
達
、
本
道
外
科
、
易
者
、
祈
祷
者
、
奉
公
人
の
口
入
れ
屋
な
ど
が
、
こ
の
長
屋
の
住

人
の
職
業
な
の
で
あ
る。

彼
ら
の
全
て
は
、
そ
の
日
稼
宮
の
そ
の
日
暮
ら
し
。

い
わ
ゆ
る
「
宵

ご
し
の
金
は
持
た
な
い
」
連
中
で
あ
っ
た
。

文
化
年
間
に
著
さ
れ
た
『
世
事
見
聞
録
』
に
は
、

す
ベ
ぽ
う
ふ

「
・
栗
店
借
り
、
端
々
町
家
住
居
の
族
、
青
物
売
・
肴
売
都
て
棒
振
り
と
唱
る
も
の
、
日
雇

取
り
・
駕
能
界
・
軽
子
・
牛
索
・
夜
商
ひ
・
紙
屑
買
・
諸
職
手
間
取
等
、
惣
て
我
精
力
を

u

ね
れ
ねる
わ
ざ

練
り
、
骨
打
業
に
て
世
渡
る
者
共
」

と
あ
る
。
彼
ら
は
み
な
、
「
粉
骨
砕
身
し
て
漸
く
其
日
を
過
、
明
日
の
手
当
な
く
」
と
い

う
生
活
ぷ
り
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
落
語
の『壁
金
』
や

『
粗
忽
の
釘
』

に
見
ら
れ

る
薄
い
壁
の
棟
割
長
屋
に
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
漉
ら
せ
、
ま
た
時
に
は
、

椀
と
箸
持
っ
て
来
や
れ
と
壁
を
ぶ
ち
（
誹
菰
柳
多
留
）

と
い
っ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る。

江
戸
期
の
町
人
は
い
く
つ
か
の
階
級
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、例
・
え
ば
江
戸
で
は
、

寄
ー

名
、王
よ
永
持
よ
家
主

店
（
地
）
借
入
と
な
る。

町
年
寄
は
、
お
上
と
町
人
を
結
ぶ

中
間
的
な
立
場
で
あ
り
、
市
政
に
も
参
加
す
る
ほ
ど
実
力
の
あ
る
町
人
で
あ
る。

大
阪
で

は
、
こ
れ
を
惣
年
寄
と
称
し
、
名王
に
あ
た
る
も
の
を
町
年
寄
と
呼
ん
で
い
た。
長
屋
の

住
人
た
ち
は
、
こ
の
ラ
ン
ク
の
最
下
層
で
あ
る
店
借
入
で
、一般
に
は
店
子
t

い
わ
れ
る
。

正
式
に
は
町
人
と
は
認
め
て
も
ら
え
ず
、
町
内
で
の
公
用
出
費
が
な
い
か
わ
り
に
、
町
人

と
し
て
の
権
利
ら
し
き
も
の
も
ほ
と
ん
ど
持
て
な
か
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。

従
っ
て
店
子
の
面
倒
を
見
て
、
管
理
す
る
者
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
家
主
（
大
家
）

で
、
大
阪
で
は
｛杢
寸
と
な
る
。

大
家
（
家
守
）
は
、
地
主
や
家
持
か
ら
年
八
両
か
ら二
十

両
の
給
料
を
も
ら
い
、
長
屋
の
全
て
を
維
持
管
理
す
る
の
で
あ
る

。

落
語
の
『
小言
幸
兵

衛
』

に
は
、
借
家
に
入
り
た
い
と訪
ね
て
く
る
者
た
ち
に
、
職
業
や
家
族
構
成
を
細
か
く

質
問
し
、
果
て
は
嫁
の
世
話
ま
で
強
制
す
る
大
家
が
登
場
す
る
が
、
実
際
、
大
家
と
店
子

の
関
係
は
店
賃
の
取
り
立
て
に
停
ま
ら
ず
、
私
生
活
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い
た

。

ま
た
、

店
子
が
町
奉
行
所
へ
呼
ば
れ
る
時
な
ど
も
、
付
き
添
い
役
と
し
て
出
向
き
日
当
を
得
た
。

「
大
家
と
い
え
ば
親
も
同
然
、店
子
と
い
え
ば
子
も
同
然
」
と
は
、
こ
う
し
た
こ
と
細
か
な

人
間
関
係
を
評
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
に
は
、
大
家
が

二
万
人
以
上
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

店
子
は
入
居
す
る
時
、
金
二
朱
か

一
分
程
度
を
大
家
に
渡
す
こ
と
が
慣
習t
な
っ
て
い

た
。

こ
れ
は
樽
代
と
い
っ
て
、
借
り
る
住
宅
の
規
模
に
よ
っ
て
金
額
が
異
な
っ
て
い
る
が
、

家
主
へ
の
挨
拶
料
で
あ
る。
大
阪
で
は
、
こ
う
し
た
金
銭
の
や
り
と
り
は
な
く
、
酒

一
升

か
一
－升
の
手
形
を
持
っ
て
い
け
ば
済
ん
だ。

ま
た
、
江
戸
の
店
チ
は
五
節
句
の
都
度
、
大

家
に
な
に
が
し
か
の
金
銭
を
包
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
慣
習
も
大
阪
に
は
な
い。

長
屋
住
ま
い
に
関
し
て
は
、
ど
う
や
ら
大
阪
の
ほ
う
が
安
上
が
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る

。

大
家
の
収
入
に
は
給
料
と
こ
う
し
た
金
銭
の
ほ
か
に
、
下
肥
代
が
あ
っ
た

。

長
屋
の
住

人
の
排
世
物
は
肥
料
と
な
る
の
で
、
近
隣
の
農
家
へ
売
却
す
る
の
で
あ
る

。

こ
の
収
入
が

意
外
に
大
き
く
、

一年
に
三
十
両
か
ら
四
十
両
に
も
の
ぼ
る。

当
時
、
職
人
の
中
で
も
高

収
入
t

い
わ
れ
る
大
工
や左
官
の
年
収
が
十
八
両
か
ら
二
十
両
で
あ
る
か
ら
、
下
肥
代
が

大
家
の
生
活
基－盤
を
支
え
て
い
た
と
す
ら
い
え
る。

そ
こ
で
、

店
中
の
尻
で
大
家
は
餅
を
っ
き

と
い
っ
た
陰
口
も
叩
か
れ
た
の
で
あ
る

。

こ
の
下
肥
の
売
却
に
も
、
江
戸
と
大
阪
で
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
っ
た
。

