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徳
川
家
康
が
豊
臣
秀
吉
か
ら
拝
領
し
、
江
戸
へ
来
た
頃
（
天
正
十
八
年
＝
一
五
九
〇
）

は
日
比
谷
か
ら
築
地
に
か
け
て
は
一
面
葦
原
で
日
比
谷
入
江
と
い
う
海
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
岸
井
良
衛
と
い
う
人
が
、
書
い
た
「
大
正
の
築
地
っ
子
」（
青
蛙
房
）
の
中

に
　
「
築
地
と
い
う
か
ら
は
埋
立
地
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）

の
正
月
に
出
版
さ
れ
た
『
新
添
江
戸
之
図
』
と
い
う
地
図
を
み
る
と
今
の
銀
座
通
り
は
埋

立
が
終
わ
っ
て
、
す
で
に
町
屋
（
ま
ち
や
）
が
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
三
十
間
堀
も
出
来

て
い
て
、
そ
れ
か
ら
先
は
武
家
屋
敷
が
一
軒
な
ら
べ
に
あ
る
だ
け
で
海
に
な
っ
て
い
る
。

例
の
明
暦
の
振
り
袖
火
事
と
い
う
の
は
三
年
正
月
の
十
八
日
に
起
こ
っ
た
江
戸
の
大
火
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
図
は
大
火
以
前
に
作
図
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
な
の
で
、

築
地
は
、
こ
の
大
火
後
に
埋
立
ら
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。」

と
書
い
て
い
ま
す
。

　

探
訪
会
は
、
昔
海
だ
っ
た
築
地
を
中
心
に
隅
田
川
沿
い
に
あ
る
箱
崎
か
ら
築
地
に
か
け

て
、
探
訪
し
な
が
ら
歴
史
の
紐
を
解
い
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。

船
で
ゆ
れ
た
出
張
所

　

探
訪
す
る
に
あ
た
り
、

中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
に

あ
る
中
央
出
張
所
に
お
じ

ゃ
ま
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　
「
今
は
六
本
足
の
上
に
乗

っ
て
い
る
事
務
所
で
す
が
、

前
は
も
っ
と
護
岸
の
近
く

に
あ
っ
て
、
隅
田
川
を
船

が
通
る
と
事
務
所
が
ゆ
れ

た
ん
で
す
よ
」

　

と
語
っ
て
く
れ
る
の
は
所
長
の
相
原
さ
ん
。

　
「
今
の
事
務
所
も
、
震
度
一
、二
の
時
で
も
三
、四
ぐ
ら
い
の
揺
れ
を
感
じ
る
ん
で
す
。

こ
こ
は
も
と
も
と
川
（
箱
崎
川
分
流
）
だ
っ
た
処
の
上
に
建
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

こ
の
お
話
を
聞
い
て
、
納
得
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
の
事
務
所
に
は
い
る

と
き
入
口
の
道
路
が
事
務
所
の
手
前
で
少
し
高
く
な
っ
て
い
て
、
な
ん
か
橋
み
た
い
だ
ね

と
云
い
な
が
ら
来
た
の
で
す
。
栗
田
彰
さ
ん
の
『
江
戸
の
川
歩
き
』（
青
蛙
房
）
に
も
「
中

▲ 江戸前嶋「江戸の川・東京の川」（井上書院）より

▲ 箱崎付近　安政 6 年（1859）
「分間江戸大絵図 須原屋版」より▲ 箱崎付近 明治 13 年 (1880) 頃
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洲
橋
」
で
あ
る
と
書
か

れ
て
い
ま
し
た
。

　

箱
崎
は
、
江
戸
時
代

に
造
ら
れ
た
島
で
日
本

橋
川
と
箱
崎
川
で
隔
て

ら
れ
て
お
り
、
隣
に
は

中
洲
と
い
う
島
が
あ
り

中
央
出
張
所
は
そ
の
間

に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
箱
崎
ポ
ン
プ
所
は

昭
和
四
十
六
年
稼
働
し
て
い
ま
す
が
そ
の
前
年
に
箱
崎
川
支
流
の
埋
め
立
て
が
終
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

