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、
日
本
橋
魚
河
岸
の
成
立

日
本
橋
魚
河
岸
の
始
ま
り

現
在
の
日
本
橋
の
た
も
と
に
、
一
つ
の
記
念
碑
が
残
っ
て
い
る
。

L
K

ふ
凶
あ
ん
じ
ん
こ
と
ご
と
い
ち

f

ら

「
木
船
町
小
田
原
町
安
針
町
等
の
問
悉
く
鮮
魚
の
躍
な
り
、
遠

近
の
浦
々
よ
り
海
陸
の
け
じ
め
も
な
く
麟
魚
、
」
こ
に
運
送
し
て
日

夜
に
市
を
立
も
甚
だ
賑
え
り
と
江
戸
名
所
図
会
仁
の
こ
れ
る
日
本

橋
の
魚
市
魚
、
川
岸
の
あ
り
し
は
こ
の
あ
た
り
な
り
（
後
略
）
」

こ
の
碑
文
は
、
H

本
橋
魚
河
岸
の
成
立
が
、
天
正
年
間
に
徳
川

家
康
と
共
に
江
戸
入
り
し
た
大
阪
の
漁
師
た
ち
に
よ
る
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。

徳
川
家
康
が
関
東
首
府
・

i
戸
に
入
城
し
た
の
は
、
天
E
十
八

年
（
一
五
九
O
）
の
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
一
緒
に
江
戸
人

り
し
た
家
臣
や
町
民
の
’
中
に
、
摂
津
同
（
大
阪
）
凶
成
郡
佃
村
の

名
主
・
森
孫
右
衛
門
を
始
めt
し
た
三
十
四
名
の
漁
師
た
ち
が
い

た
。
森
一
族
は
呪l
川
村
小
間
原
河
岸
（
小
田
原
町
）
を
拝
領
し
、

の
ち
に
は
「
江
戸
の
河
海
い
ず
こ
た
り
と
も
、
舟
底
一
尺
ま
で
の

岸
辺
に
網
立
て
勝
手
」
と
い
う
特
権
を
与
え
ら
れ
た
。
当
時
の
江

b
n
L
U〈

り
ぶ
ね

が
、
憾
の
背
を
海
土
に
響
か
せ
な
が
ら
人
っ
て
く
る
。
押
送
船
と

呼
ば
れ
る
快
速
の
運
搬
船
だ
。
江
戸
湾
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

