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文
京
区
に
は
、
文
京
出
張
所
の
ほ
か
に
後
楽
ポ
ン
プ
所
と
湯
島
ポ
ン
プ
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
近
く
に
は
、
六
義
園
（
旧
柳
沢
家
の
下
屋
敷
）、
小
石
川
後
楽
園
（
旧
水
戸

徳
川
家
の
上
屋
敷
）、
旧
岩
崎
家
住
宅
（
元
榊
原
家
屋
敷
）
が
あ
り
、
都
会
の
中
の
数
少

な
い
緑
地
と
し
て
、
一
般
に
公
開
さ
れ
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

台
地
と
、
川
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
て
で
き
た
小
さ
な
谷
が
織
り
混
ぜ
ら
れ
た
、
複
雑
な

地
形
を
呈
す
る
地
域
で
す
。
江
戸
時
代
、
台
地
上
に
は
大
名
や
旗
本
の
屋
敷
が
数
多
く
構

え
ら
れ
、
谷
に
は
田
圃
が
拓

か
れ
ま
し
た
。
台
地
を
貫
通

す
る
中
山
道
や
岩
槻
街
道
は
、

往
来
す
る
人
々
で
賑
っ
て
い

ま
し
た
、
ま
た
、
動
坂
、
富

坂
、
切
通
坂
な
ど
の
坂
が
台

地
と
低
地
を
む
す
ん
で
お
り
、

低
地
に
は
小
石
川
、
藍
染
川

な
ど
清
流
が
流
れ
て
い
ま
し

た
。
今
回
の
職
場
界
隈
探
訪

は
、
後
楽
ポ
ン
プ
所
と
湯
島

ポ
ン
プ
所
の
中
間
地
点
に
あ

り
ま
す
本
郷
の
菊
坂
界
隈
に

的
を
絞
り
、
こ
こ
に
か
つ
て

住
ん
で
い
た
文
学
者
た
ち
の

旧
跡
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

菊
坂
通
り

　

地
下
鉄
丸
の
内
線
の
本
郷
三
丁
目
で
下
車
し
、
本
郷
通
り
を
北
に
辿
る
と
、
春
日
通
り

と
の
交
差
点
の
交
番
近
く
に
「
本
郷
薬
師
」
が
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
こ
こ
の
縁
日
は
、
見

世
物
小
屋
が
立
ち
、
露
天
商
が
並
び
、
本
郷
の
花
と
い
わ
れ
る
賑
い
を
み
せ
て
い
ま
し
た
。

薬
師
堂
に
行
く
参
道
の
一
本
先
を
左
に
入
る
道
が
「
菊
坂
通
り
」
で
す
。
言
問
通
り
へ
通

じ
て
い
ま
す
。

　

明
治
十
一
年
に
作
成
さ

れ
た
「
実
測
東
京
全
図
」

の
一
部
で
す
。
台
地
と
低

地
が
ケ
バ
で
は
っ
き
り
区

分
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

菊
坂
通
り
が
、
台
地
の
上

を
通
る
中
山
道
（
本
郷
通

り
）
か
ら
分
か
れ
て
低
地

に
下
り
、
谷
沿
い
に
伸
び

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
以
前
の
、
天
保
十
四

年
（
一
八
四
三
）
に
作
ら

れ
た
「
御
江
戸
大
絵
図
」

で
は
、
こ
の
通
り
の
辺
り

を
「
キ
ク
サ
カ
丁
」
と
記

し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
菊
坂
の
名

前
の
い
わ
れ
は
、
寛
正
元

年
（
一
四
六
〇
）
頃
、
本

郷
が
町
屋
と
な
っ
た
時
、

一
帯
が
菊
畑
で
あ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
坂
沿
い
の
細
長
い
一
画
を
菊
坂
町
と
称
し
ま

し
た
。

樋
口
一
葉
の
旧
居

　

明
治
二
十
三
年
か
ら
三
年
間
ほ
ど
、

樋
口
一
葉
は
母
と
妹
と
三
人
で
、
こ
の

菊
坂
町
の
貸
家
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

菊
坂
通
り
に
並
行
し
て
走
る
下
道
（
し

た
み
ち
）
の
路
地
裏
で
す
。
一
葉
が

十
八
～
二
十
一
歳
の
頃
で
、
他
人
の
衣

▲ 菊坂界隈の地図

▲ 実測東京全図▲ 御江戸大絵図
▲ ー葉の菊坂の旧居周辺
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服
の
洗
濯
や
針
仕
事
で
生
計
を
立
て
な
が
ら
、
小
説
家
を
目
指
し
て
時
間
を
見
つ
け
て
は
、

