
一

赤
坂
見
付
か
ら
新
橋
駅
方
面
に
向
か
っ
て
少
し
歩
い
て

行
く
と
、
左
側
に
小
高
い
森
が
あ
る
。
山
王
日
枝
神
社
で

あ
る
。

山
王
日
枝
神
社
は
、
と
に
角
歴
史
が
古
い
。

源
頼
朝
の
重
臣
で
あ
っ
た
江
戸
重
長
が
、
江
戸
に
居
を

構
え
た
時
（
一
二
〇
〇
頃
）、領
地
の
鎮
守
と
し
て
比
叡
山

の
登
り
口
に
あ
っ
た
山
王
祠
を
勧
請
し
祀
り
、
そ
の
後
に

大
田
道
灌
が
江
戸
城
を
築
く
際
に
更
に
大
き
く
し
、
武
蔵

開
拓
祖
神
並
に
関
東
総
鎮
守
社
と
し
て
祀
り
尊
崇
し
た
。

天
明
十
年
（
一
四
七
八
）
の
事
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

更
に
そ
の
後
、
天
正
十
八
年
（
一
六
五
七
）
徳
川
家
康

が
江
戸
に
幕
府
を
開
く
に
当
っ
て
、
城
内
に
あ
っ
た
宮
社

（
み
や
し
ろ
）
を
現
在
の
地
へ
移
し
、
こ
れ
ま
た
篤
く
崇

敬
し
、
鎮
守
、
産
土
神
と
し
て
幕
府
直
轄
、
神
領
五
百
石

と
い
う
当
時
と
し
て
は
破
格
の
保
護
を
加
え
た
の
で
あ
っ

た
。そ

の
当
時
か
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
日
枝
神
社
は
、

山
王
權
現
、
日
吉
山
王
大
權
現
と
お
よ
び
し
、
一
般
の
江

戸
ッ
子
は
「
山
王
さ
ん
」
と
親
し
み
を
こ
め
て
呼
ん
で
い

た
。現

在
の
社
稱
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
あ
ら
ゆ

る
神
社
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
た
め
、
当
社
も
南
祭
神
を
大

山
咋
神
（
お
お
や
ま
く
ひ
の
か
み
）、相
殿
を
國
常
立
神
（
く

に
の
と
こ
た
ち
の
か
み
）、伊
弉
冉
神
（
い
ざ
な
み
の
か
み
）、

山王日枝神社
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足
伸
彦
尊
（
た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
）
と
な
っ
た

由
。江

戸
時
代
、
こ
の
神
社
の
お
祭
り
を
、
神
田
明
神
と
共

に
天
下
祭
り
と
称
し
、
江
戸
ッ
子
の
自
慢
の
種
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
い
わ
れ
は
、
こ
の
神
社
の
お
祭
り
の
時
、

そ
の
盛
ん
な
さ
ま
に
家
康
が
興
味
を
し
め
し
、

「
城
内
に
入
れ
よ
」

と
指
示
し
、
わ
っ
し
よ
い
わ
っ
し
よ
い
と
賑
か
に
、
そ
し

て
威
勢
よ
く
、
ま
だ
築
城
半
ば
だ
っ
た
江
戸
城
に
繰
り
込

ん
で
、
城
完
成
と
天
下
城
の
多
幸
を
祝
福
し
た
の
が
氣
に

入
ら
れ
、
以
降
慣
例
と
な
っ
て
歴
代
の
將
軍
が
見
物
す
る

の
が
習
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
神
田

明
神
の
御
輿
が
城
入
り
し
た
の
は
そ
の
翌
年
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
二
社
の
祭
り
は
、
以
來
六
十
余

州
広
し
と
い
え
ど
、
祭
り
に
「
天
下
」
が
付
く
の
は
こ
の

二
社
以
外
に
は
無
い
。
江
戸
ッ
子
が
自
慢
に
す
る
の
は
当

然
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
に
面
白
い
デ
ー
タ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
で
は

