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落
合
と
い
う
と
こ
ろ

　

新
宿
区
落
合
の
地
域
は
、
北
側
が
武
蔵
野
台
地
、
南
側
は
妙
正
寺
川
と
神
田
川
が
流

れ
る
低
地
で
、
二
つ
の
川
が
合
流
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

西
武
新
宿
線
が
妙
正
寺
川
に
沿
う
よ
う
に
走
っ
て
い
ま
す
。
旧
西
武
鉄
道
の
前
身
は

川
越
鉄
道
で
あ
り
旧
西
武
鉄
道
時
代

の
昭
和
二
年
に
高
田
馬
場
（
仮
駅
）

～
東
村
山
の
間
で
運
行
を
開
始
し
て

い
ま
す
。
翌
年
現
在
の
西
武
線
高
田

馬
場
駅
が
開
業
を
し
て
い
ま
す
。
武

蔵
野
鉄
道
（
現
在
の
西
武
池
袋
線
）

と
昭
和
二
〇
年
に
合
併
し
現
西
武
鉄

道
と
な
っ
て
い
ま
す
。
下
落
合
の
駅

は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
開
業

し
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
駅
よ
り
東

に
三
〇
〇
ｍ
寄
っ
た
と
こ
ろ
の
氷
川

神
社
前
に
あ
り
ま
し
た
。
現
在
地
に

な
っ
た
の
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）

の
こ
と
で
す
。

目
白
文
化
村

　

目
白
文
化
村
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
奥
多
摩
郡
落
合
村
（
現
在
の
新
宿
区
中

落
合
一
、二
丁
目
の
一
部
と
三
、四
丁
目
の
大
半
、
中
井
二
丁
目
と
中
落
合
の
一
部
）
一

帯
の
区
域
に
ま
た
が
る
郊
外
型
の
住
宅
地
と
し
て
、
箱
根
土
地
（
株
）
の
経
営
者
、
堤

康
次
郎
が
開
発
に
手
を
染
め
ま
し
た
。
大
正
一
一
年(

一
九
二
二)

六
月
に
目
白
不
動

園
（
第
一
文
化
村
）
と
し
て
宅
地
の
販
売
を
開
始
し
、
そ
の
後
、
目
白
文
化
村
と
改

名
を
し
ま
し
た
。
最
後
の
第
五
文
化
村
が
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
分
譲
さ
れ
た

頃
、
多
く
の
著
名
人
達
が
居
住
し
て
い
ま
し
た
。
当
初
か
ら
道
路
の
整
備
は
も
ち
ろ
ん

屋
外
の
電
線
は
地
下
埋
設
式
、
ガ
ス
・
水
道
・
下
水
の
設
置
、
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
・
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
な
ど
が
付
帯
設
備
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
一
〇
年

（
一
九
三
五
）
か
ら
山
手
通
り
の
建
設
、
東
京
大
空
襲
、
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）

の
新
目
白
通
り
の
開
通
に
よ
り
、
現
在
で
は
当
時
の
面
影
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。

目
白
文
化
村
が
で
き
た
頃
の
落
合
の
風
景
あ
れ
こ
れ

　

平
林
た
い
子
が
、
高
見
沢
路
直
（
田
河
水
泡
）
か
ら
紹
介
さ
れ
た
岡
田
龍
夫
を
訪
ね

て
目
白
駅
か
ら
歩
い
た
と
き

の
情
景
を
『
砂
漠
の
花
』
の

な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
ま
す
。

　
『
そ
の
頃
の
落
合
は
、
み
ま

わ
す
限
り
の
野
菜
畑
で
三
井

家
の
墓
所
が
あ
る
高
台
が
林

の
よ
う
に
見
え
た
。
西
武
電

車
も
武
蔵
野
電
車
も
ま
だ
通

っ
て
お
ら
ず
、
西
武
電
車
の

予
定
地
が
買
収
さ
れ
て
、
赤

い
ペ
ン
キ
塗
り
の
杭
の
標
識

が
野
菜
畑
の
間
に
立
っ
て
い

た
。
す
が
す
が
し
い
郊
外
の

な
が
め
を
楽
し
ん
で
三
十
分

も
歩
い
た
こ
ろ
、
大
小
の
石

碑
が
背
を
な
ら
べ
た
墓
が
見

え
て
、
そ
の
前
に
物
置
小
屋

の
よ
う
な
小
屋
が
ぽ
つ
ん
と

　▲　1930 年の地図では落合駅は古いまま

▲　江戸名所図絵　落合惣図
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一
軒
建
っ
て
い
た
。
見
晴
し
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
竹
薮
で
か
こ
ま

れ
た
農
家
が
み
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。』

　

ま
た
、
林
芙
美
子
は
、『
落
合
山
川
日
記
』
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
少
し

長
い
が
引
用
し
て
み
ま
す
。

　
『
私
は
、
和
田
堀
（
わ
だ
ぼ
り
）
の
妙
法
寺
の
森
の
中
の
家
か
ら
、
堰
（
せ
き
）
の

あ
る
落
合
川
（
お
ち
あ
い
が
わ
）
の
そ
ば
の
三
輪
の
家
に
引
越
し
を
し
て
来
た
時
、
は

た
き
を
つ
か
い
な
が
ら
、
此
様
な
う
た
を
思
わ
ず
く
ち
ず
さ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
堰
の
見
え
る
落
合
の
窪
地
に
越
し
て
来
た
の
は
、
尾
崎
翠
（
お
ざ
き
み
ど
り
）
さ
ん