中
央
区
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
本
に
、
中
央
区
で
一
番
低
い
場
所
は
箱
崎
町
三
十
四
番

地
で
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
二
メ
ー
ト
ル
三
セ
ン
チ
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
場
所
は

中
央
出
張
所
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

処
、
昔
の
橋
が
終
わ
っ
た
す
ぐ
位
の
処

に
あ
り
ま
し
た
。

お
金
の
元
締
め
は
こ
こ
に
い
た

　

江
戸
時
代
の
永
代
橋
は
（
元
禄
十
一

年
＝
一
六
九
八
架
橋
）
現
在
の
永
代
橋

（
明
治
三
十
年
架
橋
）
よ
り
二
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
上
流
の
箱
崎
（
旧
北
新
堀
町
）

に
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。
赤
穂
浪
士
が

討
ち
入
り
後
、
泉
岳
寺
に
行
く
と
き
に

通
っ
た
橋
と
し
て
も
皆
さ
ん
は
ご
存
じ

の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
こ
の

辺
り
は
武
家
地
が
多
い
と
こ
ろ
で
し
た

が
、
維
新
後
に
財
閥
が
こ
の
辺
り
を
買

収
し
て
倉
庫
群
が
出
現
し
ま
し
た
。
日

本
橋
川
の
川
沿
い
に
は
行
徳
河
岸
な
ど
多
数
の
河

岸
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
千
葉
か
ら
江
戸
に
入
る
物

資
の
流
通
の
要
と
な
っ
て
お
り
蔵
も
た
く
さ
ん
存

在
し
ま
し
た
。

　

こ
の
永
代
橋
の
袂
に
明
治
十
六
年
に
赤
煉
瓦
色

で
出
来
た
北
海
道
開
拓
使
の
物
産
売
捌
所
の
建

物
（
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
設
計
）
だ
っ
た
と

こ
ろ
に
日
本
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
明
治
二
十
九
年

に
日
本
橋
両
替
町
に
本
社
屋
が
で
き
る
ま
で
日
本

の
銀
行
の
中
心
地
で
し
た
。
そ
の
当
時
の
建
物
は
、

関
東
大
地
震
で
廃
嘘
と
な
り
、
現
在
は
日
本
銀
行

発
祥
の
地
の
碑
（
昭
和
五
十
七
年
建
立
）
が
あ
る

の
み
で
す
。

　

近
く
に
は
高
尾
稲
荷
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
の
入
り
口
に
、
日
本
銀
行
跡
地
か
ら
出
土

し
た
御
影
石
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
高
尾
稲
荷
は
、
三
浦
屋
の
花
魁
、
二
代
目
高
尾
が
伊

達
仙
台
候
に
寵
愛
さ
れ
た
が
、
あ
る
時
殿
様
の
云
う
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
と
い
う
理
由

で
、
隅
田
川
・
洲
崎
の
船
上
で
殺
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
死
体
が
上
が
っ
た
場
所
と
云
う
こ

と
で
祠
が
建
て
ら
れ
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

箱
崎
と
新
川
を
結
ぶ
橋
に
豊
海
橋
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
二
年
に
建
設
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ン

デ
ー
ル
橋
だ
そ
う
で
、
今
こ
の
橋
の
上
か
ら
み
て
も
、

▲ 箱崎付近 昭和 12 年 (1937) 頃
▲ 明治の永代橋

▲ 「永代橋際の日本銀行の雪」　明治中期　井上安治　画

▲ 高尾稲荷 右下にあるのが御影石

▲ 豊海橋より
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川
沿
い
に
賑
や
か
な
河
岸
が
あ
っ
た
こ
と
は
伺
え
知
れ
ま
せ
ん
が
、
昭
和
四
十
年
代
頃
ま

で
の
艀
だ
ま
り
だ
っ
た
頃
の
面
影
は
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

新
富
町
に
は
遊
郭
が
あ
っ
た
？

　

幕
末
に
築
地
に
居
留
地
を
つ
く
る
約

束
が
外
国
と
の
間
で
で
き
ま
し
た
。
幕

府
は
、
横
浜
と
同
じ
よ
う
に
賑
や
か
な

町
に
し
よ
う
と
大
富
町
に
遊
郭
を
作
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
明
治
維
新
に
よ