上
野
の
図
書
館
に
通
い
古
典
文
学
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
初
め
は
長
屋
住
ま
い
で
し
た

が
、
手
狭
だ
っ
た
た
め
、
ほ
ど
な
く
し
て
同
じ
路
地
の
反
対
側
の
一
軒
家
に
移
っ
て
い
ま

す
。
下
道
に
面
し
て
お
り
、
脇
に
は
下
水
路
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
下
水
路
は
、
江

戸
の
昔
か
ら
流
れ
て
い
た
よ
う
で
す（「
御
府
内
備
考
」）。「
ぶ
ん
き
ょ
う
の
歴
史
物
語
」に
、

「
現
東
大
構
内
か
ら
流
れ
出
て
、
菊
坂
町
の
下
道
を
通
り
、
旧
田
町
で
旧
森
川
町
と
西
片

の
間
の
清
水
橋
下
を
流
れ
る
川
と
合
わ
し
、
さ
ら
に
千
川
（
小
石
川
の
こ
と
）
と
合
流
し

て
神
田
川
に
注
い
だ
。」
と
あ
り
ま
す
。「
大
正
・
本
郷
の
子
」（
玉
川
一
郎
著
、青
蛙
房
刊
）

に
も
、

　
『
あ
の
三
四
郎
池
の
あ
た
り
を
水
源
と
し
た
川
が
、
三
丁
目
の
方
へ
流
れ
く
だ
り
、
燕

楽
軒
の
あ
た
り
か
ら
今
の
菊
坂
通
り
を
千
川
に
注
い
だ
川
が
あ
っ
た
と
い
う
。
今
は
暗
渠

と
な
っ
て
い
る
が
、
所
ど
こ
ろ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
そ
ば
で
耳
を
そ
ば
だ
て
る
と
、
た
し
か

に
せ
せ
ら
ぎ
の
音
が
聞
こ
え
る
』

と
、
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
頃
、
暗
渠
化
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
葉
の
歩
い
た
情
景

　
「
完
全
現
代
語
訳　

樋
口
一
葉
日
記
」（
高
橋
和
彦
著
、
ア
ド
レ
エ
ー
刊
）
に
よ
り
、
こ

の
頃
、
一
葉
が
歩
い
た
本
郷
界
隈
の
情
景
を
追
体
験
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
『
図
書
館
へ
行
こ
う
と
思
っ
て
、
ま
た
出
か
け
る
。
空
に
は
雲
一
つ
な
く
、
焼
き
つ
く

す
よ
う
な
太
陽
の
光
、
煙
か
と
見
え
る
ほ
ど
の
街
路
の
砂
ぼ
こ
り
な
ど
、
暑
い
こ
と
は
な

は
だ
し
い
。
大
学
を
通
り
抜
け
て
不
忍
池
の
端
へ
出
る
。
茅
町
あ
た
り
か
ら
蓮
の
花
の
清

ら
か
な
香
り
が
た
だ
よ
っ
て
、
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
競
馬
場
の
柵
が
作
ら

れ
て
い
た
の
は
見
苦
し
く
て
が
っ
か
り
し
た
が
、
…
。
東
照
宮
の
石
段
を
登
る
時
、
さ
っ

と
吹
き
お
ろ
す
風
に
杉
の
葉
の
露
が
こ
ぼ
れ
る
の
も
本
当
に
涼
し
い
。
こ
こ
ば
か
り
は
全

く
夏
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
で
し
た
』

　

こ
こ
で
言
う
図
書
館
と
は
、
上
野
公
園
内
に
あ
っ
た
帝
国
図
書
館
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、

大
学
と
は
今
の
東
京
大
学
で
す
。

▲ 現在の菊坂の路地・杉山八郎　画

▲

大
正
時
代
の
空
橋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　▲

 

現
在
の
空
橋



066

本郷・菊坂界隈の今昔
　
『
近
道
を
通
り
、
谷
中
か
ら
帰
ろ
う
と
歩
い
て
く
る
と
、
夕
日
も
次
第
に
薄
れ
、
夕
焼

け
の
紅
色
だ
け
が
残
っ
て
、「
あ
し
た
天
気
に
な
ー
れ
」
と
唱
う
子
供
た
ち
の
声
も
、
家

路
を
急
ぐ
身
に
は
せ
き
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
し
た
。
道
路
端
に
床
几
（
し