江
戸
は
、
糞

は
大
家
の
収
入
と
な
っ
た
が
、
尿
は
溝
へ
流
し
て
捨
て
て
い
た。

と
こ
ろ
が
大
阪
で
は
両

方
を
売
り
、
糞
は
大
家
の
も
の
、
尿
は
店
子
た
ち
の
も
のt
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

長
屋
に
は
、
江
戸
と
大
阪
と
で
は
、
こ
う
し
た
様
々
な
差
異
が
あ
っ
た
。
で
は
、
建
築

的
に
見
た
場
合
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か。

今
回
、
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
江
戸
！
ζ

大
阪
の
長
屋
を
復
元
し
つ
つ
、

そ
の
比
較
を
試
み
た。

町
年

髪結床（「浮世床」より） . h ill幸ー氏蔵
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長
屋
の
復
元

そ
の
東
西
比
較
を
中
心
と
し
て

江
戸

一
、
場
所
の
設
定

長
屋
は
、
戦
国
時
代
の
山
城
に
お
け
る
兵
卒
用
の
簡
易
休
泊
所
を
原
型
と
す
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
都
市
の
庶
民
住
宅
と
し
て
江
戸
時
代
に
定
着
し
て
か
ら
も
、
簡
易

建
築
で
あ
る
だ
け
に
消
耗
も
激
し
く
、
ま
た
火
事
に
よ
る
焼
失
や
建
替
え
を
繰
り
返
し
行

っ
た
た
め
に
、
現
在
の
東
京
に
は
以
戸
の
面
山
仰
を
そ
の
ま
ま
残
す
長
屋
は
皆
無
に
等
し
い
。

近
世
の
代
表
的
庶
民
住
宅
と
し
て
、
江
戸
長
屋
の
一
棟
も
保
存
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念

で
あ
る
が
、

一
万
、
長
屋
に
闘
す
る
建
築
資
料
も
ま
た
、
即
枕
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ご
く
住

か
に
過
ぎ
な
い
。

炉雨明F智内吋脚肺嚇開概柳欄間間三一町村岡畑一時間判明暗［炉問一一一一吋…＇＇＇·＂＇＇＇＂＇～r~，..，.... Tv.＂＇＂＇＼~＇l"'P－； ~V-'f'，.，，.....＂＇•＇＂＇ザ.，.＿，吋町一時I同司閉伊冊一一一叩河内一一一一一帽耐~叩時間鴨吋開閉

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
は
、
東
京
工
業
大
学
の
平
井
聖
教
授
の
ご
協

こ
け
’
A

ず

h
Mを
得
て
、
江
戸
ド
比
一
陣
に
闘
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
土
地
先
民
同
台
帳
で
あ
る
「
泊
券
図
」

に
注
目
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
想
定
復
元
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
献
と
し
て
は

江
戸
I
C

京
阪
文
化
の
幕
末
に
お
け
る
稀
有
の
比
較
研
究
書
で
あ
る
『
守
貞
投
稿
』
、そ
の
ほ

か
符
世
絵
や
浮
世
草
紙
の
口
絵
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
「
泊
券
図L
の
中
か
ら
、
表

一袋
店
共
に
最
も
典
型
的
な
い
え
屋
剖
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
し
た
の
は
、
ボ
陪
柳
町
の
一
一
い
比
一
回
で
あ
っ
た

。

「
泊
券
図
」

の
添
え
壮
一
円
き
に
は
次
の
よ
う
に
着
さ
れ
て
い
る
。

コ
凶
小
一
橋
柳
町
従
西
角

二
計
百
二
一軒
目
、
表
問
舎
川
卜
間
裏
行
町
並
点
山
廿
山
、
泊
券
金
高

千
両
也
。

明
利
冗
申
年
八
月
、
家
守
給
金
一
ヶ年
金
八
両
」

明
和
元
年
二
七
九
ハ
山
年
）
と
い
え
ば
、
ト
代
将
半
徳
川
家
治
の
初
期
に
あ
た
り
、
や

が
て
回
出
ぷ
次
が
側
川
人
と
し
て
始
以
し
始
め
る
頃
で
あ
っ
た
。

住
。
て
は
平
賀
川
似
内
が
石

綿
を
、
鈴
木
＃
信
が
多
色
刷
版
画
の
錦
絵
を
発
明
し
て
い
る
。

日
以
橋
柳
町
の
こ
の
長
一
回
の
代
山
は
、
中

1
時
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
日
本
倍
大
通

り
の
東
側
に
あ
た
る
。

町
人
地
と
し
て
は
、
も
っ
t

も
江
戸
ら
し
い

一
画
と
い
え
る

Jで
あ

ろ
う
。

現
在
の
地
図
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
昭
和
通
り
の
地
ド
鉄
・

宝
町
駅
入
什
付
近
、
て
、

大
全
業
の
本
社
や
金
融
機
関
の
並
ぶ
町
，
伍
へ
と
大
き
な
変
貌
を
進
、
げ
て
い
る
。

ニ
、
長
屋
の
配
置
と
寸
法

「
泊
券
図
」
は
、
長
一
回
の
別
什
を
単
線
で
表
し
、
柱
伏
院
を
黒
丸
て
不
し
た
簡
単
な
平

面
図
で
あ
る
。

東
西
南
北
の
店
向
と
、
間
u

十
川
奥
行
一
一十
川
の
寸
法
が
記
入
さ
れ
、
平

面
妻
側
に
国
艇
の
形
状
が
簡
単
な
線
で
ポ
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
に
井
戸
t

共
同
使
所
の
位
置

が
描
か
れ
て
い
る

。

敷
地
の
寸
法
は
、
間
口
が
旧
合
間
十
山
、
奥
行
が
京
間
二
卜
山
で
あ
り
、
こ
の
中
に
表

店
と
裏
店
（
一
議
長
屋
）
が
一セ
ッ
ト
の
よ
う
な
形
で
納
め
ら
れ
て
い
る
。
出
合
同
と
広
間

が
混
合
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
敷
地
が
大
通
り
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
t