房
州
、
相
模
の
浦
か
ら
も
次
々
と
や
っ
て
来
る
。
積
み
荷
は
、
春

な
ら
兵
か
れ
い
、
は
も
、
か
ん
ば
ち
。
瓦
は
か
つ
お
に
、
あ
じ
、

す
ず
き
。
秋
は
さ
ば
、
さ
け
、
さ
ん
ま
、

、

た
い
。
冬
に
は
し
び
（
ま

ぐ
ろ
て
ま
す
、
か
に
、
あ
ん
こ
う
。

や
が
て
押
送
船
は
、
速
度
を
上
げ
て
日
本
橋
川
を
ヤ
い
寸
い
遡

u

本
橋
九
円μ河
岸
が
見
え
て
く
る
。

ひ
ら
た
ぷ
白

川
の
中
に
突
き
出
し
た
細
い
桟
橋
。
そ
こ
に
は
、
平
田
船
と
呼
ば

っ
て
い
く
。
ま
も
な
く
ホ
下
に
、

れ
る
浮
き
桟
橋
代
わ
り
の
術
揚
げ
則
の
船
が
、
ズ
ラ
リ
と
並
ん
で

い
た
と
も
い
わ
れ
る
。

桟
橋
に
押
送
船
が
着
くt
、
待
ち
か
ま
え
て
い
た
問

衆
が
ど
っ
と
飛
び
出
し
て
く
る
。
威
勢
の
い
い
掛
け
声
と
共
に
魚

荷
を
受
け
取
り
、
犬
之
り
（
桟
橋
）
を
ト
ン
ト
ン
と
踏
ん
で
予
際

良
く
運
び
入
れ
る
。
問
屋
の
数
は
、
克
、
水
期
て
ざ
っ
t

四
O
軒
以

上
。
ぞ
れ
が
享
保
の
頃
に
は
、
河
岸
の
中
心
・
本
船
町
だ
り
で
も

一
二
八
軒
に
も
な
っ
て
い
た
。
問
屋
は
あ
ら
か
じ
め
、
持
浦
と
い

っ
て
各
地
の
漁
村
の
網
元
や
在
方
問
尾
と
契
約
し
、
魚
を
確
保
し

て
あ
る
。
荷
は
次
々
と
決
め
ら
れ
た
問
屋
に
運
ば
れ
、
売
る
た
め

の
仕
分
け
が
さ
れ
る
。
運
搬
と
仕
分
け
。
そ
れ
は
ま
る
で
喧
嘩
の

よ
う
な
活
気
と
騒
々
し
き
に
満
ち
て
い
る
。

の
仲
古
川
い

魚
河
岸
の
初
期
の
頃
、
問
屋
は
自
分
、
て
魚
を
売
っ
た
。
の
ち
に

は
請
下
t

呼
ば
れ
る
仲
買
人
が
登
場
し
た
。
仲
買
人
の
商
売
の
や

り
方
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
問
屋
か
ら
魚
を
預
か
る
と
、

拡
抗t
い
う
台
仁
並
ぺ
て
商
売
を
始
め
る
。
板
舟
は
、
定
寸
が
幅

二
尺
三
す
長
さ
五
尺
。
こ
の
小
さ
な
台
の
上
が、
仲
買
人
の
唯

一

の
商
い
の
場
、
だ
。
魚
が
並
ぶ
ま
も
な
く
、
詰
め
か
け
た
買
出
人
と

の
問
、
で
、
直
交
渉
が
始
ま
る
。
い
わ
ゆ
る
セ
リ
は
な
い
。
買
出
入

は
自
分
の
言
い
値
を
、
そ
っ
と
仲
買
人
に
耳
打
ち
す
る
。
こ
れ
が

み
み
や

河
岸
、
で
い
うt

こ
ろ
の
「
耳
遣
り
」
だ
。
値
段
は
、
板
舟
を
挟
ん

で
、
仲
買
人
と
買
出
人t
の
駆
け
引
き
次
第
。
こ
う
し
て
魚
を
売

り
払
っ
て
し
ま
い
、
朝
市
が
引
け
る
と
、
そ
れ
か
ら
問
屋
と
仲
買

人
t

の
価
格
交
渉
が
始
ま
る
。
つ
ま
り
仲
買
人
は
、
自
分
の
才
覚

で
魚
を
売
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
仕
入
れ
の
究
渉
を
す
る
の
だ
。

戸
は
、
関
西
と
比
較
し
て
ま
だ
漁
法
も
稚
拙
で
、
大
規
模
な
漁
業

は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
鰯
が
大量
に
採
れ
始

め
、
未
知
の
漁
場
と
し
て
大
き
な
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。

そ
の
江
戸
湾
の
漁
業
権
を
、
森
一
族
は
独
占
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
孫
右
衛
門
の
長
男
九
右
衛
門
が
本
小
田
原
町
に
お
い
て
、

幕
府
上
納
の
魚
の
残
り
を

一
般
に
販
売
す
る
許
可
を
得
た
。
こ
れ

が
日
本
橋
魚
河
岸
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
実
際
に
は
、
森
一
族
は
単
な
る
漁
師
、
で
は
な
く
、
も
と
は

大
阪
近
辺
の
漁
業
権
を
守
る
水
軍
、
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
早

く
か
ら
家
康
の
家
臣
と
し
て
活
躍
し
、
江
戸
で
も
や
は
り
軍
事
的

役
割
を
担
っ
た
。
江
戸
湾
に
お
け
る
漁
業
独
占
権
は
、
海
上
監
視

の
た
め
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
森
一
族
の
一
部
は
の
ち
に
江
戸

湾
内
に
島
を
拝
領
し
、
そ
こ
を
故
郷
の
地
名
か
ら
佃
島
と
名
付
け

て
江
戸
名
物
の
白
魚
漁
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
も

ま
た
海
上
監
視
の最
前
線
を
担
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
当
初
の
日
本
橋
魚
河
岸
は
、
や
が
て
迎
え
る
天
下
分
け

目
の
戦
い
を
前
仁

、
緊
張
し
た
時
代
と
武士
社
会
の
下
に
生
ま
れ

た
、
大
い
な
る
副
産
物
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
町
造
り
と
魚
河
岸

森
一
族
の
素
性
に
関
し
て
は
さ
て
お
き
、
こ
う
し
て
日
本
橋
魚

河
岸
は
森
九
右
衛
門
を
開
祖
と
し
て
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
上
あ
ま
り
に
も
有
名

な
魚
河
岸
だ
が
、
ち
ょ
う
、
ど
江
戸
の
町
造
り
の
混
乱
期
と
も
重
な

り
、
正
確
な
年
代
は
い
ま
だ
に
判
明
し
て
い
な
い
。
魚
河
岸
と
い

う
名
称
が
い
つ
で
き
た
の
か
、
そ
れ
す
ら
分
か
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

徳
川
家
康
は
江
戸
入
り
す
る
と
す
ぐ
に
、
城
下
町
と
し
て
の
都

ど
う
さ
ん
ぽ
り

市
整
備
を
開
始
し
、
道
三
堀
の
開
削
を
実
施
し
た
。
そ
の
あ
た
り

は
、
太
田
道
瀧
時
代
か
ら
四
日
市
が
聞
か
れ
た
所
で
あ
り
、
や
が

て
江
戸
に
お
け
る
・
商
業
の
端
緒
と
も
な
っ
た
。
や
が
て
日
本
橋
川

が
開
削
さ
れ
、
江
戸
湊
か
ら
き
ま
、
ざ
ま
な
物
資
が
運
送
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
森
九
ホ
衛
門
が
魚
類
販
売
の
許
可
を
得
た
の
は
、こ