ょ
う
ぎ
）
と
い
う
も
の
を
出
し
て
、
洗
い
た
て
の
糊
の
き
い
た
浴
衣
を
着
て
、
団
扇
で
胸

を
あ
お
い
で
い
る
の
は
、
い
ま
行
水
か
ら
上
が
っ
た
ば
か
り
な
の
だ
ろ
う
』

　
『
陸
橋
の
下
を
通
る
時
ふ
と
見
る
と
、
若
い
学
生
ら
し
い
男
た
ち
が
欄
干
に
も
た
れ
て

下
を
見
お
ろ
し
て
た
。
何
だ
か
ひ
そ
ひ
そ
と
話
し
て
は
笑
っ
た
り
し
て
い
る
。
知
ら
な

い
顔
を
し
て
急
い
で
通
る
と
、
一
斉
に
手
を
叩
い
て
、「
こ
っ
ち
を
向
け
」
な
ど
と
言
う
。

ど
う
い
う
つ
も
り
で
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
し
く
も
学
問
を
す
る
人
の
し
わ
ざ
だ
ろ
う

か
と
思
う
と
、
な
さ
け
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
』

　

こ
の
陸
橋
は
、旧
森
川
町
の
高
台
と
西
片
町
の
高
台
と
の
間
の
谷
筋
に
か
か
る
空
橋（
か

ら
は
し
。
清
水
橋
と
も
い
う
）
の
こ
と
で
、
い
ま
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
で

架
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
情
景
は
、
と
も
に
明
治
二
十
四
年
八
月
八
日
の
同
じ
日
の
記
述
で
す
。

　
『
お
茶
の
水
橋
が
開
通
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で
、
さ
あ
そ
れ
を
見
に
行
こ
う
と
邦
子
に

誘
わ
れ
、母
上
も
「
見
て
お
い
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、家
を
出
た
。
鐙
（
あ
ぶ
み
）

坂
を
登
り
切
る
頃
月
が
出
た
。
軒
も
台
地
も
一
面
に
霜
が
降
り
た
よ
う
に
真
白
で
、
空
気

は
ま
だ
寒
か
ら
ず
、
月
が
一
緒
に
連
れ
だ
っ
て
歩
く
の
も
面
白
い
。
月
光
は
白
く
川
を
照

ら
し
、
行
き
交
う
舟
の
灯
り
が
水
に
映
り
、

金
波
銀
波
が
よ
せ
て
は
く
だ
け
、
安
ら
か
な

光
も
大
そ
う
美
し
い
。
森
は
さ
か
さ
ま
に
姿

を
映
し
、
時
々
水
の
上
だ
け
雲
が
か
か
る
の

も
よ
い
。
薄
霧
が
所
々
に
立
ち
、
遠
方
は
電

灯
の
灯
が
ぼ
ん
や
り
と
か
す
か
に
見
え
る
の

も
面
白
い
』（
二
十
四
年
十
月
十
七
日
）

　

お
茶
の
水
橋
は
明
治
二
十
四
年
十
月
十
五

日
に
竣
工
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
湯

島
と
駿
河
台
と
の
間
は
渡
し
舟
が
通
っ
て
い

ま
し
た
。

　
『
帰
り
路
の
切
通
し
坂
の
あ
た
り
の
景
色

が
何
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
美
し
い
。
一
き
わ
高
く
聞
こ
え
る
の
は
号
外
を
売
り
な
が
ら
来

る
新
聞
売
り
の
声
。
ま
た
あ
ち
こ
ち
の
辻
で
は
壮
士
と
か
い
う
人
が
世
相
を
風
刺
し
た
文

章
を
つ
く
り
、「
鉄
石
心
」
と
か
題
を
付
け
妙
な
節
回
し
で
歌
っ
て
い
る
。
郵
便
局
に
は

灯
り
が
あ
か
あ
か
と
輝
き
、
配
達
夫
の
出
入
り
が
は
げ
し
く
、
電
話
交
換
所
は
如
何
に
も

忙
し
そ
う
だ
。
ま
た
警
察
に
出
入
り
す
る
外
套
姿
で
襟
を
深
々
と
立
て
て
い
る
の
は
探
偵

ら
し
い
。
金
ボ
タ
ン
に
角
帽
の
学
生
が
二
、三
人
連
れ
で
入
っ
て
い
く
寄
席
は
女
義
太
夫

だ
。
身
な
り
服
装
だ
け
は
ど
こ
の
お
姫
様
か
奥
方
か
と
思
わ
れ
る
人
が
、
主
人
と
も
思
わ

れ
な
い
人
に
手
を
引
か
れ
て
楽
し
げ
に
話
し
て
行
く
の
を
聞
く
と
、
味
噌
こ
し
を
さ
げ
て

豆
腐
屋
に
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
文
明
開
花
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
』（
二
十
六
年
二
月

