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日
々
門
巷
を
過
る
物
売
の
声
も
お
の
ず
か
ら
時
勢
の
推
移
を
語
っ
て
い
る
。

　
下
駄
の
歯
入
屋
は
鞭
を
携
え
て
鼓
を
打
つ
。
こ
の
響
は
久
し
く
耳
に
馴
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
記
憶
は
早
く
も
模
糊
と
し
て
其
起
源
の
い
つ
ご
ろ
で
あ

っ
た
か
を
詳
に
し
な
い
。
明
治
四
十
一
年
の
秋
、
わ
た
く
し
が
外
国
か
ら
帰

っ
て
来
た
時
、
歯
入
屋
は
既
に
鞭
で
鼓
を
打
ち
な
が
ら
牛
込
辺
を
歩
い
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
頃
ロ
シ
ヤ
の
パ
ン
パ
ン
と
呼
ん
で
山
の
手
の
町
を
売
り
歩
く
行
賈
の

声
が
わ
た
く
し
に
は
耳
新
し
く
聞
き
な
さ
れ
た
。
然
し
こ
れ
と
て
も
、
東
京

の
市
街
は
広
い
の
で
、
わ
た
く
し
が
牛
込
辺
で
物
め
ず
ら
し
く
思
っ
た
時
に

は
、
他
の
町
に
在
っ
て
は
既
に
早
く
耳
馴
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
も
図
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ら
れ
な
い
。

　
凡
門
巷
を
過
行
く
行
賈
の
声
の
定
め
が
た
き
は
、
旦
暮
海
潮
の
去
来
す
る

に
も
た
と
え
よ
う
か
。
そ
の
興
る
に
当
っ
て
は
人
の
之
に
意
を
注
ぐ
も
の
な

く
、
そ
の
漸
く
盛
と
な
る
や
耳
に
熟
す
る
の
あ
ま
り
、
遂
に
そ
の
消
去
る
時

を
知
ら
し
め
な
い
。
服
飾
流
行
の
変
遷
も
亦
門
巷
行
賈
の
声
に
ひ
と
し
い
。

　
明
治
四
十
一
年
頃
ロ
シ
ヤ
の
パ
ン
パ
ン
が
耳
新
し
く
聞
か
れ
た
時
分
、
豆

腐
屋
は
ま
だ
喇
叭
を
吹
か
ず
黄
銅
製
の
振
鐘
を
振
鳴
し
て
い
た
よ
う
に
、
わ

た
く
し
は
記
憶
し
て
い
る
。
煙
管
羅
宇
竹
の
す
げ
替
を
す
る
商
人
が
、
小
さ

な
車
を
曳
き
其
上
に
据
付
け
た
釜
の
湯
気
で
ピ
イ
ピ
イ
と
汽
笛
を
吹
き
な
ら

し
て
来
た
の
は
、
豆
腐
屋
が
振
鐘
を
よ
し
て
喇
叭
に
し
た
よ
り
も
尚
以
前
に

あ
っ
た
ら
し
い
。
天
秤
棒
の
両
端
に
箱
を
つ
る
し
、
ラ
ウ
ー
イ
ラ
ウ
ー
イ
と
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呼
ん
で
歩
い
た
旧
い
羅
宇
屋
は
い
つ
か
な
く
な
っ
て
、
新
し
い
車
に
変
っ
た

の
で
あ
る
。
歯
入
屋
も
近
年
は
大
抵
羅
宇
屋
に
似
た
車
を
曳
い
て
来
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
研
屋
は
今
で
も
折
々
天
秤
棒
を
肩
に
し
て
、
「
鋏
、
庖
丁
、
剃
刀
研
ぎ
」

と
呼よば
わ
り
な
が
ら
門
巷
を
過
る
が
鋳
掛
屋
の
声
は
い
つ
か
ら
と
も
知
ら
ず
耳

遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
是
れ
現
代
の
家
庭
に
在
っ
て
は
台
所
で
使
う
鍋
釜

