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一
、
は
じ
め
に

一
九
五
四
年
に
公
開
さ
れ
た
『
ゴ
ジ
ラ
』
が
本
稿
の
主
な
材
料
で
あ
る
。

こ
の
物
語
で
ゴ
ジ
ラ
は
、
最
初
に
大
戸
島
に
上
陸
し
た
後
、
日
本
本
土
に
初

め
て
姿
を
現
す
の
が
品
川
で
あ
っ
た
。
夜
間
、
沖
合
の
第
2
台
場
付
近
の
海
底

か
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
ま
ま
品
川
駅
に
至
り
、
京
急
本
線
の
八
ツ
山
橋
跨

線
橋
を
破
壊
し
て
東
京
湾
に
戻
る
。
じ
つ
は
こ
の
と
き
、
観
客
は
初
め
て
闇
夜

に
浮
か
ぶ
ゴ
ジ
ラ
の
全
身
像
を
目
撃
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
再
び
芝

浦
付
近
か
ら
再
上
陸
し
、
東
京
を
蹂
躙
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゴ
ジ
ラ
が
本
土
を

襲
う
に
際
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
段
階
の
上
陸
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

映
画
の
中
で
ゴ
ジ
ラ
は
徐
々
に
そ
の
姿
を
観
客
に
見
せ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
最
初
は
、
嵐
の
中
の
大
戸
島
上
陸
シ
ー
ン
で
あ
り
、
破
壊
さ
れ
た
家

屋
の
合
間
に
、
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
、
し
か
も
体
の
ご
く
一
部
が
動
い
て
い
く
の

が
見
え
る
。
次
は
、
大
戸
島
へ
派
遣
さ
れ
た
政
府
の
調
査
団
が
、
山
の
向
こ
う

側
か
ら
頸
だ
け
を
表
す
ゴ
ジ
ラ
の
シ
ー
ン
で
、
そ
の
後
品
川
上
陸
へ
と
連
な
っ

て
い
く
。明
ら
か
に
ゴ
ジ
ラ
の
全
体
像
や
凶
暴
性
は
、漸
次
的
に
あ
ら
わ
に
な
っ

橋　

本　

章　

彦　
　

ゴ
ジ
ラ
は
な
ぜ
品
川
か
ら
上
陸
す
る
の
か 

―
― 

主
と
し
て
江
戸
時
代
の
資
料
に
よ
っ
て
品
川
の
境
界
性
を
論
ず

て
い
く
よ
う
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
っ
た
ん
品

川
に
上
陸
す
る
の
は
、
ゴ
ジ
ラ
の
全
体
像
と
そ
の
破
壊
力
を
あ
ら
か
じ
め
観
客

に
見
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
荒
唐
無
稽
で
は

な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
で
は
、
最
初
の
上
陸
地
が
な
ぜ
品
川
で
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
ほ
か
の
場
所
で
も
良
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

ま
た
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
太
平
洋
戦
争
時
の
空
襲
の
被
害
地
域
が
ゴ
ジ

ラ
が
破
壊
し
た
地
域
と
重
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
東
京
へ

上
陸
し
た
後
の
ゴ
ジ
ラ
は
、
東
京
空
襲
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
地
帯
に
お
お
む
ね

沿
う
か
た
ち
で
移
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
ゴ
ジ
ラ
の
品
川
上
陸

の
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
空
襲
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
攻
撃
に

主
と
し
て
使
用
さ
れ
た
戦
略
爆
撃
機
Ｂ
29
の
主
な
侵
入
経
路
で
あ
る
房
総
方
面

か
ら
、
ゴ
ジ
ラ
は
上
陸
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
ゴ
ジ
ラ
の

破
壊
地
域
は
、
一
回
の
空
襲
で
破
壊
さ
れ
た
地
域
と
重
な
る
の
で
は
な
く
、
太

平
洋
戦
争
末
期
ま
で
の
度
重
な
る
爆
撃
の
結
果
で
壊
滅
し
た
地
域
を
な
ぞ
っ
て

い
る
。
し
か
し
大
き
な
被
害
を
出
し
た
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
の
い
わ
ゆ
る

東
京
大
空
襲
の
被
害
地
域
は
通
っ
て
い
な
い

（
１
）。
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い
っ
た
い
ゴ
ジ
ラ
は
、
東
京
を
破
壊
す
る
に
際
し
て
、
な
ぜ
そ
の
最
初
の
上

陸
地
が
、
品
川
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
制

作
者
も
観
客
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
違
和
感
を
生
じ
な
い
、
い
た
っ
て
自
然
な

理
由
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
主
と
し
て
歴
史
民
俗
学
的
な
視
点
か
ら
考
察
を
加

え
て
い
こ
う
と
お
も
う
。

　
　

二
、
ゴ
ジ
ラ
の
上
陸

考
察
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
物
語
の
中
で
ゴ
ジ
ラ
が
い
か
な
る

コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

最
初
に
姿
を
現
す
の
は
、
太
平
洋
上
の
架
空
の
島
で
あ
る
「
大
戸
島
」
で
あ

る
。
そ
の
後
、
派
遣
さ
れ
た
被
害
調
査
団
も
こ
の
島
で
ゴ
ジ
ラ
を
目
撃
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
、
ゴ
ジ
ラ
は
暫
く
こ
の
付
近
の
海
域
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

次
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
品
川
沖
で
あ
る
。
台
場
の
い
く
つ
か
を
背
景
に
海
中

か
ら
姿
を
現
す
が
、
こ
の
と
き
は
そ
の
ま
ま
海
に
消
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

再
び
ほ
ぼ
同
じ
海
域
か
ら
現
れ
そ
の
ま
ま
夜
の
品
川
へ
上
陸
し
て
い
く
。
映
画

に
は
描
か
れ
な
い
が
、
当
時
造
成
中
で
そ
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
品
川
埠
頭
を
横
切
り
品
川
駅
構
内
へ
侵
入
、
折
か
ら
構
内
に
入
っ
て
き