り
幕
府
が
倒
れ
ま
し
た
が
新
政
府
も

賛
成
し
、
新
島
原
遊
郭
を
つ
く
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
居
留
地
の
工
事
が
遅
々

と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
遊
郭

に
来
る
客
も
少
な
く
経
営
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま
い
、
明
治
三
年
六
月
に
遊
女

達
を
新
吉
原
に
引
き
継
ぎ
廃
止
し
て

し
ま
し
た
。
そ
し
て
名
称
も
新
島
原

の
「
新
」
と
大
富
町
の
「
富
」
を
と

り
新
富
町
と
し
ま
し
た
。

　

同
じ
頃
、
天
保
の
改
革
で
浅
草
猿

若
町
に
移
転
さ
せ
ら
れ
て
い
た
三
芝

居
（
中
村
座
・
市
村
座
・
森
田
座
）

の
う
ち
、
森
田
座
は
、
二
匹
目
の
ド

ジ
ョ
ウ
を
ね
ら
い
、
大
富
町
に
芝
居

小
屋
守
田
座
を
建
て
進
出
し
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
町
名
が
新
富
町
と

な
る
と
同
時
に
新
富
座
と
改
名
し
、

明
治
二
十
二
年
歌
舞
伎
座
が
木
挽
町

に
で
き
る
ま
で
一
つ
の
文
化
を
創
り

ま
し
た
。
最
盛
期
の
新
富
座
は
二
階

建
て
四
百
坪
で
定
員
千
六
百
人
も
入
る
規
模
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
は
勢
い
を
失
い
、

小
芝
居
小
屋
の
よ
う
に
な
り
、
映
画
館
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
、
演
劇
と

は
関
係
の
な
い
中
央
都
税
事
務
所
と
な
っ
て
お
り
ま
す
（
中
に
は
演
じ
て
い
る
人
も
い
る

か
な
？
）。

　

新
島
原
が
な
く
な
っ
た
後
も
、
残
っ
た
人
達
が
旅
館
業
を
営
む
な
ど
し
て
細
々
と
営
業

し
て
い
ま
し
た
が
、
地
方
か
ら
の

宮
吏
が
便
利
だ
と
利
用
す
る
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
料
亭
な
ど
が
で

き
て
新
富
芸
者
な
ど
と
呼
ば
れ
新

富
座
と
の
相
乗
効
果
も
あ
り
、
賑

や
か
な
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

最
近
で
は
川
も
埋
め
立
て
ら
れ
、

黒
塀
の
料
亭
も
数
少
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の
面
影
は

新
富
町
か
ら
築
地
に
か
け
て
現

在
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

湊
は
江
戸
の
湊

　

新
川
か
ら
南
高
橋
を
渡
る
と

湊
（
明
治
の
頃
は
本
湊
町
）
の
町

で
す
。
江
戸
時
代
は
文
字
ど
お
り

港
町
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り

荷
物
を
満
載
し
て
船
が
行
き
来

し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
で

も
回
漕
店
や
、
船
問
屋
な
ど
の
看

板
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

町
に
入
っ
て
す
ぐ
に
鉄
砲
洲

稲
荷
神
社
が
あ
り
、
船
乗
り
た
ち

の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
湊

は
関
東
大
震
災
で
灰
燼
に
帰
し

▲ 新富座 明治 28 年 小川 一真　撮影▲ 中央都税事務

▲  ▲ 銅板張りの家
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た
町
で
、
燃
え
な
い
家
作
り
を
目
指
し
て
、
屋
根
や
壁
を
銅
板
張
り
に
し
ま
し
た
。
今
で

も
緑
青
を
吹
い
た
家
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

海
軍
が
い
た
築
地

　

