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昭
和
二
年
の
冬
、
酉
の
市
へ
行
つ
た
時
、
山
谷
堀
は
既
に
埋
め
ら
れ
、
日

本
堤
は
丁
度
取
崩
し
の
工
事
中
で
あ
つ
た
。
堤
か
ら
下
り
て
大
音
寺
前
の
方

へ
行
く 

曲 
輪 
外 

く
る
わ
そ
と

の
道
も
亦
取
広
げ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
一
面
に 

石  

塊 

い
し
こ
ろ

が
敷

い
て
あ
つ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
吉
原
を
通
り
ぬ
け
て
鷲
お
ほ
と
り神
社
の

境
内
に
出
る
と
、
鳥
居
前
の
新
道
路
は
既
に
完
成
し
て
ゐ
て
、
平
日
は
三  

み
の
わ

輪 

行 

ゆ
き

の
電
車
や
乗
合
自
動
車
の
往
復
す
る
事
を
も
、
わ
た
く
し
は
其
日
初

め
て
聞
き
知
つ
た
の
で
あ
る
。

　
吉
原
の
遊
里
は
今
年
昭
和
甲
戌
の
秋
、
公
娼
廃
止
の
令
の
出
づ
る
を
待
た

ず
、
既
に
数
年
前
、
早
く
滅
亡
し
て
ゐ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
其
旧
習
と

其
情
趣
と
を
失
へ
ば
、
こ
の
古
き
名
所
は
在
つ
て
も
無
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
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江
戸
の
む
か
し
、
吉
原
の
曲
輪
く
る
わ
が
そ
の
全
盛
の
面
影
を
留
め
た
の
は
山
東

京
伝
の
著
作
と
浮
世
絵
と
で
あ
つ
た
。
明
治
時
代
の
吉
原
と
其
附
近
の
町
と

の
情
景
は
、
一
葉
女
史
の
「
た
け
く
ら
べ
」
、
広
津
柳
浪
の
「
今
戸
心
中
」
、

泉
鏡
花
の
「
註
文
帳
」
の
如
き
小
説
に
、
滅
び
行
く
最
後
の
面
影
を
残
し
た
。

　
わ
た
く
し
が
弱
冠
の
頃
、
初
め
て
吉
原
の
遊
里
を
見
に
行
つ
た
の
は
明
治

三
十
年
の
春
で
あ
つ
た
。
「
た
け
く
ら
べ
」
が
文
芸
倶
楽
部
第
二
巻
第
四
号

に
、
「
今
戸
心
中
」
が
同
じ
く
第
二
巻
の
第
八
号
に
掲
載
せ
ら
れ
た
其
翌
年

で
あ
る
。

　
当
時
遊
里
の
周
囲
は
、
浅
草
公
園
に
向
ふ
南
側 

千 

束 

町 

せ
ん
ぞ
く
ま
ち
三
丁
目
を
除
い

て
、
そ
の
他
の
三
方
に
は
む
か
し
の
ま
ゝ
の
水
田
み
づ
た
や
竹
藪
や
古
池
な
ど
が
残

つ
て
ゐ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
二
番
目
狂
言
の
舞
台
で
見
馴
れ
た
書
割
、
ま
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た
は
「
は
や
悲
し
吉
原
い
で
ゝ
麦
ば
た
け
。
」
と
か
、
「
吉
原
へ
矢
先
そ
ろ

へ
て
案
山
子
か
な
。
」
な
ど
云
ふ
江
戸
座
の
発
句
を
、
そ
の
ま
ゝ
の
実
景
と

し
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
浄
瑠
璃
と
草
双
紙
と
に
最
初
の
文
学
的
熱
情
を
誘
ひ
出
さ
れ
た
わ
れ
〳
〵

に
は
、
曲
輪
外
の
さ
び
し
い
町
と
田
圃
の
景
色
と
が
、
い
か
に
豊
富
な
る
魅

力
を
示
し
た
で
あ
ら
う
。

　
そ
の
頃
、  

見  

返  

柳  

み
か
へ
り
や
な
ぎ

の
立
つ
て
ゐ
た 

大  

門 

お
ほ
も
ん

外
の
堤
に
佇
立
ん
で
、
東

の
方かた
を
見
渡
す
と
、  

地
方
今
戸
町  

ぢ
か
た
い
ま
ど
ま
ち

の
低
い
人
家
の
屋
根
を
越
し
て
、
田
圃

の
か
な
た
に
小
塚
ツ
原
の
女
郎
屋
の
裏
手
が
見
え
、
堤
の
直
ぐ
下
に
は
屠
牛

場
や 

元  

結 

も
と
ゆ
ひ

の
製
造
場
な
ど
が
あ
つ
て
、
山
谷
堀
へ
つ
ゞ
く
一
条
の
溝
渠
が

横
は
つ
て
ゐ
た
。
毒
だ
み
の
花
や
、
赤
の
ま
ゝ
の
花
の
咲
い
て
ゐ
た
岸
に
は
、
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猫
柳
の
や
う
な
灌
木
が
繁
つ
て
ゐ
て
、  