た
往
年
の
名
機
関
車
Ｅ
Ｆ
58
が
引
く
列
車
を
蹂
躙
し
た
あ
と
、
京
急
本
線
の
八

ツ
山
橋
跨
線
橋
を
破
壊
し
て
再
び
東
京
湾
へ
と
去
る
。

ゴ
ジ
ラ
の
再
上
陸
を
恐
れ
た
政
府
対
策
本
部
は
、
東
京
湾
岸
全
体
に
高
圧
送

電
線
を
張
り
巡
ら
せ
上
陸
し
た
ゴ
ジ
ラ
の
感
電
死
を
は
か
る
作
戦
を
企
画
す

る
。
そ
の
工
事
が
完
成
し
た
頃
、
再
び
ゴ
ジ
ラ
が
上
陸
す
る
。
そ
れ
は
芝
浦
海

岸
あ
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
第
一
京
浜
道
路
を
北
へ
進
行
、
札
の
辻
で
第

四
十
九
戦
車
隊
を
全
滅
さ
せ
た
後
、
芝
公
園
あ
た
り
を
通
り
新
橋
か
ら
銀
座
へ

「学問的ゴジラ―来襲ルートを解説」
（『科学朝日』1994 年 1 月）
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と
い
た
る
。
銀
座
で
は
服
部
時
計
店
の
時
計
台
や
松
坂
屋
を
破
壊
、
そ
の
ま
ま

有
楽
町
へ
至
っ
て
日
劇
を
蹂
躙
す
る
。
そ
こ
か
ら
進
路
を
西
に
と
り
国
会
議
事

堂
を
襲
い
、
さ
ら
に
平
河
町
で
Ｈ
Ｈ
Ｋ
の
電
波
塔
を
倒
壊
さ
せ
る
。
そ
の
と
き

電
波
塔
に
い
た
多
く
の
放
送
記
者
た
ち
が
殉
職
す
る
シ
ー
ン
は
印
象
深
い
。
ゴ

ジ
ラ
は
そ
の
後
皇
居
を
右
回
り
に
ま
わ
る
進
路
で
上
野
に
い
た
り
、
そ
こ
か
ら

隅
田
川
を
南
下
し
て
、
最
後
に
勝
鬨
橋
を
破
壊
し
て
東
京
湾
へ
と
去
る

（
２
）。

　
　

三
、
江
戸
・
東
京
の
境
界
意
識
と
『
ゴ
ジ
ラ
』

（
一
）
東
京
湾
と
品
川

江
戸
時
代
に
お
い
て
品
川
は
海
陸
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。江

戸
湾
は
品
川
沖
よ
り
以
北
に
つ
い
て
は
水
深
が
浅
か
っ
た
た
め
、
大
き
な

船
は
品
川
沖
ま
で
で
、
そ
こ
に
停
泊
し
て
積
荷
は
瀬
取
船
で
沿
岸
各
地
へ
運
ん

で
い
た
。『
地
誌
御
調
書
』
巻
上
に
、

品
川
湊
の
儀
は
諸
国
廻
船
何
れ
も
沖
懸
り
に
て
、
地
方
よ
り
拾
町
余
よ

り
壱
里
程
宛
も
相
離
れ
船
懸
り
致
候
儀
に
て
、
御
府
内
廻
船
問
屋
共
引
合

に
付
、
当
所
に
は
問
屋
共
無
二

御
座
一

候
（
３
）

と
あ
っ
て
、
そ
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

貢
米
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
よ
り
そ
の
瀬
取
り
の
方
法
が
知
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち一

、 

御
廻
米
品
川
沖
瀬
取
之
儀
、
廻
船
問
屋
者
壹
番
組
よ
り
十
一
番
組
迄

沖
瀬
取
世
話
い
た
し
候
。
茶
船
宿
も
六
組
に
相
分
り
有
レ

之
。
夫
々

仲
間
申
合
之
掟
を
以
、
前
々
よ
り
壹
組
之
内
之
御
廻
米
者
、
何
艘
入

津
い
た
し
候
て
も
、
壹
組
限
り
之
茶
船
に
て
瀬
取
い
た
し
、
他
組
に

明
船
有
レ

之
候
而
も
不
二

差
出
一

、
手
狭
に
て
差
支
之
段
申
立
、
以
来

は
御
廻
米
積
受
候
節
は
、
廻
船
問
屋
幷
茶
船
宿
共
御
勘
定
所
直
取
扱

に
い
た
し
、
廻
船
方
三
人
之
者
共
よ
り
差
図
を
受
、
瀬
取
い
た
し
候

様
仕
度
旨
申
立
候
（
以
下
略
）

と
あ
っ
て
、
廻
船
問
屋
十
一
組
、
茶
船
宿
六
組
に
わ
か
れ
て
一
組
ず
つ
瀬
取
を

行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
密
売
買
も
横
行
し
た
。

近
年
品
川
沖
よ
り
湊
内
ま
で
諸
廻
船
懸
居
候
処
へ
、
町
中
よ
り
小
船
を
数

多
乗
出
し
、
中
途
に
て
廻
船
乗
組
之
水
主
と
出
買
之
者
共
馴
合
、
不
埒
成

商
売
物
隠
買
仕
候
故
、
積
荷
物
不
足
有
レ

之
、
船
頭
幷
問
屋
ど
も
難
儀
之

由
申
出
候
。
向
後
中
途
に
て
万
物
堅
買
取
申
間
敷
候
之
事
（
享
保
六
年
の

町
触
）
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こ
う
し
た
触
は
、
寛
保
元
年
、
宝
暦
十
年
、
安
永
四
年
、
天
保
二
年
に
も
出

さ
れ
て
お
り
、
密
売
が
容
易
に
収
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
事
実
は
「
江
戸
湊
が
遠
浅
の
為
」（

４
）

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
起
こ
り
え
る

東
京
湾
特
有
の
地
理
的
環
境
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
江
戸
湾
は
、
潮
干
狩
り
の
名
所
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。『
東
都
歳
時
記
』（
斎
藤
月
岑
編
、
天
保
九
年
・
一
八
三
八
刊
）
三
月