築
地
は
明
暦
の
大
火
（
明

暦
三
年
＝
一
六
五
七
）
以
降

に
隅
田
川
河
口
を
埋
め
立
て

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

日
本
橋
に
あ
っ
た
魚
市
場

は
関
東
大
地
震
に
よ
り
壊
滅

的
打
撃
を
受
け
た
た
め
日
本

橋
の
魚
市
場
を
一
時
、
芝
浜

松
町
に
急
場
し
の
ぎ
に
仮
設

市
場
を
作
り
九
月
十
七
日
か

ら
賄
っ
て
い
ま
し
た
が
、
不

便
な
た
め
十
二
月
一
日
か

ら
築
地
の
海
軍
技
術
研
究
所
（
旧
幕
府
か
ら

受
け
継
い
だ
海
軍
は
震
災
を
契
機
に
呉
に
移

り
ま
し
た
）
の
跡
地
に
市
場
を
移
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
に
も
、
備
前
橋
の
袂
に
は
、
浦
安

か
ら
船
が
き
て
、
蟹
、
海
老
な
ど
の
小
魚
を

売
る
小
さ
な
夕
市
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
六
年
に
は
規
模
を
拡
大
す
る
工
事
が

入
り
昭
和
八
年
に
完
成
し
ま
し
た
が
、
戦
争

中
は
、
物
資
不
足
に
な
り
、
ま
た
、
青
果
市

場
も
併
設
さ
れ
運
営
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
は

東
京
一
の
市
場
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。

競
技
遊
戯
会
っ
て
な
～
に

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、
最
近
は
少
し
寂
れ
て
き
た
も
の
の
、
運
動
会
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
ね
。
こ
れ
の
一
番
初
め
に
行
わ
れ
た
競
技
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。『
雀
離
出
巣
』

こ
れ
が
最
初
の
競
技
で
す
。
こ
れ
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
す
ね
。『
す
ず
め
の
す
だ
ち
』

と
読
む
の
で
す
。
実
は
、
築
地
の
海
軍
兵
学
校
寮
（
現
在
は
国
立
ガ
ン
セ
ン
タ
ー
）
で
行

わ
れ
た
『
競
技
遊
戯
会
』
が
運
動
会
の
始

ま
り
で
、
明
治
七
年
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
す
ず
め
の
す
だ
ち
』
は
、
十
二
歳
以
下

の
生
徒
達
に
よ
る
百
五
十
ヤ
ー
ド
の
競
争
、

今
で
云
う
徒
競
走
の
こ
と
な
ん
で
す
。
そ

の
他
に
、『
文
因
閃
浪
』「
と
び
う
お
の
な

み
き
り
」（
走
り
幅
跳
び
）、『
老
狸
打
礫
』

「
ふ
る
だ
ぬ
き
の
つ
ぶ
て
う
ち
」（
ボ
ー

ル
の
遠
投
）、『
蛺
蝶
趁
花
』「
ち
ょ
う
の

は
な
お
い
」（
二
人
三
脚
）
な
ど
が
あ
り
、

賞
品
は
（
今
な
ら
な
ん
の
こ
と
か
考
え
て

く
だ
さ
い
）『
提
革
嚢
』『
懐
冊
』『
届
柄
藝
』

『
套
刃
刀
』
等
が
出
た
そ
う
で
す
。

明
石
町
ポ
ン
プ
所
と
東
京
運
上
所
の
関
係

　

こ
こ
に
二
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
写
真
は
明
治
初
期
の
写
真
で
す
。
も
う
一
枚
は
現

在
の
明
石
ポ
ン
プ
所
（
昭
和
四
十
六
年
稼
働
）
と
隣
に
あ
る
料
亭
を
撮
っ
た
も
の
で
す
。

二
枚
は
、
同
じ
場
所
で
す
。
料
亭
の
場
所
は
運
上
所
、
ポ
ン
プ
所
は
、
明
石
橋
と
運
河
で

す
。
こ
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
変
わ
り
様
の
激
し
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
す
。

　

黒
船
で
有
名
な
ペ
リ
ー
が
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
日
本
を
震
撼
さ
せ
、
ア
メ

リ
カ
領
事
館
の
ハ
リ
ス
が
井
伊
直
弼
と
日
米
修
好
条
約
を
締
結
し
た
の
が
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
で
、
江
戸
を
開
港
す
る
こ
と
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
先
に
開
港
し
た
横
浜
、
長
崎
、
函
館
の
三
港
に
は
居
留
地
を
管
理
す
る
た
め
運
上

所
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
運
上
所
と
い
う
の
は
、
外
国
人
居
留
地
に
入
船
す