現
在
の
江
戸
ッ
子
、
つ
ま
り
東
京
ッ
子
に
、
山
王
日
枝
神

社
は
ど
れ
ほ
ど
の
知
名
度
が
有
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。す

る
と
、
四
十
五
歳
以
上
の
ほ
ぼ
八
十
％
が
、「
あ
あ
赤

坂
に
あ
る
神
社
で
す
ね
」
と
正
確
に
知
っ
て
い
る
が
、
四

十
代
以
降
、
十
代
二
十
代
の
男
女
に
至
る
と
、
逆
に
三
十

％
の
人
が
知
ら
な
か
っ
た
、
と
言
う
。
こ
れ
に
く
ら
べ
、

神
田
明
神
は
？
と
き
く
と
老
若
男
女
あ
わ
せ
て
半
数
以
上

の
人
が
名
だ
け
は
知
っ
て
い
た
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
正
確

な
在
所
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
。
調
査
分
析
し
た
人
に
よ

る
と
、
１
に
「
神
仏
に
対
す
る
崇
敬
度
の
衰
え
、
従
っ
て

記
憶
し
な
い
」
２
に
「
昔
の
如
く
お
祭
り
に
余
り
関
心
を

持
た
な
く
な
っ
た
」
３
に
「
な
ん
ら
か
の
関
係
、
関
心
が

無
け
れ
ば
行
っ
て
も
仕
方
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
っ
と
面
白

い
処
が
あ
る
」
１０
代
２０
代
で
は
「
神
社
や
寺
詣
り
を
す
る

と
、
友
人
に
古
く
さ
い
と
嗤
わ
れ
る
、
だ
か
ら
行
か
な
い
」

と
い
っ
た
具
合
だ
そ
う
だ
。
ま
し
て
や
「
あ
の
神
社
、
お

寺
さ
ん
へ
お
参
り
す
る
と
、
か
く
か
く
の
ご
利
益
を
頂
戴

出
來
る
」
と
告
げ
る
と
、
答
え
は
「
ほ
お
ー
」
で
は
な
く

て
「
ふ
ー
ん
」
だ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
由
由
し
い
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
人
は
昔
か
ら
信
心
深
く
、
神
仏
を
尊
崇
す
る
民
族

と
の
定
説
が
あ
っ
た
。
事
実
、
昭
和
の
前
半
の
時
代
ま
で

は
、
そ
う
い
う
人
が
大
勢
い
た
。
そ
れ
が
昭
和
の
後
半
時

代
か
ら
、「
あ
ん
な
の
は
迷
信
だ
」
と
鼻
先
で
嗤
っ
て
尊
崇

し
な
く
な
っ
た
。

我
々
の
先
輩
た
ち
の
家
へ
行
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
家
に

神
棚
と
仏
壇
は
有
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
現
在
は
有
る
ほ

う
が
珍
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
先
人
が
、「
心
に
信
の
な
い
者
は
、
人
間
と
し
て

一
段
、
欠
落
し
て
い
る
人
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
教
え

て
く
れ
て
い
る
が
、
正
に
現
代
人
は
、
心
を
崩
壊
さ
せ
、
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あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
信
」
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
こ
と
、
民
族
に
と
っ
て
の
一