の
頃
1
ζ

い
わ
れ
る
が
、
当
時
の
河
岸
は
石
の
荷
揚
げ
場t
し
て
利

用
き
れ
て
い
て
、
ま
だ
魚
河
岸
、
でな
い
。

や
り
方
つ
で
旨
味
の
あ
る
商
売
が
、
で
き
る
。
肯

保
則
、
て
仲
買
人
の
数
、
本
船
町
通
り
に
三
二
O
人
。
江
戸
の
中
期

以
降
仁
は
、
大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
指
予
除
り
の
魚
屋
や
料
理
屋
の
板
前
な
ど
の
買
山
人
は
、

し
お
ま
ち

魚
の
買
い
付
け
が
済
む
と
汐
待
茶
屋
へ
行
っ
て
一
服
す
る
。
汐
待

茶
屋
は
、
棒
予
茶
尾
と
も
い
っ
て
、
い
わ
ば
買
出
人
の
た
め
の
待

合
所
だ
。
魚
河
岸
の
初
期
に
は
、
そ
の
数
三
六
軒
ι
の
ち
に
は
か

な
り
増
え
た
が
、
た
い
て
い
は
問
屋
や
仲
買
人
の
関
係
者
が
経
営

か
る
こ

し
て
い
た
。
員
出
人
が
茶
屋
て
待
っ
て
い
る
と
、
軽
子
た
ち
が
注

そ
れ
だ
け
に
、

文
し
た
魚
を
ま
と
め
、
そ
こ
ま
で
持
っ
て
来
て
く
れ
る
。
講
談
の

ヒ
ー
ロ
ー
・

一
心
太
助
の
よ
う
な
棒
手
振
り
の
魚
屋
は
、
そ
こ
で

束
の
間
の
休
憩
を
摂
り
な
が
ら
、
一
日
の
商
い
に
思
い
を
め
ぐ
ら

せ
た
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
に
は
、
魚
河
岸
の
ほ
う
は
す
っ
か

り
痛
い
も
終
り
、
板
舟
の
掃
除
も
済
ん
で
、
朝
方
の
喧
騒
が
嘘
の

よ
う
に
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
の
だ
。

魚
河
岸
と
江
戸
町
人
文
化

魚
河
岸
の
表
の
顔
を
「
勇
み
肌
」
の
若
い
衆
と
す
れ
ば
、
裏
て

商
業
と
し
て
の
組
織
を
支
え
て
い
た
の
は
、
問
屋
の
旦
那
衆
で
あ

る
。
円
本
橋
魚
河
岸
に
問
屋
組
織
を
確
立
し
た
の
は
、
寛
永
年
間

に
江
戸
に
来
た
大
和
屋
助
五
郎t

い
う
商
人
だ
っ
た
。
助
五
郎
は

本
小
田
原
町
に
住
み
、
魚
問
屋
の
許
可
を
幕
府
か
ら
受
け
、
魚
市

場
の
基
礎
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
人
物
だ
。

や
が
て
日
本
橋
魚
河
岸
に
は
、
本
小
田
原
町
、
本
船
町
、
本
船

町
横
店
、
安
針
町
の
四
組
魚
問
屋
が
、
で
き
た
。
江
戸
に
は
ほ
か
に
、

新
肴
場
芝
金
杉
、
本
芝
町
の
三
問
屋
が
あ
っ
た
。
落
語
や
芝
居

の
『
芝
浜
』
仁
出
て
く
る
河
岸
は
、
本
芝
町
だ
。
こ
れ
ら
を
合
わ

せ
て
七
組
問屋
と
い
わ
れ
る
が
、
日
本
橋
魚
河
岸
の
四
組
問
屋
は

別
格
、
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
り
絶
大
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
上
、
魚
河
岸
は
そ
も
そ
も
の
発
端
が
、
幕
府
上
納
の
魚

を
扱
う
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
た
だ
け
に
、
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。

幕
府
の
買
い
上
げ
価
格
が
あ
ま
り
に
も
安
い
た
め
、
の
ち
に
は
上

納
制
が
問
屋
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
幕
府

御
用
」
の
看
板
は
魚
河
岸
に
張
り
を
与
え
た
、
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
橋
魚
市
場
沿
革
紀
要
』
に
よ
れ
ば
、
「
慶
長
七
年
（一
六

O
二
）
に
売
場
を
聞
い
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、
慶
長
十
二
年
に
は
、

道
三
堀
岸
に
あ
っ
た
町
家
に
移
転
が
命
じ
ら
れ
、
多
く
の
商
家
が

日
本
橋
川
の
近
く
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
時
、
道
三
堀
舟
町
に
あ

っ
た
魚
商
人
た
ち
が
、
本
船
町
に
集
ま
っ
たと
も
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