三
日
の
条
に
は
、
潮
干
狩
り
の
名
所
と
し
て

芝
浦
。
高
輪
。
品
川
沖
。
佃
島
沖
。
深
川
州
崎
。
中
川
の
沖
（
早
旦
よ
り

船
に
乗
じ
て
は
る
か
の
沖
に
至
る
、
卯
の
刻
過
よ
り
引
き
始
め
て
、
午
の

半
刻
に
は
海
底
陸
地
と
変
ず
、
こ
こ
に
お
り
た
ち
て
蛎

か
き
は
ま
ぐ
り

蛤
を
拾
ひ
、
砂
中

の
ひ
ら
め
を
ふ
み
、
引
き
残
り
た
る
浅
汐
に
小
魚
を
得
て
、
宴
を
催
ほ
せ

り
）。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は
す
べ
て
江
戸
湾
の
品
川
よ
り
以
北
の
沿

岸
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
東
京
湾
沿
岸
に
干
潟
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
品
川
沖
そ
の
も
の
も
潮
干
狩
り
の
名
所
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
型
の
船
は
沖
合
に
繋
留
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
で
も
品
川
に
は
天
王
州
や
鮫
州
な
ど
の
地
名
が
残
っ
て
い

る
。
州
は
い
わ
ゆ
る
浅
瀬
の
こ
と
で
あ
る
。
鮫
州
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
る
。

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
と
い
う
か
ら
鎌
倉
時
代
、
有
名
な
鎌
倉
建
長
寺

が
建
立
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
が
、
品
川
沖
に
大
き
な
鮫
の
死
ん
だ
の
が
た

だ
よ
っ
て
い
た
。土
地
の
漁
夫
が
こ
れ
を
海
岸
に
引
揚
げ
て
腹
を
さ
く
と
、

な
か
か
ら
木
像
の
観
音
様
が
出
て
き
た
。
人
々
は
不
思
議
な
こ
と
だ
と
い

う
の
で
こ
の
観
音
を
祭
っ
て
供
養
を
し
、
こ
の
土
地
を
人
々
は
鮫
洲
と
呼

ん
だ
。
こ
の
話
が
時
の
執
権
北
条
時
頼
に
聞
こ
え
て
、
か
れ
は
そ
れ
は
珍

し
い
こ
と
だ
、
伽
藍
一
宇
を
建
て
て
安
置
す
る
よ
う
に
と
い
う
の
で
南
北

二
〇
町
余
、
東
西
一
〇
町
余
の
寺
域
を
賜
い
、
ま
た
寺
領
と
し
て
一
〇
〇

貫
文
の
土
地
を
寄
付
し
た
。
こ
れ
が
南
品
川
海
晏
寺
の
開
基
で
あ
る
と
い

う
話
が
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
品
川
海
晏
寺
の
項
に
出
て
い
る
。
弘

化
二
年
九
月
に
作
っ
た
「
沿
革
御
調
ニ
付
品
川
領
宿
村
書
上
控
」
に
も
ほ

ぼ
同
じ
話
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
に
は
鮫
の
揚
が
っ
た
時
が
建

長
三
年
五
月
七
日
と
、
月
日
ま
で
入
れ
て
書
い
て
あ
る

（
５
）。

　
ま
た
鯨
塚
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
是
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
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魚
と
関
係
す
る
地
名
に
い
ま
一
つ
鯨
塚
と
い
う
の
が
あ
る
。
場
所
は
御
林

町
の
八
幡
神
社
の
境
内
で
あ
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
十
一
日

の
朝
が
た
御
林
町
の
海
岸
に
一
頭
の
鯨
が
漂
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
見
つ
け

た
同
町
の
漁
師
た
ち
は
、
さ
っ
そ
く
全
員
総
出
で
海
岸
に
引
き
あ
げ
、
そ

の
こ
と
を
村
役
人
に
届
出
、
村
役
人
か
ら
さ
ら
に
代
官
所
に
届
出
た
。
代

官
所
か
ら
は
手
代
の
秋
葉
金
次
郎
と
い
う
者
が
出
張
し
て
来
て
、
仔
細
に

見
分
し
た
う
え
規
則
通
り
入
札
に
し
て
、
大
井
町
吉
太
郎
な
る
者
が
落
札

し
た
。
こ
れ
が
さ
ら
に
深
川
の
越
前
屋
茂
兵
衛
に
転
売
さ
れ
、
か
れ
は
こ

れ
を
浅
草
で
見
せ
物
に
し
て
い
た
が
、
日
が
た
つ
に
し
た
が
っ
て
腐
り
始

め
た
の
で
油
を
絞
っ
て
販
売
し
た
。
そ
し
て
後
に
残
っ
た
頭
骨
を
、
鯨
が

あ
が
っ
た
土
地
の
八
幡
神
社
に
埋
め
て
供
養
し
た
。
こ
れ
が
鯨
塚
で
あ
る

（
６
）。

こ
れ
ら
鮫
や
鯨
の
よ
う
な
大
型
の
海
洋
生
物
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た

伝
承
の
背
後
に
は
、や
は
り
品
川
沖
の
海
ま
で
が
一
定
の
深
さ
を
も
っ
て
い
て
、

そ
れ
よ
り
奥
は
浅
く
な
る
と
い
う
人
々
が
も
つ
地
理
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
関
与
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
何
に
す
れ
海
か
ら
や
っ
て
く
る
大
き
な
物
は
、
品
川
ま
で

し
か
入
れ
な
い
地
理
的
な
事
情
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
も
こ
こ
は
玄

関
口
に
あ
た
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

（
二
）
江
戸
の
喉
元
と
し
て
の
品
川

一
方
、
陸
路
に
お
い
て
も
品
川
は
江
戸
へ
の
入
り
口
で
あ
っ
た
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
東
海
道
の
宿
駅
に
指
定
さ
れ
た
後
、
江
戸
の
玄
関

口
と
し
て
陸
路
の
要
所
と
し
て
も
栄
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

加
賀
藩
主
が
金
沢
か
ら
東
海
道
経
由
で
江
戸
に
入
っ
た
と
き
の
記
録
で
あ
る

『
東
海
道
通
行
記
』（
享
和
二
年
・
一
八
〇
二
）
に

『江戸名所図会』高輪大木戸付近の賑わい
（『日本名所風俗図会』角川書店所収）
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品
川
宿
は
東
海
道
五
十
三
次
の
首
駅
に
て
、東
都
江
戸
の
喉
口
な
る
故
に
、