考
え
ら
れ
、

大
通
り
に
面
す
る
町
割
に
影
響
さ
れ
る
南
北
方
向
は
京
問
、
東
西
方
向
に
あ
た
る
間
口
は
影

響
さ
れ
な
い
で
出
合
問
、
で
割
付
け
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
当
時
の
ほ
か
の
宅
地
剖
の
例

を
見
る
と
、
新
両
替
町
三
丁
目
の
宅
地
は
表
京
間
丘
問
、
裏
行
京
間一
一十
一聞
と
あ
り
、

ま
た
元
大
工
町
の
宅
地
は
表
田
舎
間
十二
問
、
裏
行
京
間
二
十
間
と
、
場
所
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
。

こ

の
こ
と
か

ら
、
初
期
に
割
付
け
ら
れ
た
部
分
は
京
問、そ
の
後
割
付
け

ら
れ
た
部
分
の
基
準
ト
リ
法
に
は
出
舎
山
が
使
わ
れ
た
と
与
え
ら
れ
る
。

江
戸
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
火
災
が
多
く
あ
り
、
そ
の
都
度
、
道
路
計
画
が
変
更
さ
れ

て
い
っ
た
過
程
で
、
町
剖
に
も
田
舎
山
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
回

復
元
を
試
み
た
柳
町
の
長
屋
ブ
ロ
ッ
ク
の
割
付
の
場
合
に
は
、
柱
聞
の
数
通
り
田
舎
問
寸

法
で
計
算
し
て
い
くt
、
北
側
表
店
の
奥
行三
間
半
、
裏
店
部
分
十
三
閥
、
南
側
表
店
四

間
半
で
あ
り
、
東
西
に
接
す
る
路
次
は
わ
ず
かニ
パ
程
度
と
な
り
、
狭
す
ぎ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
敷
地
に
は
縄
伸
び
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
は
そ
の
分
だ
け
広
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長
屋
復
元
図
面
」

参
照

大
阪

現在の東京初中央区 ・ 宝町交差点付近

現在の大阪市東区南久太郎町付近

今
回
、
大
阪
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
が
試
み
た
復
元
は、

江
戸
編
に
見
ら
れ
る
典
型
的

な
裏
長
屋
と
は
若
干
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
口
に
長
屋
と
い
っ
て
も
、
平
屋
建
で
九

尺
二
間
の
部
屋
割
り
が
並
ぶ
形
の
も
の
か
ら
、
落
語
の
『
三
軒
長
屋
』
に
あ
る
よ
う
な、

二
階

建
で
大
工
の
棟
梁
や
町
道
場
、
玉
、
商
人
の
妾
と
い
っ
た
人
た
ち
の
住
む
上
等
な
も
の
ま
で

が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
の
は
、
大
阪
南
久
太
郎

町
五
丁
目
に
店

借
と
し
て
住
ん
だ
大
工・
古
橋
太
郎
兵
衛
（
後
に
山
本
屋
）
の
家
と
、
そ
の
弟
子
が
住
ん
だ
t

思
わ
れ
る
裏
長
屋
で
あ
る
。
建
物
に
関
し
て
は
、
大
工
が
書
い
た
も
の
と
推
察
で
き
る
平
面

図
（
壁
面
線
t

柱
位
置
を
記
入
し
た
も
の
）
が
残
っ
て
お
り

、
こ
れ
を
復
元
異
議
資
料
と
し
た
。

山
本
屋
太
郎
兵
衛
の
名
は
、
正
徳－
一年
（

一
七
二
一
年
）
八
月
、
東
本
願
寺
大
阪
難
波

御
堂
の
上
棟
式
の
記
録
に
、
「
小
棟
梁
、
大
阪
南
久
太
郎
町
五
丁
目
古
橋
太
郎
兵
衛

L
t
し

て
見
ら
れ
る
が
、
こ

の
地
に
は
そ
の
後
、
大
正
期
ま
で山
本
屋
代
々
が
居
住
し
て
い
る
。

大
工
と
し
て
の
山
本
屋
は
、
難
波
御
堂
の
ほ
か
に
、
最
勝
寺
、
本
覚
寺
、
南
都
薬
師
寺
八

幡
宮
、
本
能
寺
、
住
吉
御
社
、
大
阪
城、

天
保
山
御
幸
関
連
工
事
な
ど
を
代
々
が
担
当し

た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
京
都
の
大
工
頭
中
井
役
所
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
の
ち
に
は
大

工
職
年
寄
に
も
任
命
さ
れ
て
い
る
。

山
本
屋
宅
は
、
東
横
堀
川
と
西
横
堀
川
に
挟
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
船
場
の
中
心
街
に
あ

る
。
商
都
大
阪
を
象
徴
す
る
大
問
屋
街
の一角
と
し
て

、

も
っ
と
も
大
阪
ら
し
い
活
気
に

あ
ふ
れ
た
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

代
々
が
難
波
御
堂
の
仕
事
を
担
当
し
て
き
た
が
、
住

居
も
、
南
御
堂
の
す
ぐ
近
く
で
あ
っ
た
。

ど
ぷ
い
け

現
在
の
地
図
に
照
ら
す
と
、
南
御
堂
の
東
側
の
、
心
斎
橋
筋
t

井
池
筋
に
挟
ま
れ
た

一

角
で
あ
る

。

い
ま
も
衣
料
品
な
ど
の
問
屋
街
で
あ
り、

変
貌
し
て
い
る
と
は
い
え
、
江
戸

の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
往
時
の
雰
囲
気
は
残
っ
て
い
る地
域
t

い
え
る
。

な
お
、
復
元
対
象
t

な
っ
た
山
本
屋
宅
と
長
屋
は
嘉
、
永
四
年
（一八
五

一
年
）
の
k

棟

で
あ
る
。

一一

残
さ
れ
た
図
面
に
よ
れ
ば
、
山
本
屋
太
郎
兵
衛
宅
の
敷
地
は
、
間
円
五
問

、

奥
行
二
十

間
（
京
間
寸
法
）
百
坪
の
広
き
で
、
幅
四・
三
聞
の
表
通
り
に
北
面
し
て
い
る
。
『
大
阪

地
籍
地
図
』

と
の
照
合
で
は
、
敷
地
南
面
で
の
隣
地
境
界
線
に
沿
っ
て
、
長
屋
路
次
と
接

し
た
細
い
路
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
当
時
代
以
降
の
資
料
か
ら
水
路
と
判
断