さ
ら
に
慶
長
十
四
年
（一
六
O
九
）
、
船
が
難
破
し
て
日
本
に

漂
着
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
ル
ソ
ン
長
官
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
・
ヴ
ィ
ヴ
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エ
ロ
は
、
そ
の
見
聞
記
に
「
日
本
橋
川
の
ほ
と
り
で
、
漁
師
が
大

釜
や
樽
に
水
を
張
り
魚
を
ひ
さ
い
で
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
従

っ
て
こ
の
頃
に
な
る
と
、
小
規
模
な
がら
も
魚
の
商
い
が
付
近
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
だが、
ま
だ
魚
河
岸
と
呼
べ
る

よ
う
な
状
態
、
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

で
は
日
本
橋
河
岸
は
、
い
つ
頃
か
ら
魚
河
岸
の
形
を
整
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
三
田
村
鳶
魚
は
『
江
戸
ッ
子
』の
中
、
て
「
魚
河
岸

は
寛
、『水
度
か
ら
こ
の
辺
（
本
小
田
原
町
、
本
船
町
、
安
針
町
等
の

界
隈
）
の
’
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
ど
の
程
度

の
規
模
を
も
っ
て
魚
河
岸
と
呼
ぶ
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
他
の
資
料
か
ら
も
、三
一代
将
軍
家
光
の
寛
永
年
間
（一

六
二
四
i

一
六
四
三
）
に
は
、
お
お
よ
そ
の
形
が
で
き
上
が
り
、

元
禄
期
の
好
景
気
を
背
景
に
し
て
発
展
を
遂
げ
、
八
代
将
軍
吉
宗

の
享
保
年
間
（

一
七
二
ハ
j

一
七
三
四
）
に
は
完
成
。
そ
の
後
、

持
余
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
も
、
天
保
年
間
（
一
八
三01
一
八
四

三
）
く
ら
い
ま
で
は
全
盛
時
代
が
続
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

日
本
橋
魚
河
岸
の
仕
組
み

全
盛
期
の
日
本
橋
魚河
岸
は
、
駿
河
町
の
越
後
屋
呉
服
店
、
吉

原
遊
廓
と
並
ん
で
、
日
に
千
両
の
商
い
を
す
る
ほ
ど
の
活
況
を呈

し
た
。

こ
の
三
ヵ
所
は
「
朝
、
同
甘
「
夜

、

各
千
両
」
と
い
わ
れ
、

江
戸
の
町
人
経
済
の
豊
か
さ
を
代
表
す
る
存
在
、
で
あ
っ
た
が
、
’
と

り
わ
け
魚
河
岸
に
は
江
戸
ッ
子
の
見
本t
も
い
え
る
連
中
が
伎T
a

り
、
町
人
世
界
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
文
献
を

総
合
し
な
が
ら
当
時
の
魚河
岸
の
様
子
を
描
写
し
て
み
よ
う

。

魚
河
岸
の
一
日
の
始
ま
り
は
、
ま
だ
明
け
き
ら
ぬ
夜
明
け
前
の

江
戸
演
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
各
漁
村
で
採
れ
た
魚
を
満
載
し
た
船

魚
河
岸
の
問
屋
の
旦
那
と
い
え
ば
、
金
の
使
い
っ
ぷ
り
の
良
さ

で
も
、
江
戸
町
人
の
代
表
格
、
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
吉
原
遊
廓

っ
き
だ

と
の
縁
は
深
く
、
初
め
て
遊
女t
し
て
客
を
と
る
新
造
の
「
突
出

し
」
に
は
、
数
百
両
の
御
祝
儀
を
ポ
ンt
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
「
突
出
し
」
を
頼
ま
れ
る
の
は
、
金
銀
座
の
役
人
と
蔵
前
の

札
差
の
ほ
か
に
は
、
日
本
橋
魚
河
岸
、
神
田
青
物
市
境
新

川
の

酒
問
屋
の
旦
那
し
か
い
な
か
っ
た
t

い
わ
れ
、
こ
れ
を
頼
ま
れ
れ

ば
一
人
前
と
い
っ
た
気
風
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
芝
居
小
屋
と
の
関

ま
す
み
か
と
う

係
も
深
か
っ
た
。
河
東
節
の
作
者
・

十
す
見
河
東
は
、
実
は
魚
問

屋
の
天
満
屋
藤
左
衛
円
で
あ
り
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
二
代

日
団
十
郎
が
河
東
節
の
出
、
て
「
助
六
」
を
上
演
し
た
時
か
ら
、
河

東
節
を
使
用
す
る
時
に
は
必
ず
魚
河
岸
へ
挨
拶
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
魚
河
岸
の
旦
那
衆
は
、
芝
居
小
厚
に
鉢
巻
と
引
幕
を
贈
り
、