平
常
賑
し
き
事
他
駅
に
異
な
り
き

と
あ
っ
て
、そ
の
繁
栄
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
『
東
海
道
名
所
図
会
』（
秋

里
籬
島
、
竹
原
春
泉
斎
ほ
か
画
、
寛
政
九
年
・
一
七
九
七
刊
）
に
も

東
都
の
喉
口
に
し
て
常
に
賑
し
く
、
旅
舎
軒
端
を
つ
ら
ね
、
酒
や
・
肉
や

海
座
敷
を
し
つ
ら
へ
、
客
を
止
め
、
賓
を
迎
へ
て
糸
竹
の
音
、
今
様
の
歌

艶
し
く
、
渚
に
は
漁
家
お
ほ
く
、
肴
わ
か
つ
声
々
、
沖
に
は
あ
ご
と
唱
ふ

る
海
士
の
呼
声
お
と
づ
れ
て
、
風
景
至
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し

と
あ
っ
て
同
様
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
幕
末
頃
の
も
の

で
あ
る
が
、万
治
年
間
（
一
六
五
八
〜
一
六
六
一
）
の
『
東
海
道
名
所
記
』（
浅

井
了
意
）
に
も

品
川
の
宿
に
ハ
、
遊
女
お
ほ
し
。
旅
人
の
と
を
る
と
き
。
手
あ
ら
ひ
け
る

女
の
は
し
り
出
て
、
ま
ね
き
と
む
る
を
ミ
て
、
男
か
く
ぞ
よ
み
け
る
。

旅
人
の
過
る
を
と
め
て
う
ち
ま
ね
く
手
の
し
な
川
ぞ
ぬ
れ
て
み
え
け
る

と
あ
る
か
ら
、江
戸
初
期
の
状
況
も
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
一
九
世
紀
頃
と
思
わ
れ
る
時
期
の
状
況
は
、
食
売
旅
籠
屋
（
九
二

軒
）、
平
旅
籠
屋
（
一
九
軒
）、
水
茶
屋
（
六
四
軒
）、
煮
売
渡
世
（
四
四
軒
）、

餅
菓
子
屋
（
一
六
軒
）、
蕎
麦
屋
（
九
軒
）、
そ
の
他
酒
屋
、
た
ば
こ
屋
、
す
し

屋
、小
間
物
屋
な
ど
一
六
〇
〇
軒
。
人
口
は
七
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
と
い
う（

７
）。

と
こ
ろ
で
、
品
川
を
表
現
す
る
の
に
「
東
都
の
喉
口
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
注
目
し
て
お
い
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。東
海
道
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、

品
川
は
「
高
輪
の
大
木
戸
」
の
す
ぐ
外
側
に
あ
た
っ
て
い
た
。「
大
木
戸
」
と

は
江
戸
に
も
う
け
ら
れ
た
木
戸
で
、
人
や
物
品
の
流
出
入
を
管
理
す
る
目
的
を

持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
夜
に
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
他
に
は
四
谷
（
甲
州
街

道
）、
板
橋
（
中
山
道
）
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
木
戸
の
す
ぐ
外
側
に
位
置
す

る
品
川
は
、
ま
さ
に
「
喉
口
」
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
に
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。『
江
戸
名
所
図
会
』（
天
保
年
間
、
斎
藤
長
秋
編
）
の
「
高
輪
大
木
戸
」

の
項
に
は
、

高
輪
大
木
戸　

宝
永
七
年
庚
寅
、
新
た
に
海
道
の
左
右
に
石
垣
を
築
か
せ

ら
れ
、
高
札
場
と
な
し
た
ま
ふ
（
そ
の
初
め
は
同
所
、
田
町
四
丁
目
の
三

辻
に
あ
り
し
ゆ
ゑ
に
、
今
も
か
の
地
を
元
札
の
辻
と
唱
ふ
）。
こ
の
地
は

江
戸
の
喉こ

う

囗こ
う

な
れ
ば
な
り
（
田
町
よ
り
品
川
ま
で
の
間
に
し
て
、
海
岸
な

り
）。
七し

ち

軒け
ん

と
云
ふ
辺
は
、
酒
旗
肉に

く

肆し

海
亭
を
ま
う
け
た
れ
ば
、
京
登
り
、

東あ
づ
ま

下
り
、
伊
勢
参
宮
等
の
旅
人
を
、
餞お

く

り
迎
ふ
る
と
て
来
ぬ
る
輩

と
も
が
ら、

こ

こ
に
宴
を
催
し
、
常
に
繁
昌
の
地
た
り
。
後
に
は
三
田
の
丘
綿
々
と
し
、
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前
に
は
品
川
の
海
遙
か
に
開
け
、
渚
に
寄
す
る
浦
浪
の
真ま

砂さ
ご

を
洗
ふ
光
景

な
ど
、
い
と
興
あ
り

（
８
）。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
喉
口
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
そ
こ
に
高
札
場
が

あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
元
札
の
辻
」
と
あ
る
の
は
、
現
在

田
町
駅
近
く
に
あ
る
札
の
辻
交
差
点
に
あ
た
る
場
所
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
第

一
京
浜
道
路
と
桜
田
通
り
方
面
へ
の
分
岐
点
で
交
通
の
要
所
と
な
っ
て
い
る

が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
江
戸
城
に
通
ず
る
重
要
な
交
差
点
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
江
戸
の
六
大
高
札
場
の
一
つ
が
こ
こ
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
以
前
に
は
芝
口
門
が
あ
り
、
江
戸
の
入
り
口
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い

た
。
実
は
『
ゴ
ジ
ラ
』（
一
九
五
四
）
で
は
、
こ
の
札
の
辻
が
重
要
な
意
味
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
見
て
、
品
川
か
ら
高
輪
周
辺
が
江
戸
の

出
入
り
口
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
故
で
あ
ろ
う
か
、
旅
の
送
迎
も
こ
の
地
で
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
右
に
示
し
た
資
料
中
の
「
京
登
り
、
東

あ
づ
ま

下
り
、
伊
勢
参
宮
等
の
旅
人

を
、
餞お

く

り
迎
ふ
る
と
て
来
ぬ
る
輩

と
も
が
ら、

こ
こ
に
宴
を
催
し
、
常
に
繁
昌
の
地
た
り
」

と
あ
る
は
、
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
図
２
の
右
画
面
上
部
に