と
い
う
非
常
に
い
い
小
説
を
書
く
女
友
達
が
、「
ず
っ
と
前
、
私
の
居
た
家
が
空
（
あ
）

い
て
い
る
か
ら
来
ま
せ
ん
か
」と
此
様
に
誘
っ
て
く
れ
た
事
に
原
因
し
て
い
た
。
前
の
、

妙
法
寺
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
た
感
じ
で
は
な
く
、
木
口
（
き
ぐ
ち
）
の
い
い
家
で
、
近

所
が
大
変
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
。
二
階
の
障
子
（
し
ょ
う
じ
）
を
開
け
る
と
、
川
添
い

に
合
歓
（
ね
む
）
の
花
が
咲
い
て
い
て
川
の
水
が
遠
く
ま
で
見
え
た
。

　

東
中
野
の
駅
ま
で
は
私
の
足
で
十
五
分
で
あ
り
、
西
武
線
中
井
の
駅
ま
で
は
四
分
位

の
地
点
で
、
こ
こ
も
、
妙
法
寺
の
境
内
（
け
い
だ
い
）
に
居
た
時
の
よ
う
に
、
落
合
の

火
葬
場
の
煙
突
が
す
ぐ
背
後
に
見
え
て
、
雨
の
日
な
ん
ぞ
は
、
き
な
臭
（
く
さ
）
い
人

を
焼
く
匂
（
に
お
）
い
が
流
れ
て
来
た
。

　

そ
の
頃
、
一
帖
（
い
ち
じ
ょ
う
）
七
銭
の
原
稿
用
紙
を
買
い
に
、
中
井
の
駅
の
そ
ば

の
文
房
具
屋
ま
で
行
く
の
に
、
お
い
は
ぎ
が
出
る
と
云
う
横
丁
（
よ
こ
ち
ょ
う
）
を
走

っ
て
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
夜
な
ど
、
何
か
書
き
か
け
て
い
て
も
、
原
稿
用

紙
が
な
く
な
る
と
、
我
慢
し
て
眠
っ
て
し
ま
う
。
ほ
ん
の
一
、二
町
（
ち
ょ
う
）
の
暗

が
り
の
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
墓
地
が
あ
っ
た
り
、
掘
り
返
し
た
赤
土
の
な
か
か

ら
昔
の
人
骨
が
出
て
来
た
な
ど
と
云
う
風
評
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
時
々
お
い
は
ぎ
が
出

る
と
聞
く
と
、
な
か
な
か
こ
の
暗
が
り
横
町
は
気
味
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃

は
ま
だ
手
紙
を
出
す
の
に
東
京
市
外
上
落
合
（
か
み
お
ち
あ
い
）
と
書
い
て
い
た
頃
で
、

私
の
と
こ
ろ
は
窪
地
に
あ
り
な
が
ら
字
上
落
合
三
輪
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
上
落
合
か

ら
目
白
寄
り
の
丘
の
上
が
、
お
か

し
い
こ
と
に
下
落
合
と
云
っ
て
、

文
化
住
宅
が
沢
山
並
ん
で
い
た
。

こ
の
下
落
合
と
上
落
合
の
間
を
、

落
合
川
が
流
れ
て
い
る
の
だ
が
、

（
本
当
は
妙
正
寺
川
と
云
う
の
か

も
知
れ
ぬ
）
こ
の
川
添
い
に
は
ま

る
で
並
木
の
よ
う
に
合
歓
の
木
が

多
い
。五
月
頃
に
な
る
と
、呆（
ぼ
）

ん
や
り
し
た
薄
紅
の
花
が
房
々
と
咲
い
て
、
色
々
な
小
鳥
が
、
堰
の
横
の
小
さ
い
島
に

な
っ
た
土
の
上
に
飛
ん
で
来
る
。

　

ま
ず
引
越
し
を
し
て
来
る
と
、
庭
の
雑
草
を
む
し
り
、
垣
根
を
と
り
払
っ
て
鳳
仙
花

（
ほ
う
せ
ん
か
）
や
雁
来
紅
（
が
ん
ら
い
こ
う
）
な
ど
を
植
え
た
。
庭
が
川
で
つ
き
て

し
ま
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
榎
（
え
の
き
）
が
あ
る
の
で
、
そ
の
下
が
薄
い
日
蔭
に
な
り

な
か
な
か
趣
が
あ
っ
た
。
私
は
障
子
を
張
る
の
が
下
手
な
の
で
、
十
六
枚
の
障
子
を
全

部
尾
崎
女
史
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
、
私
は
大
き
な
声
で
、
自
分
の
作
品
を
尾
崎
女
史

に
読
ん
で
聞
い
て
貰
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
尾
崎
さ
ん
は
鳥
取
の
産
で
、
海
国
的
な