初
日
に
は
全
員
、
て
出
掛
け
た
。
助
六
が
花
道
、
て
見
得
を
き
る
場
由

に
な
る
と
、
魚
河
岸
連
中
が
揃
っ
て
子
締
め
を
し
たL
」
い
う
華
や

か
き
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
問

屋
の
中
で
も
、
活
鯛
問
屋
と
鯉
問
屋
は
ま
た
別
格

で
あ
っ
た
。
活
鯛
問
屋
は
、
前
述
し
た
大
和
屋
助
五
郎
が
始
め
た

も
の
で
、
将
軍
家
な
ど
に
祝
い事
が
あ
る
と
鯛
は
法
外
な
高
値
、
て

売
れ
、
一
日
で
一
万
両
の
商
い
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
「
将
軍
家
御
用
」
で
あ
れ
ば
、
大
名
行
列
の
前
を
横
切
っ
て

も
構
わ
な
い
特
権
が
あ
り
、
伊
達
公
の
行
列
と
は
ち
合
わ
せ
し
て

喧
嘩
沙
汰
に
な
っ
た
時
に
も
、
伊
達
家
が
詫
状
を
入
れ
たと
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
残
っ
て
い
る
。
ま
た
鯉
は
、
出
世
魚
と
し
て
武

い
け
す

家
、
で
珍
重
さ
れ
、
い
つ
も
深
川
の
活
洲
て
飼
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ

が
洪
水
な
ど
で
流
さ
れ
て
品
不
足
と
な
る
と
、
江
戸
市
中
の
ど
こ

の
家
の
池
か
ら
で
も
鯉
を
採
っ
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ

す
ぎ
や
ま
さ
ん
ぷ
う

の
鯉
問
尾
の
鯉
屋
市
兵
衛
が
、
実
は
杉
山
杉
風
と
い
っ
て
、
俳
人

・

松
尾
芭
蕉
の
ス
ポ
ン
サ
ー
、
で
あ
る
。
杉
風
が
深
川
に
持
っ
て
い
た

活
洲
の
番
小
屋
を
改
造
し
た
の
が
、
芭
蕉
庵
。
自
ら
も
俳
人
、
で
あ

っ
た
杉
風
は
、
そ
こ
を
芭
蕉
に
提
供
す
る
と
共
に
、
終
生
、
援
助

を
続
り
た
の
で
あ
る
。

「
か
まく
ら
を
生
き
て
い
で
け
ん
初
か
つ
を
」
（
芭
蕉
）



、

日
本
橋
魚
河
岸
の
想
定
復
元

復
元
の
範
囲
と
時
代
設
定

大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
に
よ
る
今
回
の
復
元
作
業
は
、

ま
ず
第
一
に
復
元
の
範
囲
及
、
び
時
代
設
定
の
検
討
か
ら
始
ま
っ
た
。

世
に
名
高
い
日
本
橋
魚
河
岸
と
は
、E
、
』
か
ら
ど
こ
ま
で
を
指
す

の
で
あ
ろ
’
フ
か
。
，
．
、

牛
品
十
八

も
っ
と
も
魚
河
岸
ら
し
い
地
域
は
、
、
E

の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。そ
し
て
時
代
は
い
つ
が
良
い
の
か
。
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
江
戸
期
の
浮
世
絵
や

文
献
の
調
査
を
行
っ
た
。

歴
史
的
に
見
る
と
、
前
述
し
た
日
本
橋
色
’
河
岸
四
組
問
屋
の
名

称
に
、
本
小
田
原
町
、
本
船
町
、
本
船
町
横
席
、
安
針
町
？
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
の

一
帯
が
い
わ
ゆ
る
魚
市
域
で
あ
る
。
現
在
の
地
名

、
で
い
え
ば
、
中
央
区
日
本
晴
室
町一丁
円
を
中
心
と
し
た
区
域
に

角

当
た
る
。
そ
の
う
ち
の
、
円
木
橋
か
ら
江
戸
崎
に
か
げ
て
の
北
側

の
河
岸
が
、
か
つ
て
の
魚
河
岸
。
通
り
一
つ
隔
て
た
向
か
い
が
本

船
町
に
な
り
、
そ
の
奥
に
小
田
原
町t
安
針
町
が
あ
っ
た
。
こ
の

界
隈
に
は
、
荷
揚
げ
場
、
問
屋t
仲
買
の
店
、
汐
待
茶
屋
、
魚
の

貯
蔵
場
の
ほ
か
に
、
幕
府
の
御
納
届
役
所
、
綿
問
屋
、
下
り
傘
問

屋
、
薬
種
問
日
間
、
足
袋
股
引
問
屋
、
船
具
問
屋
な
ど
が
あ
っ
て
、

一
大
問
屋
街
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
同
じ
地
域
を
浮
世
絵
か
ら
探
し
て
み
る
と
、
意
斎
、
広

重
、
北
斎
な
E

に
日
本
橋
及
び
魚
、
川
岸
を
描
い
た
も
の
が
少
な
く

な
い
。
だ
が
、
本
船
町
以
北
の
汐
待
茶
屋
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