髪  

洗  

橋  

か
み
あ
ら
ひ
ば
し

な
ど
い
ふ
腐
つ
た
木
の

橋
が
幾
筋
も
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
。

　
見
返
柳
を
後
に
し
て
堤
の
上
を
半
町
ば
か
り
行
く
と
、
左
手
へ
降おり
る
細
い

道
が
あ
つ
た
。
此
が 

竜  

泉  

寺  

町 

り
ゆ
う
せ
ん
じ
ま
ち

の
通
で
、
「
た
け
く
ら
べ
」
第
一
回
の

書
初
め
に
見
る
叙
景
の
文
は
即
ち
こ
の
処
で
あ
つ
た
。
道
の
片
側
は 

鉄 

漿 

お
は
ぐ
ろ

溝 どぶ
に
沿
う
て
、  

廓    
者  

く
る
わ
も
の

の
住
ん
で
ゐ
る
汚
い
長
屋
の
立
ち
つ
ゞ
い
た
間

か
ら
、
江
戸
町
一
丁
目
と 
揚 
屋 

町 
あ
げ
や
ま
ち

と
の
非
常
門
を
望
み
、
ま
た
、
女
郎
屋

の
裏
木
戸
ご
と
に
引
上
げ
ら
れ
た
幾
筋
の 

刎  

橋 

は
ね
ば
し

が
見
え
た
。
道
は
少
し
北

へ
曲
つ
て
、
長
屋
の
間
を
行
く
こ
と
半
町
ば
か
り
に
し
て
火
の
見
梯
子
の
立

つ
て
ゐ
る
四
辻
に
出
る
。
こ
の
あ
た
り
を
大
音
寺
前
と
称
へ
た
の
は
、
四
辻

の  

西    

南  

に
し
み
な
み

の
角
に
大
音
寺
と
い
ふ
浄
土
宗
の
寺
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
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辻
を
北
に
取
れ
ば
龍
泉
寺
の
門
前
を
過
ぎ
て
千
束
稲
荷
の
方
へ
抜
け
、
ま
た

真
直
に
西
の
方
へ
行
け
ば
、
三
島
神
社
の
石
垣
に
つ
い
て
阪
本
通
へ
出
る
の

で
、
毎
夜
吉
原
通
ひ
の
人
力
車
が
こ
の
道
を
引
き
も
き
ら
ず
、
提
灯
を
振
り

な
が
ら
走
り
過
る
の
を
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
作
者
は
「
十
分
間
に
七
十
五

輌
」
と
数
へ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
長
屋
は
追
々
ま
ば
ら
に
な
つ
て
、
道
も
稍
ひ
ろ
く
、
そ
の
両
側
を
流
れ
る

溝どぶ
の
水
に
石
橋
を
わ
た
し
、
生
茂
る
竹
む
ら
を
其
儘
の
垣
に
し
た
閑
雅
な
門

構
の
家
が
つ
ゞ
き
出
す
。
わ
た
く
し
は
曾
て
そ
れ
等
の
中
の  

一    

構  

ひ
と
か
ま
へ

が
、

有
名
な
料
理
屋
田
川
屋
の
跡
だ
と
か
い
ふ
は
な
し
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

「
た
け
く
ら
べ
」
に
描
か
れ
て
ゐ
る 

龍 
華 
寺 

り
ゆ
う
げ
じ

と
い
ふ
寺
。
ま
た
お﹅
し﹅
や﹅
ま﹅

な
娘
美み
登ど
里り
の
住
ん
で
ゐ
た
大
黒
屋
の
寮
な
ど
も
大
方
こ
の
あ
た
り
の
す
た
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れ
た
寺
や
、
風
雅
な  

潜    

門  

く
ゞ
リ
も
ん

の
家
を
、
其
の
ま
ゝ
資
料
に
し
た
も
の
で
あ

ら
う
と
、
通
る
ご
と
に
わ
た
く
し
は
門
の
内
を
の
ぞ
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
か

つ
た
。
江
戸
時
代
に
楓
も
み
ぢの
名
所
と
云
は
れ
た 

正 

燈 

寺 

し
や
う
と
う
じ
も
亦
大
音
寺
前
に
在

つ
た
が
、
庭
内
の
楓
樹
は
久
し
き
以
前
、
既
に
枯
れ
つ
く
し
て
、
わ
た
く
し

が
散
歩
し
た
頃
に
は
、
門
内
の
一
樹
が
わ
づ
か
に
昔
の
名
残
を
留
め
て
ゐ
る

に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

　
大
音
寺
は
昭
和
の
今
日
で
も
、
お
酉
様
の
鳥
居
と
筋
向
ひ
に
な
つ
て
、
も

と
の
処
に
仮
普
請
の
堂
を
留とゞ
め
て
ゐ
る
が
、
然
し
周
囲
の
光
景
が
あ
ま
り
に

甚
し
く
変
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
、
こ
れ
を
尋
ね
て
見
て
も
、
同
じ
場
処
で
は

な
い
や
う
な
気
が
す
る
程
で
あ
る
。
明
治
三
十
年
頃
、
わ
た
く
し
が
「
た
け

く
ら
べ
」
や
「
今
戸
心
中
」
を
よ
ん
で
歩
き
廻
つ
た
時
分
の
こ
と
を
思
ひ
返
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す
と
、
大
音
寺
の
門
は
現
在
電
車
通
り
に
石
の
柱
の
立
つ
て
ゐ
る
処
で
は
な

く
し
て
、
別
の
処
に
在
つ
て
其
向
き
も
亦
ち
が
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
現

在
の
門
は
東
向
き
で
あ
る
が
、
昔
は
北
に
向
ひ
、
道
端
か
ら
ず
つ
と
奥
深
い

処
に
在
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
然
し
こ
の
記
憶
も
今
は
甚
だ
お
ぼ
ろ
で