寂
し
い
声
を
出
す
人
で
あ
っ
た
。
私
よ
り
十
年
も
の
先
輩
で
、
三
輪
の
家
か
ら
目
と
鼻

の
と
こ
ろ
に
、
草
原
の
見
え
る
二
階
を
借
り
て
つ
つ
ま
し
く
一
人
で
住
ん
で
い
た
。
こ

の
尾
崎
女
史
は
、
誰
よ
り
も
早
く
私
の
書
く
も
の
を
愛
し
て
く
れ
て
、
私
の
詩
な
ど
を

時
々
暗
誦
（
あ
ん
し
ょ
う
）
し
て
く
れ
て
は
、心
を
熱
く
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

妙
法
寺
に
住
ん
で
い
た
頃
、
や
っ
と
ど
う
や
ら
私
の
原
稿
が
売
れ
出
し
て
来
て
い
た
の

だ
が
、
こ
の
家
へ
越
し
て
一
ヶ
月
す
る
と
、
私
は
放
浪
記
を
出
版
す
る
事
に
な
っ
た
。

原
稿
が
売
れ
る
と
云
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
国
へ
ま
で
送
金
ど
こ
ろ
か
、
自
分
た
ち
の
口

が
時
々
干
上
（
ひ
あ
が
）
る
の
が
多
く
て
、
私
は
そ
の
日
も
勤
め
口
を
探
し
て
足
を
つ

っ
ぱ
ら
し
て
帰
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
玄
関
の
三
和
土
（
た
た
き
）
の
濡
れ
た
上
へ
速
達

が
落
ち
て
い
た
の
を
、め
っ
た
に
な
い
事
だ
と
胸
を
ド
キ
ド
キ
さ
せ
て
読
ん
で
行
く
と
、

「
放
浪
記
出
版
」
と
云
う
通
知
な
の
で
あ
っ
た
。
暫
（
し
ば
ら
）
く
は
私
は
眼
が
く
ら

く
ら
し
て
台
所
で
水
を
ご
く
ご
く
飲
ん
だ
も
の
だ
。
嘘
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
誰
か
が ▲　林芙美子（昭和九年）
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悪
戯
（
い
た
ず
ら
）
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
七
、八
年
と
云
う
長
い
間
、
私
の
原

稿
な
ど
は
満
足
に
発
表
さ
れ
た
事
な
ん
ぞ
な
か
っ
た
の
だ
。
原
稿
を
持
っ
て
雑
誌
社
へ

行
っ
て
、
電
車
賃
も
な
い
の
で
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
帰
っ
て
来
る
と
、
時
に
、
持
っ
て
行

っ
た
原
稿
の
方
が
さ
き
ま
わ
り
し
て
速
達
で
帰
っ
て
い
る
事
が
あ
っ
た
。』

　

こ
の
と
き
住
ん
で
い
た
三
輪
の
家
は
川
の
改
修
工
事
で
今
は
川
の
中
と
な
っ
て
い
ま

す
。

若
山
牧
水
は
、
違
う
地
点
か
ら
落
合
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　
『
そ
し
て
目
白
橋
を
渡
つ
て
、
左
折
、
近
衞
公
の
お
邸
に
行
き
當
つ
て
右

折
、
一
二
町
も
ゆ
く
と
と
ろ
ゝ
ゝ
と
し
た
下
り
坂
に
な
つ
た
其
處
の
窪
地

全
體
が
落
合
遊
園
地
と
い
ふ
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
こ
そ
誰
も
知
ら

な
い
遊
園
地
で
、
窪
地
の
四
方
を
ば
柔
か
な
雜
木
林
が
と
り
圍
み
、
中
に

は
小
さ
な
池
が
あ
り
、
池
の
中
の
築
山
に
は
東
屋
な
ど
も
出
來
て
ゐ
た
。 

　

ま
た
、
遊
園
地
に
入
ら
ず
に
そ
の
入
口
の
處
か
ら
左
に
折
れ
て
ゆ
く
下
り
坂
が

あ
つ
た
。
其
處
も
ほ
そ
長
い
窪
地
に
な
つ
て
ゐ
て
、
い
ろ
ゝ
ゝ
な
雜
木
の
な
か
に

二
三
本
の
朴
の
木
が
立
ち
混
り
、
夏
の
初
め
な
ど
あ
の
大
き
な
白
い
花
が
葉
が
く

れ
に
匂
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
降
り
き
つ
た
右
手
の
所
に
、
藤
の
古
木
が
あ
る

の
で
藤
稻
荷
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
稻
荷
の
祠
が
あ
つ
た
。（
今
で
も
こ
れ
は
あ
る
だ
ら

う
。）　

そ
の
境
内
も
一
寸
し
た
高
み
に
な
つ
て
ゐ
た
。
其
處
か
ら
丘
づ
た
ひ
に
左
は

林
右
は
畑
と
い
ふ
處
を
歩
い
た
の
も
い
ゝ
氣
持
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
此
處
の
丘
に
は

こ
の
邊
に
珍
し
い
松
の
木
立
が
あ
つ
た
。
ほ
ん
の
ば
ら
ば
ら
と
し
た
小
さ
な
も
の
で

あ
つ
た
が
、
東
京
の
北
か
ら
東
に
か
け
て
の
郊
外
で
は
全
く
珍
し
い
も
の
で
あ
つ

た
。
今
は
稻
荷
の
側
か
ら
か
け
て
幾
軒
か
の
大
き
な
別
莊
に
な
つ
て
ゐ
た
と
お
も
ふ
。 

　