▲ 明治 11 年 (1878) 頃▲ 聖路加ガーデン展望台より築地市場を見る

▲ 築地交差点よリガンセンターを望む
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る
船
の
監
視
を
行
っ
て
い
た
処
で
す
。

　

明
石
町
ポ
ン
プ
所
は
明
石
堀
と
明
石
橋

の
辺
り
で
あ
り
、
昔
の
水
面
上
に
位
置
し

て
い
ま
す
（
昭
和
四
十
一
年
か
ら
埋
立
て

が
始
ま
り
ま
し
た
）。
す
ぐ
隣
に
は
し
ゃ

ぶ
し
ゃ
ぶ
の
治
作
が
あ
り
、
こ
こ
が
運
上

所
の
跡
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

築
地
居
留
地

　

慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
幕

府
は
、
居
留
地
を

設
置
す
る
場
所
の

選
定
を
行
い
軍
艦

操
練
所
火
災
跡
地

か
ら
鉄
砲
洲
辺
り

一
帯
と
し
、
諸
外

国
の
了
承
を
得
ま

し
た
。

　

居
留
地
予
定
地
内
の
居
住
者
を

移
転
さ
せ
る
と
、
清
水
組
が
築

地
ホ
テ
ル
を
請
負
、
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
に
完
成
し
て
い
ま

す
。
町
割
の
工
事
を
す
る
と
き
に

二
十
一
両
の
費
用
を
か
け
て
道
と

共
に
下
水
構
築
も
行
わ
れ
ま
し
た

（
居
留
地
を
築
く
た
め
に
か
か
っ

た
費
用
は
一
万
四
千
両
余
り
で
す
）。

慶
応
三
年
十
二
月
に
は
外
国
事
務

所
、
後
の
運
上
所
が
で
き
あ
が
り

業
務
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
で
東
亰
と
改
名
さ
れ

新
政
府
が
で
き
る
と
、
事
務
所
は

運
上
所
と
改
称
し
、
居
留
地
廻
り

の
雑
居
地
区
の
入
居
を
開
始
し
ま

し
た
。
ま
た
、
川
に
架
か
っ
て
い
る
稲
荷
橋
、
中
ノ
橋
、
真
福
寺
橋
、
軽
子
橋
、
備
前
橋
、

小
田
原
町
橋
に
関
門
を
設
け
朝
六
時
か
ら
夜
六
時
ま
で
開
門
し
不
祥
事
が
起
き
な
い
よ
う

に
警
備
し
ま
し
た
。
警
備
は
、
明
治
四
年
に
は
何
事
も
起
き
な
く
平
穏
と
云
う
こ
と
で
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
年
に
は
、
運
上
所
の
す
ぐ
横
に
電
信
局
が
で
き
、
横
浜
居
留
地

と
の
間
で
電
信
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

居
留
地
は
、
一
番
か
ら
最
後
に
は
六
十
番
ま
で
で
き
一
つ
の
番
地
は
四
百
坪
か
ら
五
百

坪
の
広
さ
で
あ
り
ま
し
た
。
居
留
地
は
明
治
三
十
二
年
に
不
平
等
条
約
の
改
正
と
共
に
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

　

画
家
の
鏑
木
清
方
は
、
幼
い
こ
ろ
過
ご
し
た
築
地
を
「
堺
、
長
崎
、
神
戸
、
横
浜
、
つ

い
で
こ
の
明
石
町
は
我
が
国
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
の
本
場
」
と
い
い
そ
の
思
い
出
を

『
明
治
の
東
京
』（
岩
波
文
庫
）
で

　

分
け
て
も
築
地
明
石
町
は
、
少
年
に
し
て
初
め
て
触
れ
た
る
異
国
情
緒
の
豊
か
な
り
し

思
い
出
の
忘
れ
が
た
く
、
あ
の
白
々
と
し
た
海
近
い
街
路
は
、
行
人
稀
な
れ
ば
埃
も
な
く
、

カ
ン
ト
リ
ー
・
ハ
ウ
ス
を
繞
る
、
柳
、
ポ
プ
ラ
、
夏
は
紫
陽
花
、
立
葵
の
咲
く
庭
に
籐
椅

▲ 明治初期築地居留地

▲ 鉄砲洲に架かる浦堀橋
　護岸に下水の排水口、道路に側溝や街灯 ( 石油 ) が見える　明治 14 年頃
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子
を
据
え
て
、
金
髪
の
麗
人
の
書
を
読
む
が
、
浅
黄
色
の
ペ
ン
キ
や
や
古
び
た
る
柵
を