一
帯
に
関
し
て
は
不
明
瞭
な
も
の
が
多
く
、
建
築
的
な
資
料
とし

て
歩
孟
勺
に
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
不
確
定
要
素
が
多
く
あ
っ
た
。

一
方
、
日
本
橋
川
沿
い
の
魚
河
岸
に
つ
い
て
は
、
日
本
橋
寄
り

部
分
の
絵
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
内
容
は
浮
世

絵
ご
と
に
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
魚
河
岸

の
控
造
物
は
官
有
地
の
上
に
建
つ
い
わ
ば
仮
設
店
舗
、
で
あ
り
、
火

事
、
洪
水
、
老
朽
化
なE
の
理
白
か
ら
、
頻
繁
に
建
替
え
が
行
わ

れ
た
も
の
と
推
察
き
れ
た
。
し
か
し
ま
た
、
絵
画
的
な
演
出
も
か

な
り
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
建
築
的
な
信
用
性
に
は
欠
け
る
も
の

が
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
作
業
は
困
難
を
極
め
た
が
、
そ
の
中
、
で
、
天
保
年
間

さ
か
な
な
や
ゆ
い
し
ょ

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
文
献
『
肴
納
屋
由
緒
』
に
、
当
時
の
問
屋

と
思
わ
れ
る
西
宮
九
郎
右
衛
門
が
記
し
た
一
枚
の
平
面
図
（
図
参

照
）
が
あ
る
こt
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
図
は
、
建
築
的

な
図
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
権
利
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
建
家
の
間
口
、
奥
行
なE
が
か
な
り
正
確
に
書
か
れ
て

い
る
と
判
断
で
き
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
復
元
は
、
『
肴
納
屋
由
緒
』

に
あ
る
図
を
基
礎
に
、
浮
世
絵
、
絵
草
子
、
文
献
な
E

を
総
合
的

に
検
討
し
つ
つ
、
さ
ら
に
波
多
野
純
・
日
本
工
業
大
学
講
師
の
ご

協
力
を
仰
い
で
、
作
業
に
当
た
っ
た
。

復
元
の
範
囲
は
、
魚
河
岸
の
メ
イ
ン・
ス
ト
リ
ー
ト
と
い
わ
れ

る
本
船
町
通
り
の
川
側
（
納
屋
側
）
で
、
日
本
橋
か
ら
安
針
町
通

り
ま
で
。
時
代
は
、
徳
川
三
百
年
の
夢
が
覚
め
つ
つ
あ
る
、
天
保

期
で
あ
る
。

日
本
橋

ゐ
闘
え
を
ア
＊
挙
事

象
副
作
宣
義
L
F．
崎

武
Lモ
執
よ
履
安
静

a

本
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頭
人
気
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技
L
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耐
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日
本
橋
魚
河
岸
の
復
元
作
業

⑨
建
物
の
形
状
に
つ
い
て

魚
河
岸
の
も
っ
と
も
魚
河
岸
ら
し
い
部
分
と
も
い
え
る
納
屋

（
店
）
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
『
肴
納
屋
由
緒
』
の
図
と
浮
世
絵
と

の
整
合
を
検
討
し
つ
つ
決
定
し
た
。

浮
世
絵
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
ペ
た
よ
う
に
、
建
築
的
な
視

点
か
ら
は
信
用
性
に
乏
し
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
中
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
が
参
考
と
し
た
の

は
、
ま
ず
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
長
谷
川
号
車
が
描
い
た
「
日
本

橋
」
（
全
景
絵
）
と
「
日
本
橋
魚
市
」
（
近
景
絵
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
絵
は
、
種
々
の
資
料
と
の
比
較
検
討
や
、
波
多
野
純
氏
の
ア
ド

バ
イ
ス
か
ら
も
、
建
築
的
な
資
料
と
し
て
正
確
性
が
高
い
も
の
と

判
断
し
た。

ま
た
雪
日

一の
「
日
本
橋
魚
市
」
は
、
魚
河
岸
の
中
、
て
も
本
船
町

通
り
t

安
針
町
通
り
と
の
交
差
点
付
近
の
絵
と
考
え
ら
れ
る
。
町

内
番
屋
の
位
置
な
ど
を
比
較
す
る
と
、
『
肴
納
屋
由
緒
』
の
図
面
と

も
近
く
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
今
回
の
復
元
資
料
、
と
し
て
採
用
し