そ
の
丘
を
降
り
た
所
に
氷
川
神
社
と
い
ふ
が
あ
り
、
神
社
の
境
内
に
小
さ
な
茶
店
な

ど
の
出
て
ゐ
る
事
も
あ
つ
た
。
も
う
少
し
歩
か
う
と
そ
の
ま
ゝ
丘
に
添
う
て
西
北
へ
ゆ

く
（
青
空
文
庫　

樹
木
と
そ
の
葉
二
九 

東
京
の
郊
外
を
想
ふ　

参
照
）。』

夏
目
漱
石
は
『
三
四
郎
』
の
中
で
次
の
様
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
『
三
四
郎
は
新
井
（
あ
ら
い
）
の
薬
師
（
や
く
し
）
ま
で
も
行
っ
た
。
新
井
の
薬
師

の
帰
り
に
、
大
久
保
へ
出
て
野
々
宮
君
の
家
へ
回
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
落
合
（
お
ち
あ

い
）
の
火
葬
場
（
や
き
ば
）
の
辺
で
道
を
間
違
え
て
、高
田
（
た
か
た
）
へ
出
た
の
で
、

目
白（
め
じ
ろ
）か
ら
汽
車
へ
乗
っ
て
帰
っ
た
。
汽
車
の
中
で
み
や
げ
に
買
っ
た
栗（
く

り
）
を
一
人
で
さ
ん
ざ
ん
食
っ
た
。
そ
の
余
り
は
あ
く
る
日
与
次
郎
が
来
て
、
み
ん
な

平
ら
げ
た
。（
三
四
郎
よ
り
青
空
文
庫
参
照
）』

　

昔
の
落
合
の
様
子
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
三
四
郎
が
歩
い
た
コ
ー
ス
（
明
治
四
一
年
頃
）
を
た
ど
り
、
牧
水
が
散
歩

し
た
コ
ー
ス
（
明
治
四
〇
年
頃
）
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。

新
井
薬
師

　

新
井
薬
師
は
、
梅
照
院
と
い
う
お

寺
の
ご
本
尊
で
、
相
模
の
国
の
僧
行

春
（
ぎ
ょ
う
し
ゅ
ん
）
が
、
新
井
の

里
で
真
言
密
教
の
草
庵
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
と
感
じ
築
き
、
そ
こ
に
あ
っ

た
梅
の
古
木
か
ら
鎌
倉
時
代
に
新
田

家
か
ら
忽
然
と
消
え
去
っ
た
ご
本
尊

が
見
つ
か
り
御
堂
を
建
立
し
た
の
が

始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
梅
照
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

　

こ
こ
に
新
井
の
五
叉
路
と
い
う
交

差
点
が
あ
り
ま
す
。
五
叉
路
は
高
円

寺
方
向
か
ら
来
る
道
が
荒
玉
水
道
で

哲
学
道
か
ら
野
方
方
向
に
道
が
延
び
て
い
ま
す
。

荒
玉
水
道

　

地
図
を
見
て
い
る
と
、
砧
浄
水
場
か
ら
真
直
ぐ
の
道
が
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ち
な
み
に
追
い
か
け
て
み
る
と
堀
之
内
ま
で
一
直
線
で
す
。
荒
玉
水
道
道
路
で

▲　新井薬師参道
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す
。
そ
の
先
は
真
直
ぐ
な
道
は
あ
り
ま
せ
ん
が
新
井
の
五
差
路
に
突
き
当
た
り
、
中
野

通
り
を
進
む
と
新
井
薬
師
を
右
に
見
て
、
哲
学
堂
の
脇
を
通
り
野
方
配
水
塔
に
た
ど
り

着
き
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
真
直
ぐ
に
進
む
と
南
長
崎
六
丁
目
を
経
て
大
谷
口
配
水

塔
に
着
き
ま
す
。

　

荒
玉
水
道
道
路
は
「
杉
並
南
出
張
所
界
隈
」
の
と
き
に
一
度
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、

も
う
一
度
お
さ
ら
い
を
し
て
み
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
後
、
人
々
が
都
心
か
ら
周
辺
の
郡
部
に
住
居
を
求
め
た
こ
と
に
よ
り
、

急
激
な
人
口
増
が
お
き
て
、
町
村
で
水
道
開
設
の
要
望
が
あ
り
、
町
営
や
会
社
に
よ
る

水
道
事
業
が
府
下
で
一
三
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
多
摩
川
を
水
源
と
し
た
玉
川
水
道
株
式
会
社
（
品
川
町
、
大

森
町
、蒲
田
町
な
ど
一
四
町
村
）、渋
谷
町
水
道
（
渋
谷
町
）、荒
玉
水
道
町
村
組
合
（
王

子
町
、
巣
鴨
町
、
板
橋
町
、
落
合
町
、
野
方
町
、
杉
並
町
な
ど
一
三
町
村
）、
江
戸
川

を
水
源
と
す
る
江
戸
川
上
水
町
村
組
合
（
隅
田
町
、
寺
島
町
、
砂
町
、
南
千
住
町
、
亀

戸
町
、
尾
久
町
な
ど
一
二
町
村
）
が
存
在
し
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
は
、
牛
乳
の
普
及
が
進
ん
で
郊
外
に
多
く
の
牧
場
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
豊