大
事
で
あ
る
と
思
う
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
。

さ
て
で
は
ご
利
益
で
あ
る
が
、
こ
の
神
社
に
限
ら
ず
、

い
ず
れ
の
神
社
仏
寺
に
お
い
て
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ご
利

益
を
言
い
た
て
る
の
を
厭
う
傾
向
が
あ
る
。「
神
さ
ま
の
ご

利
益
は
人
間
生
活
全
般
で
あ
っ
て
、
個
々
一
つ
一
つ
で
は

な
い
」
と
い
う
趣
意
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
般
庶

民
に
と
っ
て
は
、「
病
氣
が
治
る
」「
商
売
が
う
ま
く
行
く
」

「
×
×
大
学
に
合
格
で
き
る
」
な
ど
と
い
う
身
に
迫
っ
た

も
の
が
大
事
で
、
そ
の
こ
と
を
お
願
い
し
お
守
り
し
か
な

え
て
下
さ
る
の
が
信
仰
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
。
俗
に
言

う
「
現
世
利
益
」
で
あ
る
。

二

日
枝
神
社
の
御
祭
神
・
大
山
咋
神
さ
ま
の
御
利
益
は
、

地
主
神
と
し
て
山
・
水
を
司
り
、
大
地
を
支
配
し
、
万
物

の
成
長
発
展
、
産
業
万
般
の
生
成
化
育
を
守
護
し
給
う
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
の

御
利
益
で
あ
り
、
そ
の
以
前
の
徳
川
時
代
は
江
戸
郷
の
守

護
神
と
し
て
も
う
少
し
具
体
的
且
つ
庶
民
の
身
近
な
ご
利

益
を
庶
民
に
わ
か
り
や
す
く
も
た
ら
し
た
よ
う
だ
。

そ
の
一
つ
二
つ
を
、
巷
間
の
伝
承
を
ま
じ
え
て
述
べ
る

と
、
ま
ず
は
そ
の
鳥
居
に
あ
る
。

先
に
記
し
た
如
く
、
日
枝
神
社
は
赤
坂
の
旧
溜
池
の
附

近
の
小
高
い
丘
の
上
に
あ
る
。
近
年
、
参
詣
者
の
足
を
お

も
ん
ぱ
か
り
て
、
三
つ
あ
る
参
詣
道
の
赤
坂
面
に
は
二
段

三
段
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
あ
る
。

こ
れ
も
珍
し
い
が
、
そ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
登
っ
て

行
く
と
、
壮
大
な
鳥
居
の
前
に
出
る
。
こ
の
鳥
居
は
俗
に

山
王
鳥
居
と
言
わ
れ
、
鳥
居
の
上
に
更
に
三
角
形
の
小
さ

な
屋
根
の
よ
う
な
物
が
乗
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
山
王
鳥
居
と
よ
ば
れ
、
大
津
の
日
吉
大
社
の
も

と
同
じ
と
さ
れ
、
こ
の
鳥
居
の
上
の
黒
い
屋
根
風
の
も
の

を
、
両
掌
を
合
わ
せ
じ
ー
っ
と
見
詰
め
る
と
眼
が
良
く
な

る
、
と
江
戸
庶
民
は
信
じ
合
い
、
参
拝
の
往
き
戻
り
に
そ

う
し
た
姿
を
よ
く
見
た
と
い
う
。
む
ろ
ん
現
在
で
も
信
じ
、

そ
う
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
「
神
猿
」
で
あ
る
。

神
門
の
両
脇
に
随
神
像
と
神
猿
像
が
あ
る
。
そ
の
門
を

く
ぐ
っ
て
社
殿
に
す
す
む
と
、
石
造
り
の
神
猿
像
が
左
脇

に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
夫
婦
の
神
猿
で
女
猿
は
乳

飲
み
子
を
胸
に
し
っ
か
り
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

猿
は
日
枝
神
社
の
神
使
さ
れ
て
い
る
の
と
、
子
持
ち
夫

婦
猿
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
猿
像
に
祈
願
す
る
と
、

夫
婦
円
満
、
商
売
繁
昌
、
更
に
は
婦
人
に
と
っ
て
は
安
産

や
子
宝
に
め
ぐ
ま
れ
、
赤
子
の
無
事
成
長
が
か
な
え
ら
れ

る
と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

宝
暦
の
頃
（
一
七
五
〇
年
代
・
九
代
家
重
將
軍
）
す
ぐ

近
所
の
青
山
に
佐
吉
と
い
ね
と
い
う
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
。
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佐
吉
は
二
十
八
歳
で
野
菜
の
ボ
テ
ふ
り
を
生
活
（
な
り
わ