た

日
本
橋
の
た
も
と
に
あ
る
ヒ
蔵
に
つ
い
て
は
、
浮
世
絵
に
よ
っ

〈
わ
が
た
吟
い
き
い
と
う
と
叫
ん

て
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
鍬
形
意
斎
の『
東
都
繁

じ
よ
う
ず
か
ん

日
間一凶
巻
』
に
は
土
蔵
ら
し
き
建
物
が
見
え
る
こ
と
。ま
た
惹
斎

の
、
『
江
戸
景
観
図
扉
風』の
よ
う
な
広
範
囲
の
構
図
に
も
、
土
蔵

が
描
か
れ
て
お
り
、
天
保
期
に
近
い
浮
叶
一
絵
に
上
蔵
が
兄
ら
れ
る

こ
と
。
さ
ら
に
、

『
肴納
尾
山
緒
』
の
阿
に
は
、
は
っ
き
り
と
土
蔵

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
通
常
は
存
在
し
た、も
の

と
考
え
て
復
元
し
た
。

⑨
建
物
の
間
口
、
奥
行
な
ど
に
つ
い
て

『
肴
納
尾山
紡
』
の
権
利
岡
山
を
見
る
と
、

口
は
か
な
り
狭
く
、
幅三
パ
（
江
戸
間
寸
法
）
と
い
う
も
の
も
あ

る
。
こ
こ
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
幅二
尺
三
寸
の
板
舟
を
置
い
て

一店
あ
た
り
の
問

商
売
し
た
と
な
る
と
、
人
が
辿
る
隙
間
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

現

代
の
常
識
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、
江
戸
の
見
附
に
は
そ

ん
な
狭
い
間
け
が
よ
く
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

。

そ
、
」
、
で
凶
而
通
り

日
本
橋
魚
河
岸
、
て
は
、中司
初
は
問
日
間
が
問

の
間
け
を
採
用
し
た
。

の
ち
仁
は
仲
買
も
現
れ
、

O
軒
ほ
ど
、
で
あ
っ
た
の
が
、

商
売
に
旨

昧
が
あ
っ
た
こ
と
も
下
伝
っ
て
、
そ
の
数
は
膨
大
な
も
の
に
な
っ

て
い
っ
た
。

と
な
る
と
、
新
し
い
山
舗
を
作
る
し
し
地
の
余
裕
が
な

く
、
間
け
を
次
々
と
小
さ
く
訓
っ
て
い
っ
た
と
も
亨
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
，
フ。

奥
行
に
関
し
て
は
、『
江
戸
名
所
凶
会』
の
近
法
の
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
と
、
『
肴
納
口
開
山
紺』
の
凶
の
傾
脱
寸
法
か
ら
推
定
し
て
、一

聞
と
し
た
。

t
t
J品
、

P
Mゴ
？u・

桜
山
昭
で
、『江

a

ド
名
所
M
A
a
L
』
に
外
山
慨
が
横
紋
貼
り
に
な

っ
て
い
る
の
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
保
川
。
名
店
舗
問
の

仕
切
り
控
は
怪
板
貼
り
と
し
た。

垣
根
は
、
天
保
則
と
も
な
る
と
、
仮
設
出
舗
で
は
あ
っ
て
も
校

瓦
で
あ
っ
た
可
能
性
が
お
い。
，
、
ず
ー
、
l
M、

ナ
d
J
J
1
t

町
家
の
瓦
屋
恨
に
つ
い

て
は
、

一斉
に
そ
う
な
っ
た
わ
り
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は

な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
、全
て
が
桟
．Kで
あ
っ
た
と
は

ム
む
、
r
x
aし
と
し
、

M
t
T
1
1
J
 

屋
根
勾
配
は
同

断
ん
疋
で
き
な
い。
こ
w
』
、
て
は

寸
j

阿
，J
J五
分
？
と
し
た
。

大
切
な
商
売
の
場
で
あ
る
板
舟
の
寸
法
は
、
た
い
て
い
は
幅
二

尺
三
寸
長
さ
五
μ
八
だ
が
、
江
戸
橋
寄
り
の
地
引
き
河
岸
で
は
、
長

さ
四
尺
五
寸
、
で
あ
っ
た
t

い
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
大
き
さ
の
板
に

浅
い
縁
を
付
け
、
水
を
打
っ
て
もこ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
が

板
舟
で
あ
る
。
商
売
物
の
魚
は
、
こ
のk
に
並
べ
る
。
商
売
は
こ

こ
で
し
か
で
き
な
い
か
ら
、
板
舟
権
と
い
う
権
利
ま
で
生
ま
れ
た

と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
板
舟
は
、
河
岸
が
引
け
た
後
は
立
て
か
け

て
、
雨
戸
の
代
わ
り
に
し
た
も
の
、
で
あ
ろ
う
。

⑨
敷
地
寸
法
に
つ
い
て

本
船
町
通
り
と
河
岸
沿
い
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
万
延
元
年
（
一

八
六
O
）
の
地
積
図
t

明
治
十
一
年
の
地
積
図
の
二
点
を
比
較
検

討
し
、
さ
ら
に
地
図
研
究
家
・

中
村
静
夫
氏
仁
よ
る
嘉
、
永
期
の
こ

の
付
近
の
復
元
地
図
も
参
考
と
し
な
が
ら
決
定
し
た
。
魚
河
岸
の

地
は
公
儀
（
官
有
）
の
七
地
、
で
あった
と
い
わ
れ
、
二
つ
の
地
積
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日
本
橋
か
ら
安
針
町
通
り
ま
で
の
す
法
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
図
を
見
る
と