島
区
や
新
宿
区
も
多
く
の
牧
場
が
あ
り
ま
し
た
。
荒
玉
水
道
で
落
合
町
に
給
水
さ
れ

た
の
は
、
長
崎
町
字
五
郎
窪
四
二
六
四
番
地(

現
・
南
長
崎
六
丁
目)

に
あ
っ
た
籾
山

牧
場
の
前
へ
、
第
七
幹
線
と
呼
ば
れ
た
枝
管
が
埋
設
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。
野
方
配
水
塔
が
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
で
き
て
か
ら
は
落
合
の
一
般

家
庭
に
も
水
圧
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
給
水
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭

和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
に
は
こ
の
配
水
塔

も
使
用
停
止
し
、
現
在
は
中
野
区
の
平
和
史

跡
と
な
り
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
に

は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

ち
な
み
に
、
大
谷
口
配
水
塔
は
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
に
竣
工
し
て
お
り
、
王
子
・
滝

野
川
方
面
の
製
紙
工
場
へ
の
給
水
を
主
と
し

て
運
用
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
七

年
（
一
九
七
二
）
に
停
止
し
、
こ
ち
ら
は
平
成

一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
取
り
壊
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
水
道
局
は
、
平
成
二
三
年

三
月
か
ら
大
谷
口
給
水
所
を
整
備
し
て
運
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
管
を
敷
設
し
た
所
は
荒
玉
水
道
道
路
と
し
て
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
世

田
谷
区
喜
多
見
か
ら
杉
並
区
梅
里
ま
で
歩
行
者
専
用
道
路
と
な
り
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
制
限
が
あ
り
ま
す
が
車
道
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら

で
す
。

い
ざ
出
発

　

新
井
薬
師
参
道
を
出
て
上
高

田
本
通
を
進
む
と
上
高
田
中
通

に
で
ま
す
。
上
高
田
中
通
を
進

ん
で
行
く
と
中
野
史
跡
め
ぐ
り

と
い
う
案
内
が
あ
り
、「
た
き

び
の
歌
発
祥
の
地
」
と
書
い
て

あ
り
、
矢
印
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
一
六
年
に
発
表
さ
れ
、
昭
和

二
四
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
番

組
「
歌
の
お
ば
さ
ん
」
で
安
西

愛
子
ら
が
歌
い
広
ま
っ
た
童
謡

で
、
作
詞
は
巽
聖
歌
、
作
曲
は

渡
辺
茂
で
す
。
こ
の
案
内
の
近

く
に
当
時
の
風
景
を
彷
彿
さ
れ

る
場
所
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

道
を
進
ん
で
い
く
と
。
左
か

ら
来
る
道
と
合
流
し
た
と
こ
ろ

に
万
昌
院
功
運
寺
が
あ
り
ま

す
。
吉
良
上
野
介
の
墓
所
と
林

芙
美
子
の
墓
所
も
あ
り
ま
し

た
。
寺
院
の
前
を
進
む
と
二
股

▲　野方配水塔

▲　分かれ道
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に
別
れ
ま
す
。
右
に
行
く
と
東
中
野
方
面
、
左
に
い
く
と
焼
き
場
（
落
合
斎
場
）
に
な

り
ま
す
。
今
は
右
の
道
は
広
く
な
っ
て
い
ま
す
が
当
時
は
周
り
に
何
も
無
く
同
じ
よ
う

な
道
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

落
合
斎
場

　

現
在
の
日
本
に
お
け
る
火
葬
率
は
九
九
％
以
上
と
世
界
の
中
で
比
べ
て
も
火
葬
率
が

高
い
国
だ
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
初
期
に
各
寺
院
の
境
内
で
荼
毘
所
や
火
屋
を
し
つ
ら

え
て
行
っ
て
い
っ
た
の
が
始
ま
り
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
臭
気
等
の
問
題
も
あ
り
郊
外

に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
江
戸
五
三
昧
と
称
さ
れ
て
、
小
塚
原
・
千
駄
木
・
桐

ヶ
谷
・
渋
谷
・
炮
録
新
田
に
火
葬
場
が
で
き
ま
し
た
。
三
昧
と
は
火
葬
場
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

幕
末
に
は
、
小
塚
原
に
加
え
て
深
川
霊
巌
寺
・
砂
村
新
田
極
楽
寺
・
芝
増
上
寺
今
里

村
下
屋
敷
・
代
々
木
村
狼
谷
・
上

落
合
村
法
界
寺
・
桐
ヶ
谷
村
霊
源

寺
の
七
カ
所
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
六
年
江
戸
市
中
（
朱
引
き