あ
る
。
そ
の
頃
お
酉
様
の
鳥
居
前
へ
出
る
に
は
、
大
音
寺
前
の
辻
を
南
に
曲

つ
て
行
つ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
辻
を
曲
る
と
、
道
の
片
側
に
は
小
家
の
つ
ゞ

い
た
屋
根
の
う
し
ろ
に
吉
原
の
病
院
が
見
え
、
片
側
は
見
渡
す
か
ぎ
り
水
田

の
つ
ゞ
い
た
彼
方
に
太
郎
稲
荷
の
森
が
見
え
た
。
吉
原
田
圃
は
こ
の
処
を
云

つ
た
の
で
あ
る
。
裏
田
圃
と
も
、
ま
た
浅
草
田
圃
と
も
云
つ
た
。
単
に
反
歩
た
ん
ぼ

と
も
云
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　
吉
原
田
圃
の
全
景
を
眺
め
る
に
は 

廓   

内   
京   

町  

く
わ
く
な
い
き
や
う
ま
ち

一
二
丁
目
の
西
側
、
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お
歯
黒
溝
に
接
し
た
娼
楼
の
裏
窓
が
最
も  

其    

処  

そ
の
と
こ
ろ

を
得
て
ゐ
た
。
こ
の
眺

望
は
幸
に
し
て
「
今
戸
心
中
」
の
篇
中
に
委
し
く
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
即

ち
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
忍
ヶ
岡
と
太
郎
稲
荷
の
森
の
梢
に
は
朝
陽
あ
さ
ひ
が
際
立
ツ
て
映あた
ツ
て
居ゐ
る
。
入

　
谷
は
尚
ほ
半
分
靄
に
包
ま
れ
、
吉
原
田
甫
は
一
面
の
霜
で
あ
る
。
空
に
は

　 

一  

群 

ひ
と
む
れ

〳
〵
の
小
鳥
が
輪
を
作
ツ
て
南
の
方
へ
飛
ん
で
行
き
、
上
野
の
森

　
に
は
烏
か
ら
すが
噪
ぎ
始
め
た
。 
大  
鷲 

お
ほ
と
り

神
社
の
傍そば
の
田
甫
の
白
鷺
が
、
一
羽
起

　
ち
二
羽
起
ち
三
羽
立
つ
と
、
明
日
の
酉
の
市
の
売
場
に
新
ら
し
く
掛
け
た

　
小
屋
か
ら
二
三
個にん
の
人
が
は
見あら
は
れ
た
。
鉄
漿
溝
は
泡
立
ツ
た
儘
凍
ツ
て
、

　
大
音
寺
前
の
温
泉
の
烟
は
風
に
狂
ひ
な
が
ら
流
れ
て
ゐ
る
。
一
声
の
汽
笛
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が
高
く
長
く
尻
を
引
い
て
動
き
出
し
た
上
野
の
一
番
汽
車
は
、
見
る
〳
〵

　
中
に
岡
の
裾
を
繞
ツ
て
、
根
岸
に
入
ツ
た
か
と
思
ふ
と
、
天
王
寺
の
森
に

　
其
煙
も
見
え
な
く
な
ツ
た
。

　
こ
の
文
を
読
ん
で
、
現
在
は
セ
メ
ン
ト
の
新
道
路
が
松
竹
座
の
前
か
ら
三

ノ
輪
に
達
し
、
ま
た
東
西
に
は
二
筋
の
大
道
路
が
隅
田
川
の
岸
か
ら
上
野
谷

中
の
方
面
に
走
つ
て
ゐ
る
さ
ま
を
目
撃
す
る
と
、
曾
て
三
十
年
前
に
白
鷺
の

飛
ん
で
ゐ
た
と
こ
ろ
だ
と
は
思
は
れ
な
い
。
わ
た
く
し
が
こ
の
文
に
つ
い
て

こ
ゝ
に
註
釈
を
試
み
た
く
な
つ
た
の
も
、
滄
桑
の
感
に
堪
へ
な
い
余
り
で
あ

る
。

「
忍
し
の
ぶヶ
岡をか
」
は
上
野
谷
中
の
高
台
で
あ
る
。
「
太
郎
稲
荷
」
は
む
か
し
柳
河
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藩
主
立
花
氏
の
下
屋
敷
に
在
つ
て
、
文
化
の
こ
ろ
か
ら
流は
行や
り
は
じ
め
た
。