い
）
と
し
て
い
た
。
い
ね
は
二
十
一
歳
で
一
年
前
に
男
の

子
を
産
ん
だ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

佐
吉
は
酒
は
そ
う
飲
む
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
無
類

の
バ
ク
チ
好
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
折
角
稼
い
だ
金
も

家
に
入
れ
て
く
れ
ず
、
母
子
は
ろ
く
す
っ
ぽ
食
べ
ら
れ
な

い
。
い
ね
が
食
べ
ら
れ
な
い
の
は
我
慢
で
き
て
も
、
乳
の

出
が
悪
く
て
赤
ん
坊
に
ま
で
餓
え
て
泣
か
せ
る
の
が
彼
女

に
は
辛
か
っ
た
。

そ
の
た
め
時
々
夫
婦
は
口
喧
嘩
を
し
た
。
だ
が
、
佐
吉

の
バ
ク
チ
好
き
は
治
ら
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
と
き
、
い
ね
は
山
王
権
現
さ
ん
の
ご
神
猿
の
噂

を
耳
に
し
た
。

噂
を
伝
え
て
く
れ
た
の
は
、
長
屋
の
大
家
の
お
か
み
さ

ん
の
や
え
で
あ
っ
た
。
や
え
は
ご
神
猿
の
話
を
し
て
か
ら
、

「
あ
ん
た
も
山
王
さ
ん
の
お
猿
さ
ん
に
お
す
が
り
し
て
み

た
ら
ど
う
。
た
だ
毎
日
、
手
を
合
わ
せ
て
拝
（
お
が
）
め

ば
い
い
の
だ
し
、
近
所
だ
し
、
こ
の
ま
ま
我
慢
し
て
い
た

ら
辰
ち
ゃ
ん
（
赤
ん
坊
の
名
）
は
餓
か
ら
病
氣
に
な
っ
て

死
ん
じ
ゃ
う
よ
。
そ
し
て
そ
れ
が
元
で
夫
婦
別
れ
す
る
事

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
」

お
ど
か
し
半
分
に
す
す
め
ら
れ
、
い
ね
も
そ
う
だ
と
頷

き
、
そ
の
日
か
ら
山
王
さ
ん
へ
赤
ん
坊
を
背
負
っ
て
お
詣

り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

五
日
、
十
日
、
二
十
日
と
、
兩
だ
の
雪
の
日
、
風
の
強

い
日
は
赤
ん
坊
に
悪
い
の
で
中
止
し
、
そ
の
ほ
か
の
日
は

毎
日
通
い
、
石
の
猿
の
前
に
膝
ま
づ
き
両
掌
あ
わ
せ
て
必

死
の
思
い
を
こ
め
て
祈
願
し
た
。

一
と
月
ほ
ど
経
っ
た
或
る
日
、
夕
景
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て

來
た
佐
吉
は
、
い
き
な
り
懐
の
カ
ラ
の
巾
着
を
と
り
出
す

と
、「

畜
生
！
も
う
金
輪
際
バ
ク
チ
な
ん
か
打
つ
も
ん
か
！

バ
カ
野
郎
！
」

と
怒
鳴
り
、「
め
し
だ
！
め
し
を
食
わ
せ
て
く
れ
！
」
と
わ

め
き
、
大
の
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ご
飯
を
食
べ
さ
せ
な
が
ら
事
情
を
訊
く
と
、
よ
く
判
ら