で
き
る
。
表
通
り
の
幅
は
、
秀
吉
が
計
画
し
た
と
い
わ
れ
る
通
り
幅
四・
三
聞
と

一致
し

て
い
て
、
江
戸
と
比
較
す
る
と
町
割
が
正
確
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

通
り
は
、
東
西
の
横
堀
川
を
結
ぶ
道
で
あ
り
、
か
な
り
の
人
通
り
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

山
本
屋
の
表
店
は
二
階
建
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
間
取
り
で
あ
り
、
奥
に
は
蔵
も
あ
る
。

大
工
は
、
は
か
の
職
人t
比
較
し
て
収
入
が
良
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
代
々
続
い
た
棟

梁
の
家
と
も
な
れ
ば
、
店
借t
は
い
っ
て
も
か
な
り
立
派
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
表
店
の
東
脇
に
三
尺
幅
の
路
次
が
あ
り
、
表
通
り
に
木
戸
を
設
け
、
裏
長
屋
へ
と

続
い
て
い
る
。
奥
行
か
ら
見
る
と
、
表
店
と
裏
長
屋
と
は
は
ば
同
じ
で
、
そ
の
境
め
に
井

戸
と
共
同
便
所
、
そ
し
て
芥
溜
（ゴ
ミ
溜
）
が
あ
る
。
裏
長
屋
の
住
戸
は
五
戸
で
、
江
戸

の
柳
町
の
長
屋
と
比
較
し
て
、
一
戸
あ
た
り
が
か
な
り
広
く
取
っ
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
こ
ち
ら
の
長
屋
の
ほ
う
が
上
等
で
あ
っ
た
こ

と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

ま
た
、
寸
法
に
つ
い
て
は
関
西
は
京
間
（

一
間
H

六
尺
五
寸
）
で
あ
り
、
畳
も
関
東
の

長
さ
五
尺
八
寸
、
幅
二
尺
九
す
に
対
し
、
関
西
は
長
さ
六
尺三
寸
、
幅
三
尺
一
す
五
分
と

広
い
。

し
か
し
、
田
舎
聞
は
、
柱
な
ど
の
建
物
構
造
材
の
割
付
が
基
準
と
な
る
格
子
の
上

に
乗
り
、
柱
問
、
が
均一で
施
工
し
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
京
に
近
い
大
阪
と
比

10 
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
主
な
路
次
幅
を
田
舎
間
一
聞
と
す
る
と
、
中
央
の
長
屋
部
分

は
一
閣
が
六
代
と
な
り
、
田
舎
聞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
要
す
る
に
江
戸
で
は
、
そ
の
敷
地

や
大
工
に
か
か
わ
弘
す
、
建
物
に
は
田
舎
聞
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
、
裏
長
屋
の
復
元

江
戸
竃
之
図

俗
ニ
へ
ツ
ツ

イ
ト
云
。
銅

寵
ヲ
銅
壷
ト

云
．
江
戸
／

篭
ハ
必
ズ
場

デ
背
ニ
床
デ

前
ニ
ス
。

グ

「
泊
券
図
」
に
添
え
ら
れ
た
屋
恨
の
形
状
図
か
ら
凡
て
、
柳
町
の
長
屋
は
表
店
、
一
袋
店

共
に
平
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
南
北
に
あ
る
表
出
に
は
通
り
側
半
問
、
裏
側一
同

の
此
が
付
い
て
お
り
、

一品
店
に
は
路
次
側
に
半
間
の
庇
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
庇
下
部
分
は
、

上
川
（

一部
版
張
り
）
で
あ
っ
た
と
与
え
ら
れ
る
。
な
お
、
表
店
の
表
半
聞
の
庇
は
、
実

際
に
は
道
路
部
分
を
下
問
と
り
こ
ん
で

一
山
奥
行
の
店
先
の
庇
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

ク
心
。

平
面
図
の
東
側
部
分
に
技
ぶ
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ん
パ－
一聞
の
裏
・
長
屋
」
で
あ
る
。

川

μ

ん
凡
、
奥
行
二
間
（
柱
間
数
で
は
二
川
半
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は

一
川
半
二
つ
剖
と

下
山
の
住
川
で
あ
る
）
、
坪
数一
一A

坪
の
典
型
的
な
裏
長
屋
で
、
「
泊
券
図
」
に
は
内
部
は
捕

か
れ
て
い
な
い
が
、
ド
比
一
回
の
庶
民
風
俗
を
摘
い
た
絵
②

L

③
か
ら
、
山
口
九
パ
、
奥
行
下

山
の
土
川
二
部
似
張
り
部
分
）
の
奥
は
、
畳
敷
き
か
む
し
ろ
敷
き
の
山
畳
半
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る。

絵
①
で
は
似
張
り
部
分
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
東
側
の
裏
長

以
の
中
で
も

一番
北
側
に
あ
る
よ
う
な
小
さ
な
タ
イ
プ
（
山
口

一
問
、
奥
行二
川
）

部
、
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
絵
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
上
山
と
旧
日
敷
き
’
叩
分
の
境
に
は
附

，
r

ゃ
，
慨
は
担
…
ぃ

。

附
け
放
し
の
状
態
が
汗
通
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
問
の
出
入
口
は

一
間
帽
の

．

牒
付
き
仙
附

f

の
引
き
追
い
μ
が
入
り
、
外
側
に
は
刈

が
あ
り
、
欄
山
部
分
は
述
f

格
ノr
t

な
っ
て

い
た
。
川
口
の
伐
り
半
間
部
分
は
上
壁
で
、
取
り
外
し
た
山
戸
を
立
て
か
け
る
た
め
の
似

こ
の
部
分
の
腰

台
が
拙
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
小
に
は
格
子
窓
の
も
の
も
あ
る。