屋
敷
の
取
払
は
れ
た
後
、
社
殿
と
其
周
囲
の
森
と
が
浅
草  

光    

月    

町  

く
わ
う
げ
つ
ち
や
う

に

残
つ
て
ゐ
た
が
、
わ
た
く
し
が
初
め
て
尋
ね
て
見
た
頃
に
は
、
其
社
殿
さ
へ

わ
づ
か
に
形かた
ば
か
り
の
小
祠
に
な
つ
て
ゐ
た
。
「
大
音
寺
前
の
温
泉
」
と
は

普
通
の
風
呂
屋
で
は
な
く
、
料
理
屋
を
兼
ね
た
旅
館
で
は
な
い
か
と
思
は
れ

る
。
其
名
前
や
何
か
は
之
を
詳
に
し
な
い
。
当
時
入
谷
に
は
「 

松  

源 

ま
つ
げ
ん

」
、

根
岸
に
「 

塩  

原 

し
ほ
ば
ら

」
、
根
津
に
「 

紫 

明 

館 

し
め
い
く
わ
ん
」
、
向
島
に
「 

植  

半 

う
ゑ
は
ん

」
、
秋

葉
に
「
有
馬
温
泉
」
な
ど
い
ふ
温
泉
宿
が
あ
つ
て
、
芸
妓
を
つ
れ
て
泊
り
に

行
く
も
の
も
尠
く
な
か
つ
た
。
「
今
戸
心
中
」
は
そ
の
発
表
せ
ら
れ
た
こ
ろ
、

世
の
噂
に
よ
る
と
、
京
町
二
丁
目
の 

中 
米 
楼 

な
か
ご
め
ろ
う
に
在
つ
た
情
死
を
材
料
に
し

た
も
の
だ
と
云
ふ
。
然
し
中
米
楼
は
重
に
茶
屋
受
の
客
を
迎
へ
て
ゐ
た
の
に
、
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「
今
戸
心
中
」
の
叙
事
に
は
引
手
茶
屋
の
こ
と
が
見
え
て
ゐ
な
い
。
そ
の
頃

裏
田
圃
が
見
え
て
、
そ
し
て
刎
橋
の
あ
つ
た
娼
家
で
、
中
米
楼
に
つ
い
で
稍

格
式
の
あ
つ
た
も
の
は
、
わ
た
く
し
の
記
憶
す
る
所
で
は
京
二
の 

松 

大 

黒 

ま
つ
だ
い
こ
く

と
、
京
一
の 
稲  

弁 
い
な
べ
ん

と
の
二
軒
だ
け
で
、
其
他
は
皆
小
格
子

こ
が
う
し

で
あ
つ
た
。

「
今
戸
心
中
」
が
明
治
文
壇
の
傑
作
と
し
て
永
く
記
憶
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、

篇
中
の
人
物
の
性
格
と
情
緒
と
が
余
す
所
な
く
精
細
に
叙
述
せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
み
な
ら
ず
、
又
妓
楼
全
体
の
生
活
が
渾
然
と
し
て
一
幅
の
風
俗
画
を
な
し

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
篇
中
の
事
件
は
酉
の
市
の
前
後
か
ら
説
き
起
さ
れ
て
、

年
末
の
煤
払
ひ
に
終
つ
て
ゐ
る
。
吉
原
の
風
俗
と
共
に
情
死
の
事
を
説
く
に

は
最
も
適
切
な
時
節
を
択
ん
だ
と
こ
ろ
に
作
者
の
用
意
と
苦
心
と
が
窺
は
れ

る
。
わ
た
く
し
は
こ
ゝ
に
最
終
の
一
節
を
摘
録
し
や
う
。
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小
万
こ
ま
ん
は
涙
な
が
ら
写
真
と 

遺  

書 

か
き
お
き

と
を
持
つ
た
ま
ゝ
、
同
じ
二
階
の 

吉  

よ
し
ざ

　
里 と
の
室へや
へ
走
ツ
て
行
ツ
て
見
る
と
、
素
よ
り
吉
里
の
居を
ら
う
筈
が
な
く
、

　
お
熊
を
始
め 
書  

記 
か
き
や
く

の
男
と
他ほか
に
二
人
ば
か
り
騒
い
で
ゐ
た
。
小
万
は
上
か
み

　
の
間ま
に
行
ツ
て
窓
か
ら
覗
い
た
が
、
太
郎
稲
荷
、
入
谷
、
金
杉
あ
た
り
の

　
人
家
の 

灯  

火 

と
も
し
び

が
散
見
ち
ら
つ
き
、
遠
く
上
野
の
電
気
灯
が 

鬼  

火 

ひ
と
だ
ま

の
様
に
見
え

　
て
居
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
次
の
月
の
午
時
頃

ひ
る
ご
ろ

、
浅
草
警
察
署
の
手
で
、
今
戸
の
橋
場
寄
り
の
或
露
地

　
の
中
に
、
吉
里
が
着
て
行
ツ
た
お
熊くま
の
半
天
が 

脱  

捨 

ぬ
ぎ
す
て

て
あ
り
、
同
じ
露

　
地
の
隅
田
川
の
岸
に
は 

娼  

妓 

ぢ
よ
ら
う

の
用
ゐ
る
上
草
履
と
男
物
の
麻
裏
草
履
と

　
が
脱
捨
て
ゝ
あ
ツ
た
事
が
知
れ
た
。
（
略
）
お
熊くま
は 

泣  

々 

な
く
〳
〵

箕
輪
み
の
わ
の
無
縁
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寺
に
葬
む
り
、
小
万
は
お
梅
を
遣
ツ
て
は
、
七
日
〳
〵
の
香
華
を
手
向
け

　
さ
せ
た
。

　
箕
輪
の 
無 
縁 

寺 
む
え
ん
で
ら

は
日
本
堤
の
尽
き
や
う
と
す
る
処
か
ら
、
右
手
に
降
り

て
、
畠
道
を
行
く
事
一
二
町
の
処
に
在
つ
た
浄
閑
寺
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
明