の
た
ぐ
い
も
悉
く
廉
価
な
る
粗
製
品
と
な
り
、
破
損
す
れ
ば
直
様
古
き
を
棄

て
て
新
し
き
を
購
う
よ
う
に
な
っ
た
為
め
で
あ
ろ
う
。
何
物
に
か
ぎ
ら
ず
多

年
使
い
馴
れ
た
器
物
を
愛
惜
し
て
、
幾
度
と
な
く
之
を
修
繕
し
つ
つ
使
用
し

て
い
た
よ
う
な
醇
朴
な
風
習
が
今
は
既
に
蕩
然
と
し
て
後
を
断
っ
た
の
も
此

の
一
事
に
よ
っ
て
推
知
せ
ら
れ
る
。
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明
治
三
十
年
の
春
明
治
座
で
、
先
代
の
左
団
次
が
鋳
掛
松
を
演
じ
た
時
、

鋳
掛
屋
の
呼
び
歩
く
声
を
真ま
似ね
す
る
の
が
至
難
で
あ
っ
た
の
で
、
ま
こ
と
の

鋳
掛
屋
を
招
い
て
書
割
の
後
か
ら
呼
ば
せ
た
と
か
云
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。

　
わ
が
呱
々
の
声
を
揚
げ
た
礫
川
の
僻
地
は
、
わ
た
く
し
の
身
に
取
っ
て
は

何
か
に
つ
け
て
な
つ
か
し
い
追
憶
の
郷さと
で
あ
る
。
む
か
し
の
ま
ま
な
る
姿
を

な
し
た
雪
駄
直
し
や
鳥
さ
し
な
ど
を
目
撃
し
た
の
も
、
是
皆
金
剛
寺
坂
の
ほ

と
り
に
在
っ
た
旧
宅
の
門
外
で
あ
っ
た
。
雪
駄
直
し
は
饅
頭
形
の
籐
笠
を
か

ぶ
り
其
の
紐
を
顎あご
に
か
け
て
結
ん
で
い
た
の
で
顔
は
見
え
ず
、
笠
の
下
か
ら

顎あご
の
先
ば
か
り
が
突
出
て
い
る
の
が
何
と
な
く
気
味
悪
く
見
ら
れ
た
。
着
物

の
裾
を
褰から
げ
て
浅
葱
の
股
引
を
は
き
、
筒
袖
の
絆
纏
に
、 

手  

甲 

て
っ
こ
う

を
か
け
、
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履
物
は
草
鞋
を
は
か
ず
草
履
か
雪
駄
か
を
は
い
て
い
た
。
道
具
を
入
れ
た
笊
ざ
る

を
肩
先
か
ら 

巾  

広 

は
ば
ひ
ろ

の
真
田
さ
な
だ
の
紐
で
、
小
脇
に
提さ
げ
、
デ
ー
イ
デ
ー
イ
と
押

し
出
す
よ
う
な
太
い
声
。
そ
れ
を
ば
曇
っ
た
日
の
暮
方
ち
か
い
頃
な
ぞ
に
聞

く
と
、
何
と
も
知
れ
ず
気
味
の
わ
る
い
心
持
が
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
鳥
さ
し
の
姿
を
見
る
の
も
そ
の
頃
は
人
の
い
や
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鳥

さ
し
は
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
手
甲
脚
絆
が
け
で
、
草
鞋
を
は
き
、
腰
に
獲
物
を

入
れ
る
籠
を
提
げ
、
継
竿
に
な
っ
た
長
い 

黐  

竿 

も
ち
ざ
お

を
携
え
、
路
地
と
い
わ
ず
、

人
家
の
裏
手
と
い
わ
ず
、
ど
こ
へ
で
も
入
り
込
ん
で
物
陰
に
身
を
潜
め
、
雀

の
鳴
声
に
似
せ
た
笛
を
吹
き
な
ら
し
、
雀
を
捕
え
て
去
る
の
で
あ
る
。

　
鳥
さ
し
は
維
新
以
前
に
は
雀
を
捕
え
て
、
幕
府
の
飼
養
す
る
鷹
の
脚
を
暖

め
さ
せ
る
た
め
に
、
之
を
鷹
匠
の
許
へ
持
ち
行
く
こ
と
を
家
の
業
と
な
し
て
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い
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
か
ら
と
も
な
く
民
間
の
風
聞
を
探
索
し
て
歩
く