壁
は
竪
羽
目
板
張
り
か
上
壁
ゃ
で
あ
っ
た。

屋
恨
の
仕
上
材
は
、
庇
部
分
が
桜
町
刊
し
人
屋
川
似
は
ト
ン
ト
ン
町
一
斗
？
と
い
わ
れ
る
柿
持
で
あ

る
。

柿
立
の
場
合
に
は
、
一
極
恨
勾
配
が
一
一「

三
ト

1
4分
は
な
い
と
州
本
が
切
れ
な
い
と
い

わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
長
一
周
の
端
の
妻
側
外
壁
一
は
下
見
振
り
の
板
壁
で
、
格
チ
付
き
窓
の

あ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

内
部
の
壁
の
仕
上
げ
は

一様
で
は
な
い
が
、
絵
に
凡
ら
れ
る
の
は
、
土
問
及
び
龍
、
流

し
台
部
分
で
は
竪
板
張
り
、
畳
敷
部
分
で
は
上
の
塗
壁Jて
、
腰
に
紙
貼
（
ま
た
は
以
占
）

が
多
い
。

天
井
は
、
畳
敷
部
分
で
は
梓
縁
天
井
。

上
聞
の
上
は
屈
服
裂
で
、
へ
っ
つ
い
（
程
）

の
煙
出
し
と
明
り
採
り
を
兼
ね
た
引
き
窓
が
付
い
て
い
た。

絵
①
に
比
ら
れ
る
が
、
ト
か

ら

二

本
の
縄
が
下
が
り
棚
の
俸
に
結
ん
で
あ
る
の
は
、
引
き
窓
の
附
山
間
で
あ
る

。

た
た
き

踏
み
同
め
ら
れ
た
三
和
土
の
上
山
は
、
い
ふ
附
派
台
所
と
な
っ
て
い
る
。

片
側
隅
に
へ
っ

つ
い
が
間
か
れ
、
絵
③
の
よ
う
に
座
り
流
し
が
技
ん
で
い
る
。

江
戸
の
場
令
、
へ
っ
つ
い

は
ば
の
上
か
ら
座
っ
て
お…炊
き
が

Aで
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た。

へ
っ
つ
い
は
、
け
や
き

の
台
に
以
を
敷
き
詰
め
土
竃
（
ま
た
は
銅
趨
）
を
載
せ
た
も
の
で
、
台
の
下
に
は
薪
を
置

い
た
。

流
し
は
木
製
で
、
脇
に
は
上
水
（
飲
料
用
）
の
伝
、
山
木
（
洗
い
肘
）
の
桶
が
技
ん

で
い
た

。

江
戸
Jて
は
水
道
で
曳
い
た
井
戸
本
は
丘
主
で
あ
り
、
上
木
、
問
中
市
t

使
い
分
け
、

更
に
木
の
地
流
し
を
通
し
て
外
の
瀧
へ
捨
て
る
よ
う
な
ポ
も
、
打
ち
ボ
や
植
木
用
に
使っ

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
裂
民
同
に
は
抑
入
れ
は
無
く
、
ぷ
類
は
つ
づ
ら
や
行
乍

へ
納
め
、
そ
の
上
に
漏
団
を
績
み
、
こ
れ
ら
を
凶
風
で
囲
っ
た
り
、
絵③
の
よ
う
に
大
風

伯
敷
に
包
ん
で
青
い
て
い
た。

四
、
共
同
施
設
の
復
元
に
つ
い
て

江
戸
惣
ゴ
ウ
カ
図

フ
阪
圏

一
正一戸
と
大
阪
の
長
屋
を
比
較
す
る
時
、
も
っ
と
も
見
な
っ
て
い
た
も
の
の一
つ
が
、
州
民

所
、
井
戸
と
い
っ
た
共
同
施
ぷ
の
構
造
で
あ
る。
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ペ
、
新
興
の
大
都
市
と
し
て
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
江
戸
で
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
用
い
ら

れ
て
い
た
田
舎
聞
が
引
き
つ
づ
き
町
で
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。
裏
長
屋
の
寸
法
に
し
て
も
、

大
阪
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
が
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
｜人j

屋
根
は
三

寸
五
分
の
勾
配
で
、
杉
の
そ
ぎ
板
を
重
ね
て
木
釘
を
打
ち
込
ん
だ
密
耳
（
た

た
き
屋
根
）
と
し
た
。
切
妻
屋
根
で
路
次
側
の
三
尺
余
り
は
下
屋
と
な
っ
て
い
る
。
壁
は
、

腰
部
分
を
杉
板
張
り
、
上
部
を
土
壁
漆
喰
仕
上
げ
と
し
、
正
面
の
出
入
口
は
、
下
半
分
が

腰
板
張
り
の
油
障
チ
の
戸
で
、
そ
の
横
に
は
、
内
障
子
を
は
め
た
連
子
格
子
の
窓
が
あ
る
。

大
工
が
書
き
残
し
た
図
面
を
見
る
と
、
外
壁
妻
側
の
柱
の
配
置
が

三
尺
間
隔
と
な
っ
て

い
る
。

こ
れ
は
当
時
ま
だ
筋
か
い
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
小
間
割
に
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

内
部
は
、
入
口
の
戸
を
開
く
と
、
ま
ず
内
庭
風
の
土
聞
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
艇

が
一
一つ
置
か
れ
る
。

一
つ
は
飲
料
水
用
に
、
も
う

一
つ
は
洗
樵
用
と
し
て
蓄
え
る
も
の
で
、

瓶
は
生
活
の
必
需
品
で
あ
っ
た。

内
庭
の
横
は
土
間
で
、
走
り
（
流
し
）
と
へ
っ
つ
い
が
置
か
れ
て
い
た
。
『
守
貞
漫
稿
』

京
阪
竃
之
図

必誼温圃・固・・・・・・・ー一

竃
テ
俗

－一

「
へ

ツ
イ
」
ト
云
‘

叉
説
テ

「
へツ

ツ
イ
」
ト
云
也
。

図
ノ
如
キ
タ
「

ミ
ツ
へ
ツ
ツ
イ
」

ト
云
。
迩
土
色

賞
也
。
問
問
ヌ
リ

無
之
、
叉
鋼
臨
叫

デ
用
ヒ

ズ
、
又
、

京
阪
7

爺
ハ
場

デ
前
ニ
床
デ
背

ニ
ス
。

江
戸
ハ

反
之
。

「守点i量稿 二J より

山
本
屋
宅
の
裏
長
屋
は
、
桁
行
九
間
半
、
梁
行
三
間
余
の一
つ
屋
根
の
下
に
、
五
戸
を

そ
れ
ぞ
れ
壁
一
枚
で
仕
切
っ
た
割
長
屋
で
あ
る
。
各
戸
の
間
口
は
、
奥
の

一
戸
だ
け
が
一

間
半
で
あ
る
が
、
残
る
四
軒
は二
聞
と
な
っ
て
い
る
。
九
尺
二
間
の
一
二
坪
を
標
準
と
し
た

長
屋
住
戸
か
ら
す
る
と
、
面
積
は
そ
の二
倍
に
あ
た
る
。
し
か
も
各
戸
に
は
裏
庭
ま
で
あ

り
、
山
本
屋
太
郎
兵
衛
の
弟
子
た
ち
が
起
居
し
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
大
工
職
人
の
生