図
に
は
と
も
に
、（

道
路
幅
）

（
敷
地
幅
）

（
総
計
）

万
延

卜

二
・
七

十
二
・
問

二
五
・

一

十
六
・

O

間
川
ムu

m
F

、

7
2

八
・
O

二
凶
・

O

（
単
位
は
メー
ト
ル
）

と
い
う
違
い
が
あ
る。

明
治
則
の
道
路
幅
が
大
き
く
狭
ま
っ
た
の
は
、納尾
（
一
括
）
の

涯
L比
と
垣
市
し
刀
分
げ
」
け
、

｛

I
i
f
I

〈

イ

〕

l

い
つ
の
ま
に
か
前
面
に
せ
り
出
し
て

来
た
た
め
と
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
権
利
を
主
張
し
て
い

次
第
に
拡
娠
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、江
戸
期
に
は
よ

る
内
に
、

〈
比
ら
れ
る
ヲ
」
？
と
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
魚
川
作
は
、
権
利
凶
係
が
厳
し
い
附
界
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
う
し
た
が
怖
は
卜
分
に
あ
り
え
る
、
で
あ
ろ
う
。

『
肴
納
一
向
山
祁
』の
凶
に
も
見
ら
れ
る
が
、

起
点
川
し
ま

J

j

l

 

納
屋
の

前
耐
に
あ
っ
て
、
中l
時
の
舗
装
道
路
の
役
け
を
果
た
し
て
い
た
と

術
作L
的
な
観
点
か
ら
も
、制
除
や
片
付
け
が

忠
わ
れ
る
。

ま
た
、

し
や
す
い
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う

。

納
屋
表
（
川
沿
い
の
抑
制
妨
げ
場
）
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
道
路

一
加
か
ら
推
定
し
て
約
七
メ
ー

ト
ル
と
し
た

。

こ
こ
は
オ
ー

プ
ン
ス

ペ
ー

ス
で
あ
り
、
適
当
な
間
隔
を
抗
い
て
井
戸
が
あ
っ
た。

刊
本

橋
川
を
ヒ
っ
て
き
た
押
送
船
の
荷
を
、
こ
こ
で
仕
分
け
し
て
、
仲

良
人
に
渡
し
た
の
で
あ
ろ
う。

川
沿
い
の
岸
は
、
石
和
み
の
芹
煙

、
て、
そ
こ
か
ら
川
に
向
か
っ
て
犬
止
り
（
桟
橋
）
が仲
び
て
い
た

。

明
治
二
卜

二
年
発
行
の
『

日
本
橋
魚
市
場
沿
革
紀
要』
に
は
、
桟

橋
と
並
ん
で
平
田
船
（
修
羅
ト
入
船
）
と
い
う
浮
き
桟
橋
代
わ
り
の

船
が
あ
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る。
平
田
船
は
、
一パ
は
石
積
み
船

、
で
、江
戸
則
に
は
こ
こ
に
卜
六
住
民
あった
と
も
い
わ
れ
る
。

し
か

し
、
浮
世
絵
か
ら
は
正
確
な
形
が
限
定
で
き
な
い
の
で
、
今
回
の

復
元
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

作
業
を
終
え
て

日
本
橋
魚
河
岸
は
、
百
万
都
市
・

江
戸
の
台
所
と
い
わ
れ
た
場

所
で
あ
る。

し
か
も
、
関
東
大
震
災
ま
で
同
じ
場
所
に
存
在
し
た

の
だ
か
ら
、
当
初
は
か
な
り
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
建
築
的
な
資
料
は
意
外
な
ほ
ど
少
な

く
、
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
思
い
、
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
浮
世
絵
一
つ

を
見
て
も
、
同
時
代
の
絵
師
で
あ
り
な
が
ら
作
品
ご
と
に
建
物
の

様
子
が
か
な
り
違
っ
て
い
て
、
確
定
し
づ
ら
い
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
中
、
で今
回
は
、
『
肴
納
尾
由
緒
』

の
権
利
図
面
を
基
礎
と
し

て
、
江
戸
ッ
子
の
心
意
気
を
培
っ
た
魚
河
岸
t

い
う
「
場
」
の
復

元
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
現
在
、
て
は
、
日
本
橋
か
ら
江
戸
橋

に
か
け
て
の
河
岸
に
魚
河
岸
が
あ
っ
た
、
」
？
と
を
知
る
人
す
ら
少
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
ん
な
折
、
魚
河
岸
を
見
直
す一
つ
の
契
機

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

今
回
の
作
業
に
あ
た
り
、
東
京
工
業
大
学
教
授
・
平
井
聖
氏
、

日
本
工
業
大
学
講
師・
波
多
野
純
氏
、
日
本
海
事
史
学
会
理
事

・

石
井
謙
治
氏
、
中
村
地
図
研
究
所・
中
村
静
夫
氏
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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