越
し
て
窺
わ
れ
、
海
に
沿
う
た
る
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
・
ホ
テ
ル
に
は
常
に
観
光
の
客
絶
ゆ
る

こ
と
な
く
、
入
江
に
繋
が
る
帆
船
の
マ
ス
ト
林
立
し
て
、
佃
の
漁
村
秋
寂
び
た
る
夜
な
ど
、

朱
盆
の
如
き
月
、
住
吉
社
頭
の
大
鳥
居
よ
り
出
で
て
、
う
そ
寒
さ
に
袖
掻
き
合
せ
て
磯
の

香
の
身
に
沁
む
海
辺
を
独
り
往
け
ば
、
ホ
テ
ル
の
広
間
銀
燭
煌
々
と
し
て
歓
呼
の
声
、
四

辺
の
静
寂
を
破
る
。

　

と
書
い
て
い
ま
す
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
は
築
地
か
ら

　

明
治
三
年
に
六
番
で
宣
教
師
カ
ロ
ザ
ー
ス
夫
妻
が
塾
を
開
き
、
明
治
五
年
に
は
同
じ
六

番
内
に
隣
接
し
て
女
子
の
た
め
の
塾
を
開
き
ま
し
た
。
前
者
を
Ａ
六
番
女
学
校
、
後
者
を

Ｂ
六
番
女
学
校
と
呼
び
ま
し
た
。
Ｂ
六
番
女
学
校
は
、
明
治
九
年
に
四
十
二
番
に
移
転
し

新
栄
女
学
校
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
後
の
女
子
学
院
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
学
校
を
あ
げ
ま
す
と
明
治
七
年
に
十
番
に
麻
布
か
ら
救
世
学
校
（
女
子
小
学

校
）
が
移
転
し
て
き
て
、
海
岸
女
学
校
（
後
の
青
山
女
学
院
）
と
な
り
、
明
治
十
七
年
に

は
、
本
郷
湯
島
に
あ
り
ま
し
た
私
塾
が
、
移
転
を
繰
り
返
し
な
が
ら
二
十
六
番
に
き
た
の

が
立
教
女
子
学
校
（
現
・
立
教
女
子
学
院
）、
七
番
に
は
東
京
一
致
英
和
学
校
・
十
七
番

に
東
京
一
致
神
学
校
（
共
に
明
治
学
院
大
学
）、
三
十
六
番
に
暁
星
学
園
（
現
・
暁
星
学

園
）、
三
十
七
番
に

立
教
大
学
・
五
十
七

番
に
立
教
中
学
校

（
共
に
現
・
立
教
大

学
）、
四
十
一
番
に

慶
應
義
塾
（
現
・

慶
應
義
塾
大
学
）、

四
十
三
番
に
東
京
中

学
院
（
関
東
学
院

大
学
）、
四
十
五
番

に
女
子
語
学
院
・

四
十
六
、四
十
七
番

に
築
地
童
貞
学
校
（
共
に
現
・
雙
葉
学
園
）
な
ど
が
あ
り
ま
し
て
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー

ル
系
学
校
の
発
祥
の
地
と
云
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
い
た
コ
ナ
ン
君
（
指
紋
捜
査
の
始
ま
り
）

　

蘭
学
事
始
で
有
名
な
杉
田
玄
白
、
前
野
良
沢
ら
が
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
を
翻
訳
し

た
の
が
明
石
町
九
番
地
、
現
在
は
聖
路
加
国
際
病
院
敷
地
内
で
、
四
年
の
歳
月
を
費
や
し

て
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）「
解
体
新
書
」
を
出
し
ま
し
た
。
日
本
医
学
史
会
と
医
師
会