活
の
豊
か
さ
が
随
所
に
表
れ
、
長
屋
と
は
い
っ
て
も
少
し
の
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
造
り
で

あ
る
。

に
、
「
京
坂
の
趨
は
場
を
前
に
床
を
背
に
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
床
上
か
ら
炊
く
江
戸
と
は

異
な
り
、
土
聞
に
降
り
て
煮
炊
き
を
す
る
形
で
あ
っ
た
。

へ
っ
つ
い
上
部
は
屋
根
・
議
で
、

煙
出
し
用
の
引
き
窓
が
あ
っ
た
点
は
江
戸
と
同
じ
で
あ
る
。

内
庭
に
面
し
た
上
り
権
は
、
建
具
を
設
け
ず
、
左
側
は二
畳
、
右
側
は
畳

一
枚
と
板
縁

と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
奥
の
部
尾
は
四
畳
半
で
、
地
板
の
上
に
置
押
入
が
付
い
て
い
る
。

当
時
は
ま
だ
木
綿
の
蒲
団
で
は
な
く
、
袖
付
き
の
夜
着
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
で

十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
に
は
、
衣
類
を
収
納
し
た
行
李
や
長
持
な
ど
の
生
活
道

具
類
も
し
ま
わ
れ
て
い
た。

部
屋
の
上
部
は
樟
縁
天
井
で
、
床
に
は
縁
の
な
い
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
。
畳
が
床
材
と

し
て

一
般
民
家
に
普
及
し
始
め
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
が
、
下
級
の
長
屋
で
は
板
張
り

の
上
に
む
し
ろ
敷
き
’
と
い
う
と
、
』
ろ
も
あ
っ
た

。

四
畳
半
と
裏
庭
t

の
あ
い
だ
に
は
障
子
が
は
め
ら
れ
、
外
側
に
は
雨
戸
が
付
い
て
い
る
。

こ
の
辺
の
手
法
は
、
現
在
の
住
宅
と
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る

。

山
本
屋
宅
の
裏
長
屋
を
総
体
的
に
見
る
と
、A寸
法
川
に
い
え
ば
1
D
K

か
2
K

の
庭
付
き

住
宅
で
あ
り
、
夫
婦
者
が
十
分
に
暮
ら
し
て
い
け
る
長
屋Jで
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。

京
阪
惣
雪
隠
図

。
」

ヒ
パ
コ
回

「守貞漫稿 二Jより

江
戸
に
お
い
て
惣
後
架
t

呼
ば
れ
た
長
屋
の
共
同
便
所
は
、
京
阪
で
は
惣
雪
隠
で
あ
る
。

山
本
屋
宅
の
平
面
図
で
は
、
ち
ょ
う
ど
表
店
と
の
境
あ
た
り
に
雪
隠
が
二
つ
並
ん
で
い
る
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『
守
貞没
稿
』

に
、
「
長
屋
と
な
て
一
字
数
戸
の
小
民
の
的
屋
に
は
毎
戸
に
周
を
造
ら

ず
、
一
、
二
戸
を
造
て
数
戸
の
兼
用
と
す
る
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
屋
で
は
全
て
共
同

そ
う
ご
う
か
そ
す
せ

勺
ら
ん

便
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
江
戸
で
は
惣
後
架
、
京
阪
で
は
惣
雪
隠
と
い
っ
た
。
柳
町
の
場

合
、
巾
・
央
の
．
長
屋
の
妻
壁
に
接
し
て
六
連
の
惣
後
架
が
あ
り
、
－
一匹
立
て
（
二
人
分
が
別

陳
と
し
て
並
ん
で
い
る
も
の
）
の
よ
う
な
独
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
克
政

二
年
ご

七
九
O
年
）
の
『
笑
本
妃
女
始
』
に
は
、
歌
麿
の
筆
に
よ
る
惣
後
架
が
描
か
れ
て
い
る
（
絵
⑤
）
一
。

江
戸
の
場
合
、
中
の
踏
み
板
は
地
面
か
ら
土
台
分
し
か
上
が
っ
て
お
ら
ず
、
川
凶
器
は
似
を

斜
め
に
立
て
た
程
度
で
、
下
に
は
四
斗
樽
が
理
ぷ
さ
れ
て
い
た
。
戸
は
立
軸
の
棒
に
よ
り

開
閉
す
る
片
聞
き
の
板
戸
だ
が
、
高
き
が
低
く
、
閉
め
て
い
て
も
中
で
用
を
足
し
て
い
る

人
の
頭
部
は
見
え
て
し
ま
う
の
が
特
色
で
あ
る。

惣
後
架
の
屋
恨
は
柿
川
持

、

壁
は
竪
羽
目

の
板
張
り
で
あ
っ
た
。

江
戸
・
井
戸

上
ヨ
リ
次
第
ニ
差
納
沖

地
水
デ
洩
サ
ズ
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地
上
ニ
出
山
川井
町同

化
粧
側
ト
云

材i長リ此
ヒ 1来一以
パニ番上
亦拠側土
ミテ、中

デ数二ニ
上無番ア
ト定側ノν
ス Jt- ト上
制I）；去ヨ

の
が
分
か
る
。
こ
の
惣
雪
隠
は
長
屋
の
住
人
用
の
も
の
で
、
表
の
山
本
屋
に
は
別
に
専
用

の
も
の
が
あ
っ
た
。

京
阪
の
惣
雪
隠
は
、
江
戸
に
比
べ
る
と
造
り
が
良
い
。
入
口
に
は
踏
み
台
が
あ
り
、
中

は
地
面
よ
り
も
一
段
高
い
揚
床t
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
惣
後
架
は
左
右
に
板
を
渡
し
た