七
日
）

　
『
九
段
に
行
き
着
い
た
頃
、
は
る
か
南
の
空
が
ぼ
ん
や
り
赤
く
闇
を
こ
が
し
て
次
第
に

濃
く
な
っ
て
い
く
。
…
小
川
町
か

ら
万
世
橋
を
通
り
、
明
神
坂
で
母

上
の
土
産
に
飴
を
買
う
。
こ
れ

は
母
上
の
好
物
の
一
つ
で
、
し

か
も
何
処
の
よ
り
も
此
処
の
が

お
好
き
だ
か
ら
。
…
家
に
帰
り

着
く
ま
で
火
事
は
ま
す
ま
す
燃

え
盛
っ
て
見
え
た
が
、
ま
も
な

く
鎮
火
し
た
よ
う
だ
』（
二
十
六

年
二
月
十
一
日
）

宮
沢
賢
治
の
旧
居

　

一
葉
の
菊
坂
の
旧
居
か
ら
ほ

ん
の
数
分
の
下
道
沿
い
の
所
に
、

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
詩
で
有

名
な
宮
沢
賢
治
が
大
正
十
年
に

二
十
五
歳
で
上
京
し
た
時
、
間

借
り
を
し
た
家
（
二
階
建
て
の

二
軒
長
屋
）
が
つ
い
最
近
（
平

▲ お茶の水橋、山本松谷　画

▲ 九段坂、山本松谷　画▲ 宮沢賢治の旧居
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成
二
年
）
ま
で
残
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
今
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
賢
治
の

こ
の
家
で
の
生
活
は
、
わ
ず
か
八
ヶ
月
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
間
、
近
く
の
印
刷
屋
で

ガ
リ
版
切
り
な
ど
を
し
な
が
ら
、
童
話
や
詩
歌
の
創
作
に
励
み
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
童
話

集
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
収
め
ら
れ
た
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
や
「
か
し
は
ば
や
し

の
夜
」
は
こ
の
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
賢
治
の
童
話
の
第
一
稿
の
多
く
は
、
こ
の
時

期
に
書
か
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
帰
郷
後
、
地
元
の
農
学
校
の
教
師
に
就
い
て

い
ま
す
。

坪
内
逍
遥
の
旧
居

　

賢
治
が
住
ん
で
い
た
長
屋
の
横
の
路
地
の
先
に
あ
る
急
な
階
段
（
炭
団
（
た
ど
ん
）
坂
）

を
上
っ
た
右
に
、
か
つ
て
坪
内
逍
遥
が
明
治
十
七
年
か
ら
三
年
間
住
ん
で
い
た
屋
敷
が
あ

り
ま
し
た
。
逍
遥
が
二
十
五
～
二
十
八
歳
の
頃
で
す
。
一
葉
が
引
っ
越
し
て
く
る
三
年
前

ま
で
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
辺
り
は
昔
、
武
家
屋
敷
の
あ
っ
た
所
で
、
町
名
が
付
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
、
明
治
に
な
っ
て
限
り
な
い
繁
栄
を
期
待
し
て
、
砂
の
真
砂
が
限
り
の
な
い
よ
う
に

と
の
意
味
を
込
め
て
、「
真
砂
町
」
と
名
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

逍
遥
は
当
時
、
東
京
専
門
学
校
（
現
早
稲
田
大
学
）
の
講
師
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
文

学
・
演
劇
活
動
に
関
心
を
深
め
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
近
代
文
学
の
理
論
書
で
あ
る
「
小

説
神
髄
」
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
見
本
と
し
て
「
当
世
書
生
気
質
」
と
い
う
小
説

を
書
い
て
い
ま
す
。
自
分
の
書
生
時
代
の
見
聞
を
も
と
に
、
自
由
で
奔
放
な
青
春
時
代
を

描
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
建
物
は
、
そ
の
後
「
常
盤
（
と
き
わ
）
会
」
と
い
う
旧
伊
予
藩
の
育
英
事
業
の
寄