内
）
の
火
葬
と
埋
葬
の
禁
止
令
を

だ
し
ま
し
た
が
、
明
治
八
年
に
は

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
火

葬
場
は
深
川
と
芝
は
許
可
が
下
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

明
治
二
〇
年
の
「
火
葬
場
取
締

規
則
」が
で
き
、小
塚
原
は
町
屋
に
、

砂
村
は
荻
新
田
に
移
り
新
た
に
日

暮
里
と
亀
戸
に
設
置
す
る
許
可
が

下
り
ま
し
た
。
日
暮
里
と
亀
戸
は

「
東
京
博
善
」
と
い
う
会
社
が
運
営

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
火
葬
場
設
置
の
反
対
運
動
が

起
こ
り
、
日
暮
里
と
亀
戸
は
町
屋
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
既
に
町
屋
に

は
小
塚
原
か
ら
移
動
し
て
い
た
町
屋
火
葬
場
が
あ
っ
た
の
で
敷
地
を
倍
増
し
そ
こ
に
日

暮
里
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
入
口
が
二
カ
所
あ
る
の
は
こ
の
た
め

で
す
。

　
「
東
京
博
善
」
は
こ
の
間
に
落
合
と
代
々
木
を
買
収
し
業
務
拡
大
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
は
「
東
京
博
善
」
は
こ
こ
落
合
斎
場
を
含
め
町
屋
・
代
々
木(

代
々
幡)

・

四
ツ
木
・
桐
ヶ
谷
・
堀
ノ
内
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

林
芙
美
子
は
こ
こ
の
匂
い
の
こ
と
を
書
い
て
お
り
、
引
っ
越
す
前
に
住
ん
で
い
た
堀

之
内
も
そ
ば
に
焼
き
場
が
あ
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

落
合
斎
場
の
前
で
ま
た
二
つ
に
わ
か
れ
、
左
に
行
く
と
最
勝
寺
の
前
を
通
り
山
手
通

り
を
渡
り
、
進
ん
で
い
く
と
落
合
第
二
小
学
校
の
前
に
出
ま
す
。
道
な
り
に
進
む
と
光

徳
寺
の
前
に
出
て
落
合
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
正
門
前
に
で
ま
す
が
今
回
は
寄
り
道
を
し

ま
し
た
。

月
見
岡
八
幡
神
社

　

月
見
岡
八
幡
神
社
は
旧
上
落
合
村

の
鎮
守
社
で
、
境
内
が
昭
和
三
六
年

に
落
合
処
理
場
の
建
設
予
定
地
に
組

み
込
ま
れ
た
た
め
、
近
隣
の
公
園
と

社
地
を
交
換
し
現
在
地
と
な
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
は
、
区
指
定
の
文
化
財

が
多
数
あ
る
そ
う
で
す
。（
新
宿
観
光

振
興
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

落
合
水
再
生
セ
ン
タ
ー

　

大
正
六
年
に
東
京
護
謨
株
式
会
社

と
し
て
設
立
さ
れ
落
合
の
地
に
昭
和

▲　落合斎場

▲　月見岡神社
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五
年
に
移
転
し
、
西
武
ゴ
ム
、
西
武
ポ
リ
マ

化
成
と
名
前
を
変
え
て
い
っ
た
会
社
の
跡
地

と
、
一
部
は
関
東
重
工
業
の
ち
の
フ
タ
バ
産

業
の
跡
地
に
、
落
合
水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
当

時
は
落
合
処
理
場
）
は
昭
和
三
九
年
に
開
設

し
ま
し
た
。
開
設
当
時
は
珍
し
い
覆
葢
さ
れ

た
近
代
的
な
水
再
生
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
ま
し

た
。
上
部
に
は
運
動
公
園
が
開
設
さ
れ
新
宿

と
い
う
町
中
に
あ
り
モ
ダ
ン
な
感
じ
が
し
ま

し
た
。

　

三
四
郎
の
頃
は
ま
だ
西
武
線
は
通
っ
て
い

ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
ま
ま
進
む
と
氷
川
神
社

に
で
て
お
と
め
や
ま
公
園
の
わ
き
を
通
り
、

学
習
院
下
あ
た
り
で
目
白
駅
（
当
時
は
高
田
馬
場
駅
（
明
治
四
三
年
開
業
）
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
）
に
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

薬
王
院

　

東
長
谷
寺
薬
王
院
は
昭
和
四
一
年
に
総

本
山
の
長
谷
寺
よ
り
一
〇
〇
株
の
ボ
タ
ン

を
拝
受
し
、
今
で
は
四
〇
種
一
〇
〇
〇
株

の
ボ
タ
ン
が
あ
り
、
四
月
中
旬
と
も
な
る

と
艶
や
か
な
ボ
タ
ン
の
花
が
咲
き
ほ
こ
ろ

び
ま
す
。
私
が
落
合
に
住
ん
で
い
た
昭
和

五
〇
年
ご
ろ
一
度
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

と
て
も
綺
麗
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま

す
。

氷
川
神
社

　

由
緒
で
は

か
な
り
古
く

か
ら
あ
る
よ

う
で
す
。
新

目
白
通
り
が

で
き
る
ま
で

は
境
内
も
広

か
っ
た
よ
う

で
す
が
、
今

は
そ
れ
ほ
ど

で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

お
と
め
山
公
園

　