程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
京
阪
で
は
床
板
の
中
央
に
ヒ
パ
コ
を
切
っ
た
も
の
（
四
角
い

穴
を
あ
け
る
）
で
、
近
世
の
も
の
t

も
そ
う
大
き
な
違
い
は
無
い
。
入
口
の
戸
も
内
法
高

さ
ま
で
の

一
枚
戸
で
、
江
戸
の
よ
う
に
中
の
人
の
頭
部
が
見
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。方

、
井
戸
の
構
造
に
つ
い
て
も

、

江
戸
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た

。

京
阪
の
井
戸
は
木
製
で
は
な
く、

石
の
く
り
抜
き
で
あ
る
。
地
下
部
分
で
は
方一
尺
、

厚
さ
一
寸
程
度
の
瓦
を
積
み
重
ね、

そ
の
外
側
に
竹
輪
を
掛
け
て
筒
型
に
組
み

、

地
上
部

ト
ペ
井
戸
に
つ
い
て
も
、
高
山
、
表
店
の
共
同
佐
山
と
な
っ
て
い
た
。
江
戸
の井
戸
は
、

地
ド
地
上
部
分
の
全
て
を
、
ヒ
パ
の
赤
み
な
ど
の
木
材
を
川
い
て
揃
状
に
し
、
竹
愉
で
締

め
、
根
川
（
氏
）
に
は
ほ
似
を
伝
っ
た
。
そ
こ
に
竹
筒
で
呼
び
樋
を
通
し
、
上
ぷ
道
の
樋

と
集
い
れ
て
い
た
と
記
鉢
に
は
伐
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ぷ道
の
ホ
を
井
戸
に
－
溜
め
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も

、

長
一
回
の
井
戸
の
全
て
が
こ

の
形
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く、

制
抜
井

戸
や
、
も
う
少
し
浅
い
中
木
川
の
井
戸
が
他
わ
れ
て
い
る
所
も
あ
っ
た0
・
ま
た
、
井
戸
の
上

部
に
は
い
同
似
は
な
く
、
ぶ
は
竹
竿
の
先
仁
川
を
付
け
た
も
の
で
汲
み

K

げ
て
い
た
。
井
戸
端

の
流
し
は
、
一
札
－
ペ
て
は
木
製
で
あ
り
、
俳
ル
小
は
版
議
の
あ
る
路
次
の
ど
ぶ
滞
へ
流
し
て
い
た

。

そ
の
ほ
か
、
什
パ
川
施
ぷ
と
し
て
は
も
う

一
つ
、
州
市
が
あ
る
。
絵
④
に
兄
ら
れ
る
よ
う

に
、
心
行
．
P
か
ら
山
る
日

常
の
ゴ
ミ
は
、
惣
後
架
の
脇
に
あ
る
い
怖
溜
に
集
め
ら
れ
た

。

制
措

は
．
伴
似
て
川
ト
々
を
凶
い
、
そ
の
内
の

4

ト
々
が
抑
え
の
伐
を
外
す
と
聞
く
形
と
な
っ
て
い
た。

長
以
に
お
い
て
は
、
井
μ
の
あ
る
空
川
や
路
次
は
市
一
安
な
志
昧
を
持
っ
て
い
た
。

そ

こ

は
、
友
性
た
ち
の
会
話
の
場
、
，

r

供
た
ち
の
遊
び
の
場
、
体
下
振
り
の
向
い
の
場
なE

、

保
々
な
形
の
交
流
の
場
所
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
長
凶
作
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
山
切

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
表
店
に
つ
い
て

今
川
の
似
元
、
て
は

、

一
以
い
い
k
u
mと
比
ハ
に
点店
の
復
厄
も
行
っ
た
。
最
後
に
少
し
去
店
に
つ

京
阪
・
井
戸

瓦
ノ
表
ニ
竹
輪

ヲ
カ
タ
ル
也

、
、

ζ〉：

りM・、

町
、

UR
ド
ド
ド
ド
ト

此
以
上
土
中
也

厚
サ

一
寸
余
／
瓦

デ
以
テ
公
ミ
杭
ム

瓦
大
異
方
一
尺

い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

柳
町
の
場
介
、

は
、
小
尚
人
や
職
人
が
住
ん
で
い
た
と
忠
わ
れ
る
。

ト
丘
一
山
も
柚
ι

し
た
町
一
同
で
は
な
く
、やは
り
長
以

Jで
あ
っ
た

。

ぃ
ド
火
山
に

「ぞf貞漫稿 二J より

「
泊
券
凶
」か
ら
千
回
で
あ

地
上
ニ
出

町
川
井
筒
、
俗
ニ

井
戸
側
ト
去
、
向
日
礼
町
石
ノ
全
石

デ
穿
チ
民
キ
テ
製
ス

分
で
は
豊
島
石
を
く
り
抜
い
た
も
の
を
据
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た

、

井
戸
端
の
流
し
は
た
た
き
漆
喰
、
あ
る
い
は
切
石
敷
き
で
し
っ
か
り
と
固
め
ら

れ
て
い
た
。

排
水
は
こ
の
流
し
か
ら
、
路
次
の
ど
ぷ
溝
へ
と
流
す
が
、
山
本
屋
宅
の
こ
の

・謀
長
屋
の
場
合
は

、

更
に
表
通
り
の
三
尺
幅
の
下
水
溝
へ
入
り
、
最
後
は
東
西
の
横
堀
川

へ
と
流
れ
込
ん
で
い
た。

大
阪
は
木
の
都
と
も
い
わ
れ
、
計
画
的
に
水
路
を
開
削
し
利
用

し
て
き
た
上
地
柄
だ
け
に
、
河
や
下
水
へ
の
ゴ
ミ
の
投
棄
に
は
厳
し
い
姿
勢
が
と
ら
れ
、

町
の
下
水
管
理
は
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
”
る。

井
戸
の
水
は

、

江
戸
の
よ
う
に
木
道
を
引
き
込
ん
だ
水
と
違
い
、
「
か
な
け
」
が多
く
、

飲
料
水
用
と
し
て
は
河
の
水
を
汲
む
か、
水
屋
か
ら
買
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
長
屋
に
お
い
て
は

、

裏
長
屋
の
共
同
井
戸
の
他
に
、
表
店
に
ヵ
所
掘
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

, 
,. 