「 
隠  
密 
お
ん
み
つ

」
で
あ
る
と
の
噂
が
専
ら
と
な
っ
た
の
で
、
江
戸
の
町
人
は
鳥
さ

し
の
姿
を
見
れ
ば
必
不
安
の
思
を
な
し
た
と
い
う
は
な
し
で
あ
る
。
わ
た
く

し
が
折
々
小
石
川
の
門
巷
を
徘
徊
す
る
鳥
さ
し
の
姿
を
目
に
し
た
時
は
、
明

治
の
世
も
既
に
十
四
五
年
を
過
ぎ
て
は
い
た
が
、
人
は
猶
既
往
の
風
聞
を
説

い
て
之
を
恐
れ
厭
っ
て
い
た
。
今
の
世
に
在
っ
て
は
、
鳥
さ
し
は
お
ろ
か
、

犬
殺
し
や
猫
の
皮
剥
ぎ
よ
り
も
更
に
残
忍
な
る
徒
輩
が
徘
徊
す
る
の
を
見
て

も
、
誰
一
人
之
を
目
し
て
不
祥
の
兆
と
な
す
も
の
が
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
等

が
行
燈
の
下
に
古
老
の
伝
説
を
聞
き
、
其
の
人
と
同
じ
よ
う
に
い
わ
れ
も
な

い
不
安
と
恐
怖
と
を
覚
え
た
の
は
、
今
よ
り
し
て
之
を
顧
れ
ば
、
其
時
代
の

空
気
に
は
一
味
の
哀
愁
が
流
れ
て
い
た
故
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
哀
愁
は
迷
信
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か
ら
起
る
恐
怖
と
共
に
、
世
の
革
あ
ら
た
まる
に
つ
れ
て
今
や
全
く
湮
滅
し
尽
し
た
も

の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
等
が
少
年
の
頃
に
は
風
の
音
鐘
の
響
犬
の
声
按
摩
の

笛
な
ど
が
無
限
の
哀
愁
を
覚
え
さ
せ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
夜
の
闇
と
静
寂

と
さ
え
も
が
直
に
言
い
知
れ
ぬ
恐
怖
の
泉
と
な
っ
た
。
之
に
反
し
て
、
昭
和

当
代
の
少
年
の
夢
を
襲
う
も
の
は
抑
そ
も
そも
何
で
あ
ろ
う
。
民
衆
主
義
の
悪
影
響

を
受
け
た
彼
等
の
胸
中
に
は
恐
怖
畏
懼
の
念
は
影
を
だ
も
留
め
ず
、
夢
寐
の

間
に
も
猶
忘
れ
ざ
る
も
の
は
競
争
売
名
の
一
事
の
み
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
現
代
の
小
学
生
は
小
遣
銭
を
運
動
費
と
な
し
て
、
級
長
選
挙
の
事

に
狂
奔
す
る
こ
と
を
善
事
と
な
し
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。

　
市
中
行
賈
の
中
、
恰
も
雁
の
去
る
時
燕
の
来
る
が
如
く
、
節
序
に
従
っ
て

去
来
す
る
も
の
は
、
今
の
世
に
在
っ
て
も
往
々
に
し
て
人
の
詩
興
を
動
か
す
。
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遅
桜
も
ま
だ
散
り
尽
さ
ぬ
頃
か
ら
聞
え
は
じ
め
る
苗
売
の
声
の
如
き
、
人
は

ま
だ
袷
を
も
ぬ
が
ぬ
中
早
く
も
秋
を
知
ら
せ
る
虫
売
の
如
き
、
其
他
風
鈴
売
、

葱
売
、
稗
蒔
売
、
朝
顔
売
の
如
き
、
い
ず
れ
か
俳
諧
中
の
景
物
に
あ
ら
ざ
る

は
な
い
。
正
月
に
初
夢
の
宝
船
を
売
る
声
は
既
に
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
が
、

中
元
に
は
猶
お
迎
い
お
迎
い
の
声
を
聞
く
。
近
年
麻
布
辺
の
門
巷
に
は
、
春

秋
を
問
わ
ず
宿
雨
の
霽は
れ
る
折
を
窺
っ
て
、
「
竿
竹
や
竿
竹
」
と
呼
ん
で
物

干
竿
を
売
り
に
来
る
も
の
が
あ
る
。
幾
日
と
な
く
降
り
つ
づ
い
た
雨
の
ふ
と

霽
れ
て
、
青
空
の
面
に
は
ま
だ
白
い
雲
の
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
動
い
て
い
る
朝