治
三
十
一
二
年
の
頃
、
わ
た
く
し
が
掃
墓
に
赴
い
た
時
に
は
、
堂
宇
は
朽
廃

し
墓
地
も
荒
れ
果
て
ゝ
ゐ
た
。
こ
の
寺
は
む
か
し
か
ら
遊
女
の
病
死
し
た
も

の
、
又
は
情
死
し
て
引
取
手
の
な
い
も
の
を
葬
る
処
で
、
安
政
二
年
の
震
災

に
死
し
た
遊
女
の
供
養
塔
が
目
に
立
つ
ば
か
り
。 

其  

他 

そ
の
ほ
か

の
石
は
皆
小
さ
く

蔦
か
つ
ら
に
蔽
は
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
頃
年
少
の
わ
た
く
し
が
此
寺
の
所
在
を

知
つ
た
の
は
宮
戸
座
の
役
者
達
が
新
比
翼
塚
な
る
も
の
に
香
華
を
手
向
け
た
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話
を
き
い
た
事
か
ら
で
あ
つ
た
。
新
比
翼
塚
は
明
治
十
二
三
年
の
こ
ろ
品
川

楼
で
情
死
を
し
た
遊
女
盛
糸
せ
い
し
と
内
務
省
の
小
吏
谷
豊
栄
二
人
に
に
ん
の
追
善
に
建
て

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
因
に
云
ふ
。
竜
泉
寺
町
の
大
音
寺
も
亦
遊
女
の
骨
を

埋
め
た
処
で
、
む
か
し
蜀
山
人
が
碑
の
全
文
を
里
言
葉
で
つ
く
つ
た
遊
女
な

に
が
し
の
墓
の
あ
る
事
を
故
老
か
ら
聞
き
伝
へ
て
、
わ
た
く
し
は
両
三
度
之

を
尋
ね
た
が
遂
に
尋
ね
得
な
か
つ
た
事
が
あ
る
。
）

　
日
本
堤
を
行
き
尽
し
て
浄
閑
寺
に
至
る
あ
た
り
の
風
景
は
、
三
四
十
年
後ご

の 

今  

日 

こ
ん
に
ち

、
こ
れ
を
追
想
す
る
と
、
恍
と
し
て
前
世
を
悟
る
思
ひ
が
あ
る
。

堤
の
上
は
大
門
近
く
と
は
ち
が
つ
て
、
小
屋
掛
け
の
飲
食
店
も
な
く
、
車
夫

も
居
ず
、
人
通
り
も
な
く
、
榎
か
何
か
の
大
木
が
立
つ
て
ゐ
て
、
其
幹
の
間

か
ら
、
堤
の
下
に
竹
垣
を
囲
め
ぐ
らし
池
を
穿
つ
た
閑
雅
な
住
宅
の
庭
が
見
下
さ
れ
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た
。
左
右
と
も
に
水
田
の
つ
ゞ
い
た
彼
方
に
は
鉄
道
線
路
の
高
い
土
手
が
眼

界
を
遮
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
遥
か
東
の
方
に
小
塚
ツ
原
の
大
き
な
石
地
蔵
の

後
向
き
に
な
つ
た
背
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
若
し
当
時
の
遊

記
や
日
誌
を
失
は
ず
に
持
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
読
者
の
倦
む
を
も
顧
ず
こ
れ

を
採
録
せ
ず
に
は
居
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

　
わ
た
く
し
は
遊
廓
を
め
ぐ
る
附
近
の
町
の
光
景
を
説
い
て
、
今
余
す
と
こ

ろ
は
南
側
の
浅
草
の
方
面
ば
か
り
と
な
つ
た
。
吉
原
か
ら
浅
草
に
至
る
通
路

の
重
な
る
も
の
は
二
筋
あ
つ
た
。
そ
の
一
筋
は
大
門
を
出
て
堤
を
右
手
に
行

く
こ
と
二
三
町
、
む
か
し
は
土
手
の 
平  
松 
ひ
ら
ま
つ

と
か
云
つ
た
料
理
屋
の
跡
を
、

そ
の
ま
ゝ
の
牛
肉
屋
常
磐
と
き
は
の
門
前
か
ら
斜
に
堤
を
下
り
、
や
が
て
真
直
に
浅

草
公
園
の
十
二
階
下
に
出
る
千
束
町
二
三
丁
目
の
通
り
で
あ
る
。
他
の
一
筋
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は
堤
の
尽
き
る
と
こ
ろ
、 

道  

哲 

だ
う
て
つ

の
寺
の
あ
る
あ
た
り
か
ら
田
町
へ
下
り
て

馬
場
へ
つ
ゞ
く
大
通
で
あ
る
。
電
車
の
な
い
其
時
分
、
廓
へ
通
ふ
人
の
最
も

繁
く
往
復
し
た
の
は
、
千
束
町
二
三
丁
目
の
道
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
道
は
、
堤
を
下おり
る
と
左
側
に
は
曲
輪
の
側
面
、
ま
た
非
常
門
の
見
え

た
り
す
る
横
町
が
幾
筋
も
あ
つ
て
、
車
夫
や
廓
者
な
ど
の
住
ん
で
ゐ
た
長
屋

の
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
光
景
は
、
「
た
け
く
ら
べ
」
に
描
か
れ
た
大
音
寺
前
の
通

り
と
変
り
が
な
い
。
や
が
て
小
流
れ
に
石
の
橋
が
か
ゝ
つ
て
ゐ
て
、
片
側
に

交
番
、
片
側
に
平
野
と
い
ふ
料
理
屋
が
あ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
公
園
に
近
く
な