あ
る
石
垣
が
大
木
戸
の
石
塁
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
で
旅
人
を
見
送
る
人
々
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
ま
さ
に
品
川
一
帯
は
、「
い
わ
ば
江
戸
の

玄
関
口
と
し
て
旅
行
者
の
送
迎
の
地
で
あ
っ
て
、
宿
駅
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

社
交
の
場
と
し
て
、
大
変
賑
わ
っ
た
所
」（

９
）

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
天
皇
も
東
幸
に
際
し
て
、
品
川
に
一
泊
し
て
次
の
日
に
な
っ
て
皇
居
に

入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
元
年
九
月
二
十

日
の
条
に
「
京
都
御
発
輦
、
東
京
に
幸
し
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
て
こ
の
日
に
京
都

を
出
発
、
二
十
二
日
あ
ま
り
の
旅
行
の
後
、
十
月
十
二
日
「
未
の
半
刻
品
川
駅

に
着
御
」
し
、「
行
在
所
本
陣
鳥
山
金
右
衛
門
の
家
」
に
入
っ
た
。
品
川
で
は
、

議
定
心
得
東
久
世
通
禧
、
同
じ
く
長
岡
護
美
、
参
与
大
久
保
一
蔵
、
同
じ
く
大

木
民
平
ら
が
奉
迎
に
出
、
明
治
帝
に
拝
謁
し
て
い
る
。
帝
は
翌
十
三
日
卯
の
半

刻
に
板
輿
に
乗
っ
て
品
川
を
進
発
し
た
。
こ
の
と
き
は
大
総
督
熾
仁
親
王
、
鎮

将
三
條
実
美
、
東
京
府
知
事
烏
丸
光
徳
ら
が
「
品
川
に
奉
迎
し
先
導
」
し
た
。

天
皇
は
、
途
中
高
輪
の
久
留
米
藩
主
有
馬
頼
成
の
邸
宅
に
小
休
止
し
「
品
海
の

景
を
叡
覧
あ
ら
せ
ら
れ
」
た
後
、
芝
の
大
木
戸
を
経
て
新
橋
、
京
橋
、
呉
服
橋

見
附
を
経
て
増
上
寺
に
再
び
小
休
止
し
、
そ
の
後
和
田
倉
門
よ
り
江
戸
城
へ

入
っ
た

（
10
）。

ま
た
次
い
で
東
京
に
来
た
皇
太
后
も
ま
た
前
日
に
品
川
に
一
泊
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
五
年
四
月
十
一
日
条
に

皇
太
后
の
東
上
を
迎
へ
た
ま
は
ん
が
た
め
、
午
後
一
時
三
十
分
騎
馬
に
て

御
出
門
、
品
川
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
是
の
日
、
皇
太
后
は
神
奈
川
御
発

輿
、
大
森
に
於
て
皇
后
の
出
迎
を
受
け
、
午
後
四
時
品
川
に
著
し
旧
本
陣

鳥
山
金
右

衛
門
の
家

に
入
り
た
ま
ふ
、
既
に
し
て
天
皇
御
往
訪
あ
り
、
直
に
還
幸
あ
ら
せ
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ら
る
、
翌
十
二
日
、
皇
太
后
品
川
を
発
し
、
午
前
九
時
赤
坂
離
宮
に
入
り

た
ま
ふ

（
11
）

と
あ
る
。
こ
の
と
き
皇
太
后
を
迎
え
る
た
め
に
天
皇
は
品
川
に
入
り
、
ま
た
そ

れ
よ
り
先
皇
后
は
大
森
ま
で
迎
え
に
出
て
い
る
。
ち
な
み
に
大
森
と
は
品
川
宿

の
南
の
外
れ
に
位
置
し
、
こ
の
地
域
の
東
海
道
沿
い
に
は
著
名
な
鈴
ヶ
森
の
刑

場
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
天
皇
の
行
幸
な
ど
に
際
し
て
、
前
泊
や
奉
迎
に
品
川
が
使
わ
れ

て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
品
川
の
歴
史
地
理
的
な
機
能
と
大
い
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
察
し
得
る
。
あ
る
い
は
東
京
に
な
じ
み
の
薄
い
皇

室
が
、
関
東
の
人
々
の
習
俗
を
意
図
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
次
の
記
録
は
、そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

供
奉
の
親
王
・
公
卿
・
諸
侯
は
衣
冠
帯
剣
、
三
等
官
以
上
の
徴
士
は
直
垂

帯
剣
に
て
皆
馬
に
騎
す
、
初
め
輔
相
岩
倉
具
視
以
爲
ら
く
。
関
東
の
人
民

は
久
し
く
覇
政
に
慣
れ
、
風
俗
自
ら
慓
悍
を
免
れ
ず
、
之
れ
を
制
馭
す
る

に
は
先
づ
朝
廷
衣
冠
の
礼
を
観
し
め
、
以
て
其
の
心
を
和
に
す
る
に
加
か

ざ
る
な
り
と
、
之
れ
を
議
定
・
参
與
に
諮
り
賛
同
を
得
、
是
に
於
て
鹵
簿

の
厳
儀
を
加
ふ

（
12
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
関
東
の
人
民
は
久
し
く
覇
政
に
慣
れ
、
風
俗
自
ら
慓
悍
を

免
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
か
ら
意
図
的
な
演
出
と
し
て
荘
厳
な
行
列
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
行
幸
に
つ
い
て
の
品
川
に
関
わ
る
事
実
も
あ
る
い
は
そ
う

し
た
演
出
が
背
後
に
意
図
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
そ
の
こ
と

を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
に
は
、
他
に
も
資
料
が
必
要
と
な
る
が
、
本
論
の
主

旨
か
ら
は
外
れ
る
の
で
い
ま
は
お
く
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
資
料
か
ら
も
品
川
が
江
戸
の
陸
上
交
通
の
上
で
も
「
喉

口
」
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
玄
関
口
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

四
、
品
川
の
境
界
性

と
こ
ろ
で
、
行
政
上
の
江
戸
の
境
界
線
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
は
、文
政
元
年
（
一
八
一
八
）