宿
舎
と
な
り
、
俳
人
の
正
岡
子
規
も
学
生
時
代
の
三
年
余
り
を
こ
こ
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
建
て
替
え
ら
れ
、
企
業
の
研
修
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

石
川
啄
木
の
旧
居

　

逍
遥
旧
宅
の
前
の
道
を
南
に
数
分
行

く
と
、
春
日
通
り
に
出
ま
す
が
、
向
こ

う
側
に
渡
っ
て
左
に
折
れ
て
し
ば
ら
く

の
所
に
理
髪
店
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前

に
、「
石
川
啄
木　

喜
之
床
（
き
の
と

こ
）
跡
」
の
案
内
板
が
立
っ
て
い
ま
す
。

啄
木
が
明
治
四
十
二
年
の
六
月
か
ら
二

年
余
に
わ
た
っ
て
、
久
し
ぶ
り
の
家
族

そ
ろ
っ
て
の
生
活
を
再
開
し
た
所
で
す
。

当
時
こ
こ
は
弓
町
二
丁
目
に
属
し
、
新
装
間

も
な
い
床
屋
さ
ん
で
、
啄
木
一
家
は
そ
の
二

階
を
借
り
て
い
ま
し
た
。

　

啄
木
が
二
十
四
～
二
十
六
歳
の
頃
で
す
。

新
聞
社
の
校
正
の
仕
事
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。

生
活
と
の
戦
い
の
あ
け
く
れ
で
し
た
が
、
優

れ
た
作
品
も
数
多
く
生
れ
ま
し
た
。

　

歌
集
「
一
握
の
砂
」
は
、
こ
の
時
期
に
出

版
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
か
ら
い
く
つ

か
を
次
に
紹
介
し
ま
し
よ
う
。

▲ 坪内逍遙旧居

▲ 啄木旧居　( 明治村移築後の喜之床 )
▲ 現在の喜之床 
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は
た
ら
け
ど　

は
た
ら
け
ど　

猶
（
な
ほ
）
わ
が
生
活
（
く
ら
し
）　

楽
に
な
ら

ざ
り　

ぢ
っ
と
手
を
見
る

　

と
あ
る
日
に　

酒
を
飲
み
た
く
て　

な
ら
ぬ
ご
と
く　

今
日
（
け
ふ
）　

わ
れ
切

（
せ
ち
）
に　

金
を
欲
（
ほ
）
り
せ
り

　

友
が
み
な　

わ
れ
よ
り
え
ら
く　

見
ゆ
る
日
よ　

花
を
買
ひ
き
て　

妻
と
し
た
し

む
　

と
こ
ろ
で
、
啄
木
は
質
屋
通

い
を
し
た
り
、
知
人
・
友
人
か

ら
借
金
を
重
ね
て
い
ま
し
た
が
、

近
く
の
菊
坂
通
り
に
あ
る
松
坂

屋
質
店
に
も
通
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

　
『
私
は
知
ら
な
い
け
ど
従
兄
が

石
川
啄
木
に
英
語
を
な
ら
っ
た

っ
て
言
っ
て
ま
し
た
よ
。
…
啄

木
は
質
を
入
れ
に
来
て
、
客
が

立
て
混
ん
だ
り
し
て
る
と
、
中

学
生
だ
っ
た
従
兄
に
英
語
の
復
習
な
ん
か
し
て
く
れ
た
そ
う
で
す
よ
。
そ
う
す
り
ゃ
ア
質

値
も
上
が
る
っ
て
も
ん
で
さ
ア
』（「
大
正
・
本
郷
の
子
」）

　

な
お
、こ
の
通
り
の
言
問
通
り
寄
り
に
、伊
勢
屋
と
い
う
別
の
質
屋
が
あ
り
ま
す
が
（
現

在
は
廃
業
）、こ
ち
ら
は
一
葉
が
懇
意
に
し
て
い
て
し
ば
し
ば
利
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

林
芙
美
子
の
足
跡

　

菊
坂
通
り
に
昔
、
梅
園
と
い
う
汁
粉
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の