る
に
つ
れ
て
商
店
や
飲
食
店
が
次
第
に
増
え
て
、
賑
な
町
に
な
る
の
で
あ
つ

た
。

　
震
災
の
時
ま
で
、
市
川
猿
之
助
君
が
多
年
住
ん
で
ゐ
た
家
は
こ
の
通
の
西
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側
に
在
つ
た
。
酉
の
市
の
晩
に
は
夜
通
し
家
を
開
け
放
ち
に
し
て
通
り
が
ゝ

り
の
来
客
に  

酒    

肴  

さ
け
さ
か
な

を
出
す
の
を
吉
例
と
し
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
。
明
治

三
十
年
頃
に
は
庭
の
裏
手
は
一
面
の
田
圃
で
あ
つ
た
と
い
ふ
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
そ
れ
よ
り
以
前
に
は
、
浅
草
か
ら
吉
原
へ
行
く
道
は

馬
道
の
他ほか
は
、
皆みな 
田  

間 
で
ん
か
ん

の
畦
道
で
あ
つ
た
事
が
、
地
図
を
見
る
に
及
ば
ず

し
て
推
察
せ
ら
れ
る
。

「
た
け
く
ら
べ
」
や
「
今
戸
心
中
」
の
つ
く
ら
れ
た
頃
、
東
京
の
町
に
は
ま

だ
市
区
改
正
の
工
事
も
起
ら
ず
、
従
つ
て
電
車
も
な
く
、
ま
た
電
話
も
な
か

つ
た
ら
し
い
。
「
今
戸
心
中
」
を
よ
ん
で
も
娼
妓
が
電
話
を
使
用
す
る
と
こ

ろ
が
見
え
な
い
。
東
京
の
町
々
は
そ
の
場
処
々
々
に
よ
つ
て
、
各
固
有
の
面

目
を
失
は
ず
に
ゐ
た
。
例
へ
ば
永
代
橋
辺
と
両
国
辺
と
は
、
土
地
の
商
業
を

19



は
じ
め
万
事
が
同
じ
で
は
な
か
つ
た
や
う
に
、
吉
原
の
遊
里
も
ま
た
ど
う
や

ら
か
う
や
ら
伝
来
の
風
習
と
格
式
と
を
持
続
し
て
行
く
事
が
で
き
た
の
で
あ

る
。

　
泉
鏡
花
の
小
説
「
註
文
帳
」
が
雑
誌
新
小
説
に
出
た
の
は
明
治
三
十
四
年

で
、
一
葉
柳
浪
二
家
の
作
に
お
く
れ
る
こ
と
五
六
年
で
あ
る
。
二
六
新
報
の

計
画
し
た
娼
妓
自
由
廃
業
の
運
動
は
こ
の
時
既
に
世
人
の
話
柄
と
な
つ
て
ゐ

た
が
、
遊
里
の
風
俗
は
猶
依
然
と
し
て
変
る
所
の
な
か
つ
た
事
は
、
「
註
文

帳
」
の
中
に
現
れ
来
る
人
物
や
事
件
に
よ
つ
て
も
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
註
文
帳
」
は
廓
外
の
寮
に
住
ん
で
ゐ
る
娼
家
の
娘
が
剃
刀
の
祟
で
そ
の
恋

人
を
刺
す
話
を
述
べ
た
も
の
で
、
お
歯
黒
溝
に
沿
う
た
陰
鬱
な
路
地
裏
の
光

景
と
、
こ
ゝ
に
棲
息
し
て
娼
妓
の
日
用
品
を
作
つ
た
り
取
扱
つ
た
り
し
て
暮
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し
を
立
て
ゝ
ゐ
る
人
達
の
生
活
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
研
屋
と
ぎ
や
の
店
先
と
そ
の
親

爺
と
の
描
写
は
此
作
者
に
し
て
初
め
て
為
し
得
べ
き
名
文
で
あ
る
。
わ
た
く

し
は
「
今
戸
心
中
」
が
其
時
節
を
年
の
暮
に
取
り
、
「
た
け
く
ら
べ
」
が
残

暑
の
秋
を
時
節
に
し
て
、
各
そ
の
創
作
に
特
別
の
風
趣
を
添
へ
て
ゐ
る
の
と

同
じ
く
、
「
註
文
帳
」
の
作
者
が
篇
中
そ
の
事
件
を
述
ぶ
る
に
当
つ
て
雪
の

夜
を
択
ん
だ
こ
と
を
最
も
巧
妙
な
る
手
段
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
一
立
斎
広
重

の
板
画
に
つ
い
て
、
雪
に
埋
れ
た
日
本
堤
や
大
門
外
の
風
景
を
よ
ろ
こ
ぶ
鑑

賞
家
は
、
鏡
花
子
の
筆
致
の
之
に
匹
如
た
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ら
う
。

　
鉄
道
馬
車
が
廃
せ
ら
れ
て
電
車
に
替
へ
ら
れ
た
の
は
、
た
し
か
明
治
三
十

六
年
で
あ
る
。
世
態
人
情
の
変
化
は
漸
く
急
激
と
な
つ
た
が
、
然
し
吉
原
の

別
天
地
は
猶
旧
習
を
保
持
す
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
つ
た
も
の
と
見
え
、
毎
夜
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の
張
見
世