ま
だ
き
、
家
毎
に
物
洗
う
水
の
音
と
、
女
供
の
嬉
々
と
し
て
笑
う
声
の
聞
え

る
折
か
ら
、
竿
竹
売
の
田ひ
舎な
び
た
太
い
声
に
驚
か
さ
れ
て
、
犬
の
子
は
吠
え
、

日
に
曝
し
た
雨
傘
の
か
げ
か
ら
は
雀
が
ぱ
っ
と
飛
び
立
つ
な
ど
、
江
戸
の
む
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か
し
に
雨
の
晴
れ
た
日 

樋 

竹 

売 

と
よ
だ
け
う
り
の
来
た
と
い
う
其
の
頃
の
情
景
も
お
の
ず

か
ら
思
合
さ
れ
る
。

　
薬
を
売
り
歩
く
も
の
に
は
、
多
年
目
に
馴
れ
た
千
金
丹
を
売
る
も
の
、
定

斎
の
箱
を
担
う
も
の
が
あ
る
。
千
金
丹
を
売
る
も
の
が
必
手
に
革
包
を
提さ
げ

蝙
蝠
傘
を
ひ
ら
い
て
歩
い
た
の
は
明
治
初
年
の
遺
風
で
あ
ろ
う
。
日
露
戦
争

の
後
か
ら
大
正
四
五
年
の
頃
ま
で
市
中
到
処
に
軍
人
風
の
装
を
な
し
手
風
琴

を
引
き
な
ら
し
て
薬
を
売
り
歩
く
も
の
が
あ
っ
た
。
浅
井
忠
の
板
下
を
描
い

た
当
世
風
俗
五
十
番
歌
合
と
い
う
も
の
に
、
「
風
ひ
き
め
ま
い
の
大
奇
薬
、

オ
ッ
チ
ニ
イ
」
と
そ
の 

売  

声 

う
り
ご
え

が
註
に
し
て
あ
る
。
此
書
は
明
治
四
十
年
の

出
版
で
あ
る
が
、
鍋
焼
温
飩
の
図
を
出
し
て
、
支
那
蕎
麦
屋
を
描
い
て
い
な

い
。
之
に
由
っ
て
観
れ
ば
、
支
那
そ
ば
や
が
唐
人
笛
を
吹
い
て
歩
く
よ
う
に
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な
っ
た
の
は
明
治
四
十
年
よ
り
後
で
あ
ろ
う
歟か
。

　
支
那
蕎
麦
屋
の
夜
陰
に
吹
き
鳴
す
唐
人
笛
に
は
人
の
心
を
動
す
一
種
の
哀

音
が
あ
る
。
曾
て
場
末
の
町
の
昼
下
り
に
飴
を
売
る
も
の
の
吹
き
歩
い
た
チ

ャ
ル
メ
ラ
の
音
色
に
も
同
じ
よ
う
な
哀
愁
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
い
つ
か
聞

か
れ
な
く
な
っ
た
。
按
摩
の
笛
の
音
も
色
町
を
除
く
の
外
近
年
は
全
く
絶
え

た
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ば
之
に
代
っ
て
昭
和
時
代
の
東
京
市
中
に
哀
愁
脉
々

た
る
夜
曲
を
奏
す
る
も
の
、
唯
南
京
蕎
麦
売
の
簫ふえ
が
あ
る
ば
か
り
と
な
っ
た
。

　
新
内
語
り
を
始
め
其
他
の
街
上
の
芸
人
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
言
わ
な
い
。

　
そ
の
日
そ
の
日
に
忘
れ
ら
れ
て
行
く
市
井
の
事
物
を
傍
観
し
て
、
走
馬
燈

で
も
見
る
よ
う
な
興
味
を
催
す
の
は
、
都
会
に
生
れ
た
も
の
の
通
有
す
る
性

癖
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
古
老
の
随
筆
に
し
て
行
賈
の
風
俗
を
記
載
せ
ざ
る
も
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の
は
稀
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
就
い
て
、
曳
尾
庵
が
わ
が
衣
の
如
き
、
小
川

顕
道
が
塵
塚
談
の
如
き
は
、
今
猶
好
事
家
必
読
の
書
目
中
に
数
え
ら
れ
て
い

る
。
是
亦
わ
た
く
し
の
贅
す
る
に
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
年
十
一
月
記
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発
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2010

年1

月26

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
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ら
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ま
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入
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校
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、
制
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に
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っ
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、
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の
皆
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で
す
。
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