頃
で
す
。
昭
和
初
期
に
、
ま
だ
世
に
出
る
前
の
林
芙
美
子
が
近
く
に
住
む
徳
田
秋
声
を
訪

ね
た
際
、
一
緒
に
こ
の
店
で
汁
粉
を
食
べ
て
い
ま
す
。
芙
美
子
の
「
放
浪
記
」
に
、

　
『
思
い
あ
ま
っ
て
、
夜
、
森
川
町
の
秋
声
氏
の
お
宅
に
行
っ
て
み
た
。
…
金
の
話
も
結

局
は
駄
目
に
な
っ
て
、
…
。「
ね
、
先
生
、
お
し
る
こ
で
も
食
べ
ま
せ
う
よ
。」
…　

私
の

心
は
鎖
に
つ
な
が
れ
た
犬
の
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
非
常
に
腹

が
す
い
て
い
た
し
、
甘
い
も
の
へ
の
私
の
食
欲
は
あ
さ
ま
し
く
犬
の
感
じ
に
ま
で
お
ち

こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
…　

梅
園
と
言
う
待
合
の
や
う
な
お
し
る
粉
屋
へ
は
い
る
。

黒
い
卓
子
に
つ
い
て
、
つ
ま
み
の
し
そ
の
実
を
噛
ん
で
い
る
と
、
あ
あ
、
腹
い
っ
ぱ
い
に

茶
づ
け
が
食
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
』

と
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
店
は
、
当
時
、
東
京
で
も
有
名
な
高
級
な
汁
粉
屋
の
一
つ

で
、
大
正
の
中
頃
で
も
汁
粉
が
十
銭
、
栗
ぜ
ん
ざ
い
が
十
五
銭
も
し
た
そ
う
で
す
。
当
時

の
汁
粉
屋
は
、
現
在
の
喫
茶
店
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

徳
田
秋
声
の
旧
宅

　

さ
て
、
秋
声
の
住
ん
で
い
た
家
は
、
今
で

も
東
京
都
の
指
定
文
化
財
と
し
て
そ
の
ま
ま

の
姿
で
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
三
十
九
年
に

こ
こ
旧
森
川
町
に
移
り
、
昭
和
十
八
年
に
亡

く
な
る
ま
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
秋
声
の
本

格
的
な
作
家
活
動
は
こ
こ
で
始
ま
っ
て
い
ま

す
。「
黴
」、「
あ
ら
く
れ
」、「
縮
図
」
な
ど
の

自
然
主
義
文
学
の
名
作
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

古
い
木
造
家
屋

　

旧
森
川
町
は
、
岡
崎
藩
の
屋
敷
が
あ
っ
た
所
で
す
が
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、
地
方

か
ら
上
京
し
て
来
た
学
生
や
勤
め
人
な
ど
を
相
手
に
し
た
下
宿
屋
が
、
数
多
く
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
啄
木
が
一
時
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
蓋
平
館
も
こ
の
一
画
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

で
も
「
本
郷
館
」
は
、
大
学
に
通
う
留
学
生
や
地
方
か
ら
の
資
産
家
の
子
弟
が
入
る
高
級

な
下
宿
屋
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
三
十
八
年
に
建
て
ら
れ
た
木
造
三
階
建
て

は
、
現
在
、
ア
パ
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
ま
ま
の
た
た
ず
ま
い
を
保
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
町
に
は
、
秋
声
の
ほ
か
に
も
、
二
葉
亭
四
迷
、
宇
野
浩
二
な
ど
多
く
の
文
人
が
住

▲ 伊勢屋質屋跡 ( 杉山八郎　画 )

▲ 德田秋声の旧居 ( 現在 )
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ん
で
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
近
く
に
は
、
か

つ
て
菊
富
士
ホ
テ
ル
が
あ

り
、
帝
国
ホ
テ
ル
と
並
ぶ

威
容
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
止
宿
し
て
執
筆
・

創
作
に
励
ん
だ
作
家
、
芸

術
家
は
、
尾
崎
士
郎
、
広

津
和
郎
、
坂
口
安
吾
、
竹

久
夢
二
な
ど
と
枚
挙
に
い

と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
昭
和
十
九
年
に
廃

業
し
、
そ
の
建
物
も
戦
災
で
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
弥
生
二
丁
目
に
、
竹

久
夢
二
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
大
正
ロ
マ
ン
の
代
表
的

な
画
家
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
夢
二
の
生
涯
と
芸
術
の

足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

菊
坂
通
り
奥
の
「
馬
つ
な
ぎ
場
」

　