は
り
み
せ

は
猶
廃
止
せ
ら
れ
ず
、
時
節
が
来
れ
ば
桜
や
仁に
和は
賀か
の
催
し
も
亦

つ
ゞ
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

　
わ
た
く
し
は 

此  

年 

こ
の
と
し

か
ら
五
六
年
、
図
ら
ず
も
羇
旅
の
人
と
な
つ
た
が
、

明
治
四
十
一
年
の
秋
、
重
ね
て
来
り
見
る
に
及
ん
で
、
転
た
前
度
の
劉
郎
た

る
思
ひ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
仲なか
の
町
ち
や
うに
は
ビ
ー
ヤ
ホ
ー
ル
が
出
来

て
、
「
秋
信
先
通
ず
両
行
の
灯
影
」
と
い
ふ
や
う
な
町
の
眺
め
の
調
和
が
破

ら
れ
、 

張  

店 

は
り
み
せ

が
な
く
な
つ
て 
五 

丁 

町 
ご
ち
や
う
ま
ち
は
薄
暗
く
、
土
手
に
人
力
車
の
数

の
少
く
な
つ
た
事
が
際
立
つ
て
目
に
つ
い
た
。
明
治
四
十
三
年
八
月
の
水
害

と
、  

翌    

年  

あ
く
る
と
し

四
月
の
大
火
と
は
遊
里
と
其
周
囲
の
町
の
光
景
と
を
変
じ
て
、

次
第
に
今
日
の
如
き
特
徴
な
き
陋
巷
に
化
せ
し
む
る
階
梯
を
つ
く
つ
た
。
世

の
文
学
雑
誌
を
見
る
も
遊
里
を
描
い
た
小
説
に
し
て
、
当
年
の
傑
作
に
匹
疇
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す
べ
き
も
の
は
全
く
そ
の
跡
を
断
つ
に
至
つ
た
。

　
遊
里
の
光
景
と
風
俗
と
は
、
明
治
四
十
二
三
年
以
後
に
在
つ
て
は
最
早
や

そ
の
時
代
の
作
家
を
し
て
創
作
の
感
興
を
催
さ
し
む
る
に
は
適
し
な
く
な
つ

た
の
で
あ
る
。
何
が
故
に
然
り
と
云
ふ
や
。
わ
た
く
し
は
一
葉
柳
浪
鏡
花
等

の
作
中
に
現
れ
来きた
る
人
物
の
境
遇
と
情
緒
と
は
、
江
戸
浄
瑠
璃
中
の
も
の
に

彷
彿
と
し
て
ゐ
る
事
を
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
又
、
そ
れ
等
の
人
物

は
作
家
の
趣
味
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
皆
実
在
の
も
の
を
モ
デ

ル
に
し
て
ゐ
た
事
も
一
言
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
ゝ
に
於
い
て
わ
た

く
し
は
三
四
十
年
以
前
の
東
京
に
在
つ
て
は
、
作
者
の
情
緒
と
現
実
の
生
活

と
の
間
に
今
日
で
は
想
像
の
で
き
な
い
美
妙
な
る
調
和
が
在
つ
た
。
こ
の
調

和
が
即
ち
斯
く
の
如
き
諸
篇
を
成
さ
し
め
た
所
以
で
あ
る
事
を
感
じ
る
の
で
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あ
る
。

　
明
治
三
十
年
代
の
吉
原
に
は
江
戸
浄
瑠
璃
に
見
る
が
如
き
叙
事
詩
的
の
一

面
が
猶
実
在
し
て
ゐ
た
。
「
今
戸
心
中
」
、
「
た
け
く
ら
べ
」
、
「
註
文
帳
」

の
如
き
諸
作
は
こ
の
叙
事
詩
的
の
一
面
を
捉
へ
来
つ
て
描
写
の
功
を
成
し
た

の
で
あ
る
。
「
た
け
く
ら
べ
」
第
十
回
の
一
節
は
わ
た
く
し
の
所
感
を
証
明

す
る
に
足
り
る
で
あ
ら
う
。

　
春
は
桜
の
賑
ひ
よ
り
か
け
て
、
な
き
玉
菊
が
灯
籠
の
頃
、
つ
ゞ
い
て
秋
の

　
新
仁
和
賀
に
は
十
分
間
に
車
の
飛
ぶ
こ
と
此
通
り
の
み
に
て
七
十
五
輌
と

　
数
へ
し
も
、
二
の
替
り
さ
へ
い
つ
し
か
過
ぎ
て
、
赤
蜻
蛉
田
圃
に
乱
る
れ

　
ば
、
横
堀
に
鶉
な
く
頃
も
近
ち
か
づき
ぬ
。
朝
夕
の
秋
風
身
に
し
み
渡
り
て
、
上じ
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清   
や
う
せ
い