な
い
が
、
胴
元
と
い
う
の
が
イ
カ
サ
マ
を
や
り
、
佐
吉
た

ち
素
人
の
銭
を
巻
き
上
げ
て
い
た
の
だ
と
。
賭
け
客
の
一

人
が
発
見
し
、
文
句
を
言
う
と
胴
元
た
ち
は
刀
を
抜
き
、

味
方
を
し
た
佐
吉
た
ち
ま
で
斬
ろ
う
と
し
て
大
さ
わ
ぎ
に

な
り
、
佐
吉
は
命
か
ら
が
ら
逃
げ
て
來
た
と
い
う
。

や
え
に
と
っ
て
は
亭
主
が
バ
ク
チ
を
や
め
て
く
れ
た
の

は
嬉
し
い
。
け
ど
バ
ク
チ
を
や
め
た
が
、
そ
の
代
り
今
度

は
酒
を
呑
む
よ
う
に
な
っ
て
酒
好
き
に
な
っ
て
も
困
る
、

と
内
心
は
ら
は
ら
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
山
王
さ
ん
の
神

猿
の
お
か
げ
（
や
え
は
そ
う
だ
と
堅
く
信
じ
た
よ
う
だ
）

と
、
い
よ
い
よ
山
王
さ
ん
を
信
仰
し
、
時
間
あ
る
と
お
詣

り
し
、
神
猿
に
手
を
合
わ
せ
た
と
い
う
。

い
や
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
や
え
は
、
こ
ん
な
有
難
い
ご

利
益
を
一
人
占
め
に
す
る
の
は
申
し
訳
な
い
と
、
知
り
人

す
べ
て
に
、
山
王
さ
ん
の
ご
利
益
を
語
り
ま
く
っ
た
と
い

う
伝
説
が
、
今
で
も
氏
子
た
ち
の
あ
い
だ
で
語
り
伝
え
ら
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

ご
利
益
の
伝
説
は
と
も
あ
れ
、
山
王
神
社
と
神
田
明
神

の
祭
り
は
、
文
字
通
り
江
戸
ッ
子
の
意
地
と
面
目
を
か
け

て
の
、
そ
れ
こ
そ
天
下
を
二
分
す
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た

と
い
う
。

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
う
い
う
人
間

が
、
そ
も
そ
も
「
江
戸
ッ
子
」
と
よ
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
、

で
あ
ろ
う
。

俗
に
「
芝
で
生
ま
れ
て
神
田
で
育
ち
」
と
唄
に
あ
る
の

が
そ
う
だ
、
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
住
民

は
、
生
ま
れ
育
っ
た
の
が
山
王
さ
ん
か
神
田
の
明
神
さ
ん

の
神
域
の
中
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
つ
ま
り
両
社
の
氏
子

で
な
け
れ
ば
「
江
戸
ッ
子
」
と
は
い
わ
れ
ぬ
、
と
言
い
、

更
に
き
び
し
く
言
う
と
、
そ
れ
も
三
代
続
い
た
、
つ
ま
り

祖
父
母
、
父
母
そ
し
て
本
人
が
氏
子
で
な
け
れ
ば
、
と
も

言
う
。

だ
が
、
両
社
の
神
域
（
氏
子
の
住
居
の
在
る
所
）
が
、

芝
、
麹
町
、
神
田
そ
の
他
数
十
ヶ
町
と
広
い
こ
と
は
広
い

が
、
三
代
続
い
て
同
域
に
住
居
す
る
と
い
う
の
は
、
お
そ

ら
く
二
十
％
と
は
お
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ほ
ど

に
江
戸
は
人
の
出
入
り
が
繁
し
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え

時
代
が
す
す
む
に
つ
れ
、
三
代
続
き
の
ほ
う
は
資
格
と
し

て
あ
ま
り
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
氏
子
た
ち
が
、
山
王
さ
ん
は
六
月
十
五
日
（
現

在
六
月
中
）
の
夏
祭
り
、
神
田
明
神
さ
ん
は
九
月
十
五
日

（
現
五
月
中
）
の
秋
祭
り
に
、
各
町
内
氏
子
連
で
つ
く
っ

た
神
輿
や
山
車
を
何
十
台
と
繰
り
出
し
て
、
掛
け
声
も
勇

ま
し
く
ね
り
に
ね
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
華
や
か
さ
、
勇

壮
さ
は
正
に
見
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
る
に
、
神
宮
や
氏
子
代
表
が
、
古
式
に
の
っ