の
い
わ
ゆ
る
「
江
戸
朱
印
図
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
府
内
を
ど
の
範
囲
と
す

る
か
に
つ
い
て
の
目
付
の
疑
義
に
答
え
る
形
で
審
議
の
末
に
と
き
の
老
中
阿
部

正
精
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
幕
府
の
公
式
見
解
で
あ
る
。
そ
の
成
立
過
程
の
詳

細
（
13
）

に
つ
い
て
は
、
本
論
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
ゆ
え
に
今
は
お
く
と
し
て
、

こ
の
図
で
は
、
城
郭
を
中
心
に
し
て
内
側
に
墨
引
が
ひ
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
外

側
に
朱
引
が
線
引
き
さ
れ
て
い
る
。
墨
引
の
内
部
は
、
町
奉
行
所
の
支
配
地
域

を
示
し
、
朱
引
は
寺
社
の
勧
進
活
動
が
許
さ
れ
る
範
囲
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
こ

の
朱
引
線
の
内
部
が
江
戸
府
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
ろ
の
江
戸
は
、
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城
郭
を
中
心
と
し
て
同
心
円
的
に
二
重
構
造
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

で
は
、品
川
は
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、

目
黒
川
を
挟
ん
だ
南
北
の
品
川
宿
は
、
墨
引
の
す
ぐ
外
側
、
朱
引
の
す
ぐ
内
側

に
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
江
戸
府
内
で
は
あ
る
が
、
町
奉
行
の
支
配
を
受

け
な
い
地
域
な
の
で
あ
る
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
評
定
所
の
決
定

（
14
）

に
よ
れ
ば
、
品
川
は
、
江
戸
払
の
南
限
に
入
っ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
品
川

は
江
戸
府
内
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
府
内
に
属
し
な
が
ら
も
町
奉
行
配

下
に
は
な
い
と
い
う
混
沌
と
し
た
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
い
う

な
ら
ば
、
江
戸
に
お
い
て
南
側
つ
ま
り
東
海
道
側
に
お
け
る
境
界
域
で
あ
っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
こ
は
、
先
に
も
示
し
た
よ
う
に
一
大
歓
楽

街
を
成
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
周
縁
的
な
場
所
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
品
川
は
地
理
的
、
行
政
的
、
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
境
界
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

五
、
近
代
人
に
お
け
る
品
川
の
イ
メ
ー
ジ

以
上
、
主
と
し
て
幕
末
の
資
料
を
使
っ
て
品
川
の
も
つ
境
界
的
性
格
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
で
は
、
近
代
の
人
々
に
お
け
る
品
川
の
イ
メ
ー
ジ
は
如
何
様

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
本
論
で
問
題
に
す
る『
ゴ
ジ
ラ
』

（
一
九
五
四
）
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
生
き
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
の
人
々
、
こ
と
に
東
京
に
生
活
す
る
人
々
の

品
川
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
点

に
つ
い
て
は
、
手
元
に
い
ま
だ
適
当
な
資
料
を
も
た
ず
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

だ
が
、
次
に
示
す
資
料
は
注
目
し
て
お
い
て
良
い
。
こ
れ
は
、
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
に
品
川
町
が
あ
た
ら
し
く
東
京
に
編
入
さ
れ
品
川
区
と
な
っ
た

年
に
出
さ
れ
た
紹
介
記
事
で
あ
る
。

　

新
東
京
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
（
一
）
―
品
川
区
の
巻
―

由
緒
深
い
品
川
・
大
井
と
躍
進
又
躍
進
の
大
崎
町

品
川
町　

　

江
戸
人
に
と
っ
て
、
品
川
の
称
呼
は
今
も
な
つ
か
し
い
も

の

一ゝ
つ
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
失
は
れ
た
封
建
美
へ
の
淡
い
郷
愁
で
あ
り
、
数
多
の
物
語
り

を
通
し
て
の
甘
美
な
追
想
で
あ
る
。
五
十
三
次
の
宿
駅
と
し
て
殷
賑
を
極

め
た
往
古
の
様
が
幻
想
の
絵
巻
物
を
展
げ
る
…
…

　

何
十
万
石
何
某
の
殿
様
の
い
か
め
し
い
行
列
、
遠
く
伊
勢
参
り
、
近
く

は
川
崎
お
参
り
の
善
男
善
女
、
上
り
下
り
の
商
人
、
酒
焼
け
の
胸
は
だ
け

た
浪
人
、
盆
蓙
の
争
ひ
か
ら
人
を
殺
め
て
、
草
鞋
を
は
く
お
馴
染
み
の
三

度
笠
股
旅
の
や
く
ざ
、
艶
な
る
足
弱
を
引
き
具
し
て
の
、
そ
ね
ま
れ
旅
の

主
人
公
、
飯
盛
女
の
姦
し
ま
し
い
呼
び
声
、
馬
の
い
な
ゝ
き
、
駕
籠
の

「
エ
ー
、
ホ
ー
」、
落
語
の
熊
さ
ん
、
八
っ
さ
ん
…
…
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で
、
今
の
品
川
は
、
京
浜
国
道
の
坦
々
た
る
ド
ラ
イ
ブ
・
ウ
ェ
イ
、
自

動
車
・
電
車
・
自
転
車
・
汽
車
の
品
川
だ
。
工
場
・
煙
突
・
品
川
停
車
場

の
品
川
だ
。

　

品
川
の
町
に
入
る
と
、
さ
す
が
に
潮
の
香
が
鼻
を
つ
く
。「
昔
日
の
繁

盛
な
き
も
」
と
案
内
記
は
言
ふ
が
、
見
る
だ
に
活
気
溢
れ
た
近
代
的
の
賑

ひ
だ
。
人
口
五
万
五
千
六
百
三
十
九
人
の
、
一
年
五
十
九
万
余
円
を
費
ふ

品
川
町
。

　