が
店
の
蚊
遣
香
懐
炉
灰
に
座
を
ゆ
づ
り
、
石
橋
の
田
村
や
が
粉
挽
く

　
臼
の
音
さ
び
し
く
、
角
海
老
が
時
計
の
響
き
も
そ
ゞ
ろ
哀
れ
の
音
を
伝
へ

　
る
や
う
に
な
れ
ば
、
四
季
絶
間
な
き
日
暮
里
の
火
の
光
り
も
あ
れ
が
人
を

　
焼
く
烟
か
と
う
ら
悲
し
く
、
茶
屋
が
裏
ゆ
く
土
手
下
の
細
道
に
落
ち
か
ゝ

　
る
や
う
な
三
味
の
音
を
仰
い
で
聞
け
ば
、
仲
之
町
芸
者
が
冴
え
た
る
腕
に
、

　
君
が
情
の
仮
寐
の
床
に
と
何
な
ら
ぬ
一
ふ
し
あ
は
れ
も
深
く
、
此
時
節
よ

　
り
通
ひ
初そ
む
る
は
浮
か
れ
浮
か
る
ゝ
遊
客
な
ら
で
、
身
に
し
み
／
″
＼
と

　
実
の
あ
る
お
方
の
よ
し
、
遊
女
つ
と
め
あ
が
り
の
さ
る
人
が
申
し
き
。

　
一
葉
が
文
の
情
調
は
柳
浪
の
作
中
に
つ
い
て
見
る
も
更
に
異
る
所
が
な
い
。

二
家
の
作
は
全
く
其
形
式
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
其
情
調
の
叙
事
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詩
的
な
る
こ
と
は
同
一
で
あ
る
。
「
今
戸
心
中
」
第
一
回
の
数
行
を
見
よ
。

　
太そ
空ら
は
一
片
の
雲
も
宿とゞ
め
な
い
が
黒
味
渡
ツ
て
、
廿
四
日
の
月
は
未
だ
上

　
ら
ず
、
霊
あ
る
が
如
き
星
の
き
ら
め
き
は
、
仰
げ
ば
身
も
冽しま
る
程
で
あ
る
。

　
不
夜
城
を
誇
顔
の
電
気
灯
は
、
軒
よ
り
下
の
物
の
影
を
往
来
へ
投
げ
て
居

　
れ
ど
、
霜 

枯 

三 
月 

し
も
が
れ
み
つ
き

の
淋
し
さ
は
免
れ
ず
、
大
門
か
ら
水
道
尻
ま
で
、
茶

　
屋
の
二
階
に
甲
走
ツ
た
声
の
さ
ゞ
め
き
も
聞
え
ぬ
。

　
明
後
日
が
初
酉
の
十
一
月
八
日
、
今
年
は
稍 

温  

暖 

あ
た
ゝ
か

く
小
袖
を
三
枚
み
ツ
つ
重
襲
か
さ
ね

　
る
程
に
も
な
い
が
、
夜
が
深
け
て
は
流
石
に
初
冬
の
寒
気
さ
む
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　　 

少 

時 

前 

い
ま
の
さ
き

報う
ツ
た
の
は
、
角
海
老

か
ど
え
び

の
大
時
計
の
十
二
時
で
あ
る
。
京
町
に

　
は
素
見
客

ひ
や
か
し

の
影
も
跡
を
絶
ち
、  

角    

町  

す
み
ち
や
う

に
は
夜よ
を
警
い
ま
しめ
の 

鉄  

棒 

か
な
ぼ
う

の
音
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も
聞
え
る
。
里
の
市
が
流
し
て
行
く
笛
の
音
が
長
く
尻
を
引
い
て
、
張
店

　
に
も
稍
雑
談
は
な
し
の
途と
断ぎ
れ
る
時
分
と
な
ツ
た
。

　
廊
下
に
は
上
草
履
の
音
が
さ
び
れ
、
台
の
物
の
遺
骸
を
今
室へや
の
外
へ
出
し

　
て
居
る
所
も
あ
る
。
遥
か
の
三
階
か
ら
は
甲
走
ツ
た
声
で
、
喜
助
ど
ん
〳

　
〵
と
床
番
を
呼
ん
で
居
る
。

　
遊
里
の
光
景
と
其
生
活
と
に
は
、
浄
瑠
璃
を
聴
く
に
異
ら
ぬ
一
種
の
哀
調

が
漲
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
哀
調
は
、
小
説
家
が
其
趣
味
か
ら
作
り
出
し
た
技
巧

の
結
果
で
は
な
か
つ
た
。
独
り
遊
里
の
み
に
は
限
ら
な
い
。
こ
の
哀
調
は
過

去
の
東
京
に
在
つ
て
は
繁
華
な
下
町
に
も
、
静
な
山
の
手
の
町
に
も
、
折
に

触
れ
時
に
つ
れ
て
、
切
々
と
し
て
人
の
官
覚
を
動
す
力
が
あ
つ
た
。
然
し
歳
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月
の
過すぐ
る
に
従
ひ
、
繁
激
な
る
近
世
的
都
市
の
騒
音
と
灯
光
と
は
全
く
こ
の

哀
調
を
滅
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
生
活
の
音
調
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
三
十
年
前
の
東
京
に
は
江
戸
時
代
の
生
活
の
音
調
と
同
じ
き
も

の
が
残
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
後
の
余
韻
が
吉
原
の
遊
里
に
於
て
殊

に
著
し
く
聴
取
せ
ら
れ
た
事
を
こ
ゝ
に
語
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
遊
里
の
存
亡
と
公
娼
の
興
廃
の
如
き
は
こ
れ
を
論
ず
る
に
及
ば
な
い
。
ギ

リ
シ
ヤ
古
典
の
芸
術
を
尊
む
が
た
め
に
、
誰
か
今
日
、
時
代
の
復
古
を
夢
見

る
も
の
が
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
戌
十
二
月
記
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
日
本
の
名
随
筆
　
別
巻15

　
色
街
」
作
品
社

　
　
　1992
（
平
成4

）
年5

月25

日
第1

刷
発
行

　
　
　1997

（
平
成9

）
年2

月20

日
第4

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
荷
風
全
集
　
第
一
七
巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1964

（
昭
和39
）
年7
月
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：noriko saito
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2009

年12

月4

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
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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