が
共
同
で
記
念
碑
を
昭
和
三
十
四
年
に
明
石
町
九
番
地
先
ロ
ー
タ
リ
ー
に
建
立
し
て
い
ま

す
。

　

指
紋
が
一
人
一
人
違
う
と
云
う
こ
と
は
、
今
で
は
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ

と
を
研
究
し
た
人
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
で
す
。
ヘ
ン
リ
ー
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
か
ら
来
日
し
ま
す
が
、
前
か
ら
指
紋
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
火
を
付
け

た
の
が
、
大
森
貝
塚
か
ら
発
見
さ
れ
た
土
器
に
つ
い
て
い
た
指
紋
だ
っ
た
の
で
す
。
日
本

人
の
協
力
を
得
て
多
数
の
指
紋
を
サ
ン
プ
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る

時
、
自
宅
に
泥
棒
が
入
り
ま
し
た
が
、
た
ま
た
ま
塗
り
立
て
の
ド
ア
に
指
紋
が
残
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
犯
人
を
特
定
で
き
ま
し
た
こ
と
か
ら
自
信
を
持
ち
、
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
論
文
を
イ
ギ
リ
ス
で
発
表
し
ま
し
た
。
明
治
四
十
一
年
に
イ
ギ

リ
ス
で
、
日
本
で
は
明
治
四
十
四
年
か
ら
犯
罪
捜
査
で
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
三
十
六
年
警
視
庁
で
警
察
指
紋
五
十
周
年
記
念
と
し
て
フ
ォ
ー
ル
ズ
の
住
居
跡
、
明

石
町
八
番
地
先
に
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

昔
か
ら
あ
っ
た
バ
ブ
ル

　

明
治
五
年
の
秋
頃
か
ら
居
留
地
に
住
む
外
国
人
達
が
、
香
港
や
上
海
か
ら
珍
し
い
外
国

産
の
ウ
サ
ギ
を
輸
入
し
て
人
々
の
好
奇
心
を
あ
お
っ
た
の
で
ウ
サ
ギ
を
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼

う
こ
と
が
流
行
り
始
め
ま
し
た
。
ウ
サ
ギ
は
ど
ん
ど
ん
高
値
を
呼
び
、
つ
い
に
は
投
機
の

対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

明
治
維
新
で
、
仕
事
も
ろ
く
に
な
か
っ
た
事
も
あ
り
、
士
族
か
ら
町
民
ま
で
財
産
を
は

た
く
ほ
ど
夢
中
に
な
り
政
府
も
見
か
ね
て
何
度
か
売
買
の
禁
止
令
を
出
し
ま
し
た
が
効
果

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
い
に
政
府
は
毎
月
一
円
の
税
金
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、

さ
す
が
に
払
い
切
れ
ま
せ
ん
の
で
、
沈
静
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
間
儲
け
た
人
、
破

▲ 明治 40 年頃の築地居留地
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産
し
た
人
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
が
今
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
す
ね
。

	
兎

豆
腐
屋
を
恨
む
兎
の
流
行
の

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は

百
両
の
兎
は
百
に
下
落
し
て

む
べ
山
嵐
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む

	
	

	
	

童
白

埋
め
立
て
ら
れ
た
運
河

　

東
京
の
運
河
、
特
に
銀
座
付
近
の
運
河
の
ほ
と
ん
ど
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
終
戦
後
の
瓦
礫
を
手
っ
取
り
早
く
処
分
す
る
た
め
に
運
河
が
利
用
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
川
は
車
が
通
る
川
、
首
都
高
速
道
路
の
用
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
下
水
道
局
の
施
設
も
箱
崎
ポ
ン
プ
所
（
箱
崎
川
支
流
）、
明
石
町

ポ
ン
プ
所
（
合
引
川
）、
桜
橋
ポ
ン
プ
所
と
桜
橋
第
二
ポ
ン
プ
所
（
八
丁
堀
・
桜
川
）
と

そ
れ
ぞ
れ
埋
立
ら
れ
た
所
に
建
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
今
回
の
取
材
で
わ
か
り
ま
し
た
。

　

築
地
明
石
町
あ
た
り
に
は
ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
が
紙
面
の

都
合
上
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。

（
文
責　

小
松
）
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