菊
坂
通
り
の
奥
に
、
か
つ
て
「
馬
つ
な
ぎ
場
」
が
あ
り
ま
し
た
。
肥
車
な
ど
を
引
い
て

来
る
馬
を
つ
な
い
で
お
く
場
所
で
、
二
本
の
杭
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
前
の

こ
こ
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　
『
馬
は
生
き
物
だ
か
ら
適
時
に
ポ
タ
ポ
タ
、
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
と
や
ら
か
す
。
す
る
と
、

そ
れ
が
蓋
も
し
て
い
な
い
小
溝
に
流
れ
た
り
、
裏
庭
に
浸
入
し
た
り
す
る
の
で
、
た
え
ず

周
囲
の
家
の
人
達
と
モ
メ
ゴ
ト
が
起
っ
た
。
し
か
し
、
来
て
く
れ
な
く
な
る
と
、
み
ん
な

困
る
し
、
と
言
っ
て
限
ら
れ
た
人
達
だ
け
が
被
害
者
と
な
っ
て
泣
き
寝
入
り
は
我
慢
が
な

ら
な
い
…
。
そ
こ
で
、
汚
わ
い
屋
さ
ん
の
談
義
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
…　

伯
父
の

家
は
使
用
人
も
多
い
し
、
下
宿
人
も
居
た
し
、
家
作
持
ち
で
も
あ
っ
た
の
で
、
板
橋
と
滝

野
川
あ
た
り
の
御
百
姓
に
汲
ん
で
貰
っ
て
い
た
。
…　

わ
れ
わ
れ
子
供
た
ち
は
肥
や
し
泥

棒
の
番
を
す
る
の
も
、
遊
び
な
が
ら
の
義
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
約
束
し
て
あ
る
お
百
姓

以
外
の
「
不
法
汲
み
取
り
」
百
姓
が
コ
ッ
ソ
リ
や
っ
て
来
る
の
を
、
家
人
に
報
告
す
る
の

だ
』（「
大
正
・
本

郷
の
子
」）

　

東
京
の
街
は
、

関
東
大
震
災
と
太

平
洋
戦
争
の
戦
火

に
よ
り
壊
滅
的
な

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

ま
し
た
。
そ
の
た

び
に
不
死
鳥
の
よ

う
に
復
興
し
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の

都
度
、
街
の
イ
メ

ー
ジ
が
変
り
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
中
で
、

今
回
歩
い
た
菊
坂

界
隈
は
、
そ
れ
ら

の
影
響
を
受
け
て

は
い
ま
す
が
、
ビ

ル
の
谷
間
に
古
い

木
造
の
建
物
が
た
た
ず
み
、
路
地
の
奥
に
手
押
し
ポ
ン
プ
の
井
戸
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
ら
の
情
景
を
描
写
し
た
文
章
や
絵
や
写
真
が
残
っ
て

い
ま
し
た
。

　

あ
る
時
代
を
生
き
た
者
に
と
っ
て
、
忘
れ
ら
れ
な
い
心
の
メ
モ
は
、
誰
で
も
ど
こ
か
に

残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
「
聞
き
書
き
」
や
「
声
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
な
ど

と
し
て
、
保
存
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

な
お
、
住
居
表
示
の
改
正
に
よ
り
、
本
文
に
出
て
き
た
町
名
は
、
現
在
の
も
の
と
は
異

な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
菊
坂
町
と
真
砂
町
は
本
郷
四
丁
目
に
、
森
川
町
は
本
郷
六
丁

目
に
、
弓
町
二
丁
目
は
本
郷
三
丁
目
に
、
そ
し
て
田
町
は
西
片
一
丁
目
に
な
り
ま
し
た
。

▲ 本郷館 ( 現在 )▲ 夢二の絵
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（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

「
文
京
の
あ
ゆ
み
」　　

文
京
区
教
育
委
員
会

「
ぶ
ん
き
ょ
う
の
史
跡
め
ぐ
り
」　　

文
京
区
教
育
委
員
会

「
ぶ
ん
き
ょ
う
の
町
名
由
来
」　　

文
京
区
教
育
委
員
会

「
私
の
文
京
ア
ル
バ
ム
」　　

文
京
区
教
育
委
員
会

「
街
を
綴
る
」　　

熊
田
忠
雄　

自
費
出
版

「
本
郷
界
隈
」　　

司
馬
遼
太
郎　

朝
日
文
庫

▲ 武家屋敷の面影を残す旧真砂町の建物