江
戸
時
代
は
将
軍
家
の
狩
猟
地
で
一
般
の
人
は
立
ち
入
り
禁
止
と
い
う
こ
と
で
御
留

山
と
い
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。明
治
に
な
り
近
衛
家
が
こ
の
辺
り
を
買
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
西
側
を
相
馬
家
に
譲
渡
し
、
東
側
を
近
衛
家
が
所
有
し
ま
し
た
。
相
馬
家
は
林

泉
園
と
い
う
庭
園
を
構
築

し
ま
し
た
。
近
衛
家
は
大
正

時
代
に
住
宅
地
と
し
て
分

譲
し
ま
し
た
。
相
馬
家
の
土

地
は
終
戦
後
、
大
蔵
省
が
所

有
し
て
い
ま
し
た
が
、
荒
れ

放
題
の
こ
の
地
を
公
務
員

宿
舎
に
す
る
話
が
で
ま
し

た
。
地
元
の
人
々
が
陳
情
す

る
こ
と
で
昭
和
四
四
年
に

新
宿
区
立
の
お
と
め
山
公

▲　落合水再生センター正門
▲　薬王院

▲　江戸名所図会　氷川神社　▼　現在の氷川神社

▲　おとめ山のせせらぎ
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園
と
し
て
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
部
公
務
員
宿
舎
に
な
っ
て
い
ま
し

た
が
最
近
に
な
り
宿
舎
の
廃
止
に
伴
い
、
そ
の
土
地
を
譲
り
受
け
て
公
園
と
し
て
整
備

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
二
年
前
か
ら
は
蛍
も
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私

が
昭
和
五
〇
年
頃
、
落
合
に
住
ん
で
い
た
時
は
、
小
さ
な
滝
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
い
ま
す
が
今
で
も
健
在
な
の
で
し
ょ
う
か
。

東
山
藤
稲
荷
神
社

　

近
く
ま
で
行
く
と
狐
で
は
な
く
猫
が

多
く
、
私
た
ち
の
前
を
猫
が
先
導
し
て

く
れ
ま
し
た
。
さ
す
が
に
鳥
居
を
過
ぎ

て
後
を
つ
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
気
に
障

っ
た
の
か
「
フ
ー
」
と
い
い
っ
て
脇
に

そ
れ
て
行
き
ま
し
た
。
若
山
牧
水
の
頃

は
現
在
地
よ
り
下
に
も
う
少
し
大
き
く

あ
っ
た
よ
う
で
、
新
宿
区
の
文
化
財
よ

る
と
、
も
と
は
現
在
地
の
坂
下
（
下
落

合
二—

一
〇—

七
付
近
）
に
あ
っ
た
が
、

第
二
次
大
戦
で
焼
失
し
、
昭
和
二
八
年

現
在
地
へ
移
転
し
た
。「
江
戸
名
所
図
会
」

に
は 

旧
社
地
で
の
様
子
が
図
示
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
堂
舎
も
い
く
つ

か
あ
り
、
か
な
り
の
神
社
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
藤
の
大
木
が

あ
っ
た
た
め
社
名
の
由
来
と
な
っ
た
。

境
内
に
は
文
化
一
五
年
（
一
八
一
八
）

に
奉
納
の
神
狐
一
対
と
、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）と
天
保
九
年（
一
八
三
八
）

に
奉
納
さ
れ
た
二
つ
の
水
鉢
が
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

水
琴
窟

　

目
白
駅
の
す
ぐ
西
側
に
旧
近
衛
邸

が
あ
り
ま
し
た
。
壮
大
な
土
地
で
あ

り
、
全
記
述
の
よ
う
に
御
留
山
公
園

も
そ
の
一
部
で
し
た
。
大
正
一
一
年

に
は
近
衛
町
と
し
て
東
京
土
地
住
宅

が
売
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
一
三

年
に
建
て
ら
れ
た
藤
田
邸
（
旧　

鈴

木
邸
）
は
場
所
が
わ
か
ら
ず
、
近
衛

邸
の
車
回
し
で
あ
っ
た
近
衛
け
や
き

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
近
く
に
あ
っ
た
下

落
合
三
丁
目
駐
在
所
で
聞
い
た
と
こ
ろ
親

切
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
駐
在
所

の
方
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
近
衛
邸
の
玄
関

に
あ
た
る
場
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

藤
田
邸
は
、
現
在
喫
茶
店
「
花
想
容
」

を
営
ん
で
い
る
の
で
お
茶
を
楽
し
み
な
が

ら
水
琴
窟
を
見
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、

着
物
の
着
付
け
教
室
開
催
で
貸
切
り
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
お
茶
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
無
理
を
言
っ
て
水
琴
窟
を
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
主
人
が
言
う
に

は
雨
が
降
る
と
今
で
も
綺
麗
な
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
水
琴
窟
は
、
服
部
政
吉
建
築
土
木
事
務
所
の
庭
園
に
あ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

小
松
）

▲　元近衛邸の馬廻りのケヤキ▲　花想容 ( 藤田邸）の水琴窟

▲　現在の藤森稲荷神社 ▲　江戸名所図絵　藤森稲荷神社
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落
合
道
人
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

取
材
後
記

二
つ
の
文
士
村

　

取
材
を
進
め
て
い
る
内
に
林
芙
美
子
は
二
つ
の
文
士
村
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
一
つ
は
林
芙
美
子
が
終
の
棲
家
と
し
て
過
ご
し
た
落
合
文
士
村
で
、
も
う
一