工
業
の
二
万
一
千
は
総
人
口
の
三
十
八
％
だ
か
ら
品
川
町
は
、
さ
し
づ

め
工
業
を
主
と
す
る
町
で
あ
る
と
謂
へ
る
。
水
産
業
八
百
九
十
四
人
と
あ

る
が
、
之
は
昔
の
漁
村
品
川
村
の
伝
統
的
の
仕
事
だ
。
海
苔
の
年
産
額

七
十
五
万
円
、
魚
類
及
び
貝
類
二
十
五
万
の
合
せ
て
百
万
円
の
水
産
業
で

あ
る
。

　

隣
接
町
村
名
物
の
二
部
教
授
の
な
い
と
言
ふ
の
が
此
の
町
の
何
よ
り
も

の
自
慢
、
羨
し
い
こ
と
に
、
尚
教
室
を
余
す
る
状
況
と
あ
る
か
ら
品
川
町

の
児
童
は
幸
福
で
あ
る
。
更
に
町
の
名
物
は
、
寺
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。

試
み
に
之
を
挙
げ
れ
ば
、
海
晏
寺
・
海
雲
寺
・
本
光
寺
・
妙
国
寺
・
東
海

寺
・
品
川
寺
、
而
も
こ
の
寺
が
皆
由
緒
深
い
古
刹
ば
か
り
で
あ
る
。

　

毎
度
移
転
問
題
で
騒
が
れ
る
品
川
遊
廓
も
、此
の
町
の
名
と
共
に
古
い
。

「
明
和
三
年
飯
盛
女
五
百
人
置
く
を
許
す
、
之
今
の
貸
座
敷
の
起
源
な
り
」

と
あ
る
。

　

品
川
町
に
沿
ふ
海
浜
も
昔
は
名
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
袖
ヶ
浦

と
称
し
、
竹
柴
浦
の
一
部
を
な
し
風
光
愛
す
べ
し
と
あ
る
が
、
今
は
海
苔

の
し
び
の
羅
列
で
、
お
は
ぐ
ろ
溝
な
ら
ぬ
、
お
は
ぐ
ろ
海
で
あ
る
。

　

土
地
の
人
呼
ぶ
所
の
富
士
山
の
頂
上
品
川
神
社
に
登
っ
て
見
る
と
、
一

望
の
内
に
東
京
湾
を
望
む
こ
と
が
出
来
る
。
都
の
土
産
に
「
な
ぎ
た
る
夕

の
お
ぼ
ろ
お
ぼ
ろ
と
見
え
渡
る
さ
ま
、
安
房
上
総
目
の
前
な
る
べ
し
」
と

あ
っ
て
、
昔
日
の
眺
め
の
ほ
ど
も
思
は
れ
る
が
、
今
は
東
京
湾
の
汽
船
の

煙
に
、
安
房
上
総
も
見
え
ぬ
。

　

黒
船
の
脅
威
時
代
の
お
台
場
砲
台
が
今
は
寝
れ
る
デ
ル
タ
の
よ
う
に
、

静
か
に
横
つ
て
居
る
。「
海
へ
伸
び
行
く
大
東
京
」
の
姿
が
、
心
強
く
眺

め
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
北
品
川
御
殿
山
は
、

今
は
住
宅
街
と
し
て
街
の
雑
音
を
遙
か
下
に
聞
く
、
静
か
な
一
廓
を
な
し

て
居
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）（

15
）

文
中
に
「
土
地
の
人
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
記
事
を

書
い
た
人
物
は
、
お
そ
ら
く
品
川
在
住
の
人
で
あ
る
可
能
性
は
薄
い
。
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
と
の
関
わ
り
の
中
で
品
川
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
江
戸
人
に
と
っ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
文
脈
上
明
ら

か
に
昭
和
七
年
を
生
き
る
東
京
人
を
指
し
て
の
謂
い
で
あ
る
。
東
京
に
住
む

人
々
に
と
っ
て
品
川
は
、
江
戸
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て

認
識
さ
れ
得
る
場
所
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
品
川
の
町
に
入
る
と
、
さ
す
が

に
潮
の
香
が
鼻
を
つ
く
」
と
い
う
文
章
は
、
そ
の
背
後
に
品
川
が
中
心
的
な
場
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所
で
は
な
く
、
都
心
か
ら
は
少
し
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
近
代
人
に
と
っ
て
も
品
川
は
周
縁
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
品
川
が
東
京
に
編
入
さ
れ
た
の
が
、
明
治
の
東
京
成
立

よ
り
は
る
か
後
の
昭
和
七
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
都
心
の
人
々
の
品
川
へ
の
イ

メ
ー
ジ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
右
の
資
料
一
つ

を
も
っ
て
断
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
代
に
お
け

る
品
川
の
イ
メ
ー
ジ
も
じ
つ
は
江
戸
時
代
の
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
必
ず
し
も
無
稽
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　

六
、
境
界
を
越
え
る
ゴ
ジ
ラ

こ
こ
に
い
た
っ
て
漸
く
「
ゴ
ジ
ラ
」
の
品
川
上
陸
に
つ
い
て
一
つ
の
仮
説
を

提
示
で
き
る
段
階
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
第
一
に
品
川
が
都
心
へ
の
海
陸
の
入
り
口
、
江
戸
時
代
の
表
現
を

借
り
れ
ば
「
喉
口
」
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
外
海
か
ら
東
京

湾
に
侵
入
し
て
き
た
ゴ
ジ
ラ
は
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
し
て
同
じ
く
外
海
か
ら
来

る
巨
船
の
如
く
、
あ
る
い
は
鯨
や
鮫
な
ど
の
大
型
の
水
中
生
物
が
品
川
沖
に
流

れ
着
い
た
よ
う
に
、
そ
の
巨
体
を
海
中
に
隠
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
品
川
沖
ま

で
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
品
川
上
陸
後
に
い
っ
た
ん
海
に
逃
れ
た
ゴ
ジ
ラ
が
再
び
上
陸
す
る
の
が

芝
浦
海
岸
で
あ
る
の
も
、
そ
こ
が
江
戸
時
代
木
戸
の
お
か
れ
て
い
た
や
は
り
東

京
へ
の
入
り
口
に
あ
た
る
地
域
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
可
能
性

が
高
い
。
一
九
五
四
年
の
段
階
で
品
川
の
奥
の
東
京
港
へ
大
型
船
の
航
路
が
開

か
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
品
川
沖
か
ら
以
北
は
や
は
り
浅
瀬
で
あ
り
、
そ
の
点