と
っ
た
衣
装
を
ま
と
い
ね
り
歩
く
の
で
、
あ
た
か
も
一
幅

の
時
代
絵
巻
を
見
る
よ
う
で
あ
る
、
と
江
戸
古
記
に
書
か

れ
て
い
る
。

し
か
し
昭
和
平
成
に
至
っ
て
、
奉
納
の
野
村
万
之
丞
の

大
田
楽
（
だ
い
で
ん
が
く
）
も
好
評
判
を
よ
び
、
平
成
五

年
に
は
文
化
庁
芸
術
祭
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

こ
れ
も
時
代
の
推
移
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
山
王
日
枝
神
社
さ
ん
を

語
る
の
に
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
が
二
つ

あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
山
王
さ
ん
の
在
の
�
台
を
、
そ
の
昔
は

「
星
が
岡
」
と
呼
ん
で
い
た
事
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
の
眺
め
は
、
神
田
明
神
さ
ん
の
よ
う
に
庶
民

の
家
々
は
見
ら
れ
な
い
が
（
眼
下
に
大
名
旗
本
の
屋
敷
が

多
か
っ
た
の
で
）、江
戸
湾
が
す
ぐ
近
く
、
手
を
の
ば
せ
ば

白
帆
の
舟
が
�
め
そ
う
な
風
光
明
媚
さ
を
与
え
て
く
れ
、

眼
を
愉
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
更
に
眼
を
転
ず
れ
ば
東
海
道

を
上
り
下
り
す
る
旅
人
も
見
え
、
声
を
か
け
れ
ば
振
り
か

え
る
ほ
ど
（
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
）
で
あ
る
。
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景
色
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
有
名
な
「
星
の
寮
」

と
い
う
茶
店
ふ
う
の
飲
茶
や
料
理
を
ま
か
な
っ
て
く
れ
る

店
が
あ
っ
た
。

こ
の
寮
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、

昭
和
の
二
十
年
代
の
は
じ
め
頃
、
こ
こ
の
茶
屋
の
一
室
で
、

作
家
の
土
師
清
二
先
生
や
山
手
樹
一
郎
先
生
、
村
上
元
三

先
生
な
ど
長
谷
川
伸
先
生
の
一
門
の
方
々
が
、
月
に
一
度

お
集
ま
り
に
な
っ
て
俳
句
の
勉
強
会
を
や
っ
て
お
ら
れ
、

そ
こ
へ
小
説
の
原
稿
を
い
た
だ
き
に
何
度
か
行
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
む
ろ
ん
玄
関
先
で
原
稿
を
い
た
だ
く
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
行
く
た
び
に
「
ぼ
く
も
こ
う
い
う
処
で
小
説
や
俳

句
の
勉
強
を
し
た
い
」
と
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ

ど
に
此
処
は
静
か
で
落
着
い
た
雰
囲
氣
だ
っ
た
の
だ
。

さ
て
お
し
ま
い
に
、
も
う
一
つ
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
噂
を

つ
け
加
え
よ
う
。

こ
の
神
社
さ
ん
に
も
、
神
田
明
神
さ
ん
と
同
様
に
、
参

詣
す
る
の
に
男
坂
と
女
坂
と
が
あ
る
。
距
離
的
に
は
明
神

さ
ん
の
よ
り
少
々
険
し
く
長
い
よ
う
な
氣
も
す
る
が
、
と

に
か
く
男
性
は
男
坂
を
、
そ
し
て
女
性
は
女
坂
を
登
っ
て
、

拝
殿
の
前
で
出
会
う
と
、
そ
の
男
女
は
め
で
た
く
結
ば
れ

る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
全
然
み
ず
知
ら
ず
の
男
女
が
、
偶
然
に
拝
殿