大
工
の
棟
梁
で
あ
る
山
本
屋
太
郎
兵
衛
の
木
造

A

一階
建
の
表
店
は
、
北
側
通
り
に
両し

て
い
る
。
去
一
？を
開
く
と
、
ま
ず
庭
板
間
に
入
る
。
こ
の
庭
に
而し
て

右
手
に
四
畳
の
聞

が
あ
り
、
近
只
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
場
所
で
建
物
の
設
計
や
製
材

な
ど
の
仕
惇’が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

阿
川
川
の
間
か
ら
奥
へ
、
更
に
六
位
山
の一間
続
き
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
中
の
聞
は
居

間
旅
食
堂
に
あ
た
り
、
壁
際
に
は
二
階
へ
井
る
段
梯
子
（
箱
段
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
奥
の
問
は
床
の
間
や
仏
間
が
あ
っ
て
、
主
寝
室
ま
た
は
存
室
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
の
や
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
部
尾
の
東
側
は
広
い
台
所
と
な
っ
て
い
る
。

油
石
灰
の
土
問
に
は
専
用
井

一戸
が

掘
ら
れ
、
走
り
（
流
し
て
へ
っ
つ
い
、
風
円
桶
な
ど
が
置
か
れ
てい
る
。

台
所
の
天
井
は

い
山
一
天
井
で
布
く
、
小
尾
表
の
梁
な
ど
、
横
加
点
材
が
そ
の
ま
ま

化
粧
’
と
し
て
出
て
い
た

。

－

一階
部
分
で
は
、
表
側
は
天
井
が
低
い
の
で
物
入
れ
と
し
て
使
用
し
、
裏側
に
は
座
敷

が
あ
っ
た
。
ま
た

一階
の
束
隅
に
は
、
人
け

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
一
画
は
、
玉
家と

は
壁
Jて
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
直
冨
の
弟
子
の
住
み
込
み
部
屋
、
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
も
の

t
p
f
ん
ら
れ
る
。

長
田
町
の
復
元
と
い
う
テ
！
マ
に
取
り
掛
か
っ
た
時
、

A
t
Mの
作
業
は
、

楽
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ

、

で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
見
方
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
時
代
劇
な
ど
で
は
毎
回
の
よ
う
に
長
尾
を
再
現
し
て
み
せ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
し
、
仮
に
そ
れ
ら
が
絵
空
事

Jで
あ
っ
た
と
し
て
も
、

長
尾
は
あ
ま
り
に
も
わ
れ
わ
れ
に
身
近
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
「
長
屋
の
東
西
比
較
」
と
い
っ
た
新
し
い
視
点
か
ら
、
こ
の
テ

l

マ
に
挑
む
こ
’
と
に
し
た

。

し
か
し
、
実
際
に
作
業
を
始
め
て
み
る
と
、
東
西
比
較
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
江
戸
の
長
屋

一
つ
に
つ
い
て
も
不
明
な
部
分
が
数
多
く
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
長
屋
の
基
準
寸
法
は
何
、
で
あ
っ
た
の
か
：
：
：
そ
う
し
た
大
前
提
か
ら
し
て
、
謎
の
よ
う
に
横
た
わ
っ
て
い
る

。

ま
し
て
、
惣
付
慌
架
や
惣
雪
隠
の
戸
が
各
々
E

ち
ら
向
き
に
開
い
た
の
か
、
と
い

っ
た
細
部
に
至
る
と
、

も
は
や
想
像
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る。

当
初
、
す
寸
手
が
届
き
そ
う
に
思
え
た
江
戸
時
代
の
大
て
た
ち
の
仕
事
が
、
ひ

E

く
遠
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た。

わ
れ
わ
れ
は
、
も
っ
と
も
身
近
に
思
え
る
も
の
が
、
も
っ
と
も
速
く
遠
、
ざ
か
る

t

い
う
歴
史
の
意
外
性
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

近
く
て
遠
い
存
在
で
あ
る
長
屋
の
復
元
を
終
え
て
、
今
同
の
わ
れ
わ
れ
の
年
末
が
、

い
ま
ま
で
の
八
つ
あ
ん
、
熊
さ
ん
の
長
屋
に
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

山
地
物
は

る
こ
と
が
分
か
る
。

通
り
側
下
川
の
庇
部
分
が
凶
の
上
川
。
裏
側
の
－
川
の
庇
部
分
立
上

川
（

4

郎
似
張
り
）
で
、
台
所
t

な

っ
て
お
り
、
－
日，
ト
し
仁
、
、

日
r
t
J・
4

JaF

そ
の
山
・
山部
分
は
田
口
敷
で
あ

或
い
は
道
路
の
一
二パ
分
を
と
り
こ

ん
で
、

る
。
点
凶
の
通
り
側
の
庇
は
、

じ
ハ
パ
の
庇
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
P
Jえ
ら
れ
る
。

－

B
、

牛
A
m＋
人

件
．
ド
’
と
似
所
は
・
持
比
一
同
の
も
の
を
佐
川

し
た
。

品
i之 1-'ri
J-1－~似
lこは
は以
な iえ
い ）~
竹と
の｜日1
~I：慌
樋の
よ 1;1~（
云Z LIニ

樋
が庇
什は
い似
て庇
おて
りあ

る
カ1

J
M
…
附
一
以
』
の
け
絵
を
見
る
と

山
ル
小
を
溜
め
る
．
大
中
小
附
も
耐
え
ら

外
側
に
は
州
戸
が
は
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は

れ
て
い
る
。

控
共
は
腰
付
の
仙
防
f
J
て
、

商
先
に
よ
っ
て
は
、
山
格
千
の
場
合
も
あ
っ
た
。

作
業
を
終
・
え
て

東
京
．
よ
業
大
学
・
平
井
聖
教
授
、
時
代
考
証
家
・
稲
垣
史
生
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
か
ら
ご
協
力
を
戴
き
ま
し
た

。

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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