に
お
い
て
も
違
和
感
が
な
い

（
16
）。

物
語
構
成
上
で
境
界
の
意
識
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
札
の
辻
に
お
け

る
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
端
的
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ゴ
ジ
ラ
の

進
行
を
防
ぐ
た
め
札
の
辻
の
防
衛
ラ
イ
ン
に
は
第
四
十
九
戦
車
隊
が
配
置
さ
れ

て
い
た
。
今
日
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
陸
上
戦
闘
に
お
い
て
戦
車
は
も
っ
と
も

強
力
な
武
器
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
札
の
辻
に
集
中
的
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
が
東
京
防
衛
上
重
要
な
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に

は
門
が
お
か
れ
高
札
場
が
あ
っ
た
ご
と
く
、
札
の
辻
は
都
心
へ
の
最
後
の
入
り

口
と
し
て
重
要
な
防
衛
拠
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。そ
こ
を
突
破
さ
れ
る
こ
と
は
、

都
心
へ
ゴ
ジ
ラ
の
侵
入
を
許
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
防
衛
の
失
敗
を
意
味
し

た
と
思
わ
れ
る
。
物
語
で
は
札
の
辻
の
戦
闘
で
第
四
十
九
戦
車
隊
が
全
滅
し
た

後
、
ゴ
ジ
ラ
の
排
撃
作
戦
を
中
止
し
負
傷
者
と
避
難
民
の
誘
導
に
全
力
を
尽
く

す
よ
う
に
各
部
隊
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

対
策
本
部
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ひ
っ
切
り
な
し
に
入
る
各
地
か
ら
の
情
報

（
中
略
）

「
二
一
五
号
車
よ
り
報
告　

札
の
辻
警
戒
陣
地
は
、
突
破
さ
れ
第
四
九
戦

車
隊
は
全
滅
、
以
後
の
行
動
不
可
能
」

「
警
戒
本
部
司
令
第
一
二
九
号　

警
戒
本
部
司
令
第
一
二
九
号
」

新
橋
付
近

パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
に
寄
っ
て
司
令
を
聞
い
て
い
る
警
官
達

ス
ピ
ー
カ
ー
「
…
爾
後
、
各
隊
は
攻
撃
態
勢
を
解
き
極
力
消
火
に
つ
と
め

る
と
共
に
、
負
傷
者
の
救
出
に
全
力
を
傾
倒
せ
よ
」（

17
）

と
あ
る
。

こ
れ
は
以
後
東
京
防
衛
を
断
念
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
札
の
辻
の
境
界
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
意
味

が
理
解
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
は
、
映
画
の
公
開
さ
れ
た
昭
和
二
九
年
段
階
に
お
い
て
も
、
品
川
が

い
わ
ゆ
る
赤
線
（
売
買
春
）
を
も
含
ん
だ
大
き
な
歓
楽
街
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
ゴ
ジ
ラ
は
光
を
嫌
う
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ゴ
ジ
ラ
は
あ

る
い
は
品
川
歓
楽
街
の
明
か
り
に
誘
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
破

壊
す
る
の
は
旧
品
川
宿
な
ど
で
は
な
く
品
川
駅
と
そ
の
す
ぐ
南
側
の
八
つ
山
跨

線
橋
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
品
川
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
構
築
物
で
あ
る
。

ゴ
ジ
ラ
は
常
に
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
破
壊
す
る
。
品
川
駅
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
品
川
を
襲
っ
た
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

ゴ
ジ
ラ
が
品
川
へ
上
陸
す
る
そ
の
理
由
は
、
江
戸
時
代
以
来
な
が
く
受
け
継

が
れ
て
き
た
「
喉
口
」
と
し
て
の
、
ま
た
境
界
域
と
し
て
の
品
川
と
そ
の
周
辺

の
イ
メ
ー
ジ
が
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
た
、
い
ま
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お

き
た
い
。

注 （
１
）
野
村
宏
平
『
ゴ
ジ
ラ
と
東
京　

怪
獣
映
画
で
た
ど
る
昭
和
の
都
市
』（
一
迅
社
、

二
〇
一
四
年
八
月
）。

（
２
）（
１
）
に
同
じ
。

（
３
）『
品
川
町
史
』（
品
川
町
役
場
、
一
九
三
二
）
一
〇
二
頁
。

（
４
）（
３
）
に
同
じ
。
一
〇
二
頁
。

（
５
）『
品
川
区
史
』
通
史
編
巻
上
（
東
京
品
川
区
、
一
九
七
三
年
三
月
）
四
四
三
〜

四
四
四
頁
。

（
６
）（
５
）
に
同
じ
。
四
四
五
頁
。

（
７
）
品
川
区
文
化
財
研
究
会
『
品
川
区
の
歴
史
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
九
三
年
三
月
）

二
〇
頁
。

（
８
）『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』（
角
川
書
店
）。

（
９
）（
７
）
に
同
じ
。
二
〇
頁
。

（
10
）
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
三
月
）。

（
11
）
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
）。
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六
六
七
頁
。

（
12
）（
10
）
に
同
じ
。
八
六
五
頁
。

（
13
）
千
葉
正
樹
『
江
戸
名
所
図
会
の
世
界
―
近
世
巨
大
都
市
の
自
画
像
―
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
第
四
章
「
都
市
江
戸
の
空
間
認
識
」
参
照
。

（
14
）『
徳
川
禁
令
考
』
二
九
八
七
。

（
15
）『
品
川
区
史
』
資
料
編
（
東
京
品
川
区
、
一
九
七
一
年
六
月
）
一
〇
九
一
頁
。

（
16
）
国
際
港
と
し
て
の
東
京
港
の
開
港
は
昭
和
一
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（『
東

京
港
誌
』
東
京
市
役
所
、
一
九
四
二
年
三
月
）。

（
17
）
村
田
武
雄
・
本
多
猪
四
郎
『
ゴ
ジ
ラ
』
撮
影
台
本
決
定
稿
（
竹
内
博
・
村
田
英

樹
編
『
ゴ
ジ
ラ
1
9
5
4
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
九
九
年
十
一
月
）
八
四
頁
。
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