の
前
で
出
会
っ
た
と
こ
ろ
で
恋
愛
が
成
立
し
た
ら
、
め
で

た
い
ど
こ
ろ
か
ち
ょ
っ
と
こ
わ
く
て
問
題
に
な
る
だ
ろ
う

が
、
さ
り
と
て
知
り
合
っ
た
仲
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
打
ち
合

わ
せ
て
別
々
に
登
っ
て
ぱ
っ
た
り
顔
を
合
わ
せ
る
の
も
、

何
と
な
く
わ
ざ
と
ら
し
く
て
い
や
ら
し
い
感
じ
が
す
る
。

だ
が
、
こ
の
噂
、
ま
る
っ
き
り
作
り
事
で
は
な
い
よ
う

だ
。
と
言
う
の
は
、
筆
者
の
友
人
の
話
だ
が
、
そ
の
友
人

の
若
い
夫
婦
が
、
ま
だ
結
婚
三
年
目
だ
と
い
う
の
に
、
つ

ま
ら
な
い
意
見
の
相
違
で
離
婚
の
ピ
ン
チ
に
陥
ち
入
っ
た
。

そ
こ
で
友
人
が
、
そ
の
若
夫
婦
に
、「
だ
ま
さ
れ
た
と
思
っ

て
男
坂
、
女
坂
を
別
々
に
登
っ
て
拝
殿
の
前
で
出
会
っ
て

ご
ら
ん
」
と
す
す
め
た
。

若
夫
婦
は
、
文
字
通
り
だ
ま
さ
れ
た
氣
持
で
、
実
行
し

た
。
と
こ
ろ
が
拝
殿
の
前
で
神
さ
ま
を
拝
み
、
拝
み
終
っ

て
顔
を
見
合
わ
せ
て
、
寸
前
ま
で
そ
ん
な
氣
が
な
い
の
に
、

二
人
と
も
同
時
に
に
っ
こ
り
と
笑
い
合
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
戻
り
は
、
手
を
つ
な
ぎ
あ
っ
て
女
坂
を
降
り
て
帰
宅

し
た
、
と
。

こ
れ
を
以
て
ご
利
益
の
一
つ
、
と
言
う
の
は
浅
薄
の
そ

し
り
は
免
れ
ま
い
が
、
し
か
し
頭
か
ら
嘘
だ
迷
信
だ
と
バ

カ
に
す
る
よ
り
、
信
を
お
い
た
ほ
う
が
倖
と
い
う
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

―
次
回
の
予
定
は
不
忍
池
弁
天
堂
―
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■
訂
正
と
お
詫
び

酒
林
第
七
十
四
号
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。

左
記
の
通
り
正
誤
表
を
記
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

■
高
松
張
子（
表
紙
説
明
）

高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼
重
公
が
高
松
に
ご
入
封
の
際
、

家
臣
が
製
法
を
伝
え
た
と
い
う
「
高
松
張
り
子
」
は
、

素
朴
な
紙
の
玩
具
と
し
て
、
ま
た
身
近
な
信
仰
の
対
象

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

乃
村
七
重（
の
む
ら
な
な
え
）プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
四
八
年

�
高
松
市
八
坂
町
生
ま
れ

一
九
九
九
年

�
「
高
松
張
り
子
」
が
香
川
県
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
、
同
時
に
個
人
と
し
て
も
伝
統
工
芸
士
と
し
て

の
認
定
を
受
け
る
。

香
川
県
高
松
市
八
坂
町
三
の
四

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
八
七－

八
二
一－

八
四
四
二

「
酒
林
」随
筆
特
集

第
七
十
五
号

平
成
二
十
年
三
月
一
日
号

発
行
人

西

野

信

也

印
刷
人

株
式
会
社

太
陽
社

高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

発
行
所

西
野
金
陵
株
式
会
社

正

誤

表

誤

り

正

二
十
五
頁
二
段
九
行
目

デ
ン
マ
ー
ク
の
首
都
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム

デ
ン
マ
ー
ク
の
首
都
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
一
報
下
さ
い
。
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