つ
が
田
端
文
士
村
で
す
。

　

Ｊ
Ｒ
田
端
駅
北
口
を
出
る
と
道
路
の
向
か
い
側
に
田
端

文
士
村
記
念
館
が
見
え
ま
す
。
田
端
で
暮
ら
し
た
著
名
人

を
紹
介
し
て
二
〇
年
が
過
ぎ
、
開
設
二
〇
年
記
念
誌
を
二

年
前
に
発
行
し
て
い
ま
す
。
記
念
誌
の
中
で
、
田
端
地
域

は
明
治
二
二
年
に
東
京
美
術
学
校
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
以

降
数
多
く
の
芸
術
家
、
文
芸
家
ら
が
住
み
、
主
な
人
だ
け

で
も
七
〇
名
余
り
を
数
え
ま
す
。
文
士
村
と
い
わ
れ
る
所

以
で
す
。

　

大
正
三
年
に
芥
川
龍
之
介
が
こ
の
地
に
住
み
着
く
と
龍

之
介
を
慕
っ
て
、
五
年
後
に
は
室
生
犀
星
・
萩
原
朔
太
郎

な
ど
次
々
と
小
説
家
ら
が
住
ん
で
い
き
ま
す
。
林
芙
美
子

は
大
正
一
三
年
四
月
か
ら
三
ヶ
月
間
田
端
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

文
豪
ゆ
か
り
の
食
事

　

田
端
文
士
村
附
近
に
は
、
都
立
駒
込
病
院
が
あ
り

ま
す
。
明
治
一
二
年
に
当
時
の
内
務
省
よ
り
駒
込
避

病
院
と
し
て
開
設
さ
れ
、
明
治
三
〇
年
に
東
京
市
に

移
管
さ
れ
伝
染
病
院
と
な
っ
て
い
ま
す
。
開
設
当
時

の
事
務
局
長
が
芥
川
龍
之
介
の
養
父
で
あ
り
そ
の
関

係
で
龍
之
介
が
田
端
に
住
ん
だ
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
事

実
の
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
化
学
に
携
わ
る
者

が
が
よ
く
使
う
駒
込
ピ
ペ
ッ
ト
は
駒

込
病
院
長
で
あ
っ
た
二
木
謙
三
氏
が

考
案
し
使
用
し
た
こ
と
か
ら
名
前
が

つ
い
た
よ
う
で
す
。

　

駒
込
病
院
の
栄
養
科
で
は
、
患
者

さ
ん
が
少
し
で
も
食
事
を
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
田
端
や
文
京

地
区
に
住
ん
で
い
た
文
芸
家
た
ち
ゆ

か
り
の
食
事
を
病
院
食
と
し
て
ア
レ

ン
ジ
し
て
提
供
し
て
い
ま
す
。
芥
川

龍
之
介
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
な
ど
数

多
く
の
文
人
た
ち
の
好
ん
で
食
べ
た

と
言
わ
れ
る
食
事
の
レ
シ
ピ
も
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
度
病
院
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ち

な
み
に
林
芙
美
子
は
う
な
ぎ
の
蒲
焼
と
野

菜
の
酢
の
物
を
合
わ
せ
た
「
鰻
ざ
く
」
で

し
た
。

林
芙
美
子
記
念
館

　

落
合
は
坂
の
多
い
町
で
す
。
こ
の
辺
り

は
川
か
ら
高
台
に
沿
っ
て
ハ
ケ
（
崖
線
）

が
連
な
り
、
坂
も
急
で
一
の
坂
か
ら
八
の

坂
ま
で
あ
り
、
林
芙
美
子
記
念
館
は
四
の

坂
に
沿
っ
て
い
ま
す
。

▲　林芙美子記念館　林邸の玄関

▲　芥川龍之介

▲　田端文士村の案内図

▲　田端文士村記念館
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林
芙
美
子
は
「
放
浪
記
」
が

落
合
に
住
み
始
め
た
昭
和
五

年
ご
ろ
か
ら
売
れ
始
め
、
昭
和

一
四
年
に
現
在
の
記
念
館
の
あ

る
場
所
に
五
〇
〇
坪
程
の
土
地

を
買
い
求
め
ま
し
た
。
家
を
建

て
る
に
あ
た
り
設
計
者
を
連
れ

て
京
都
な
ど
の
民
家
を
見
学
し

て
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

大
き
な
家
を
建
て
る
予
定
で
し

た
が
、
そ
の
当
時
は
建
坪
制
限

（
三
〇
坪
程
）
が
あ
っ
た
た
め
、

自
分
名
義
と
画
家
で
あ
る
夫
名

義
の
家
を
建
て
そ
の
間
を
あ
と

か
ら
渡
り
廊
下
で
つ
な
ぎ
ま
し

た
。
家
族
の
生
活
を
大
事
に
し
、

生
活
ス
ペ
ー
ス
は
お
金
を
か
け
て

造
作
し
ま
し
た
が
、
客
間
な
ど
は

簡
単
な
作
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ト
イ
レ
は
当
時
か
ら
水
洗
化
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
、
案
内
を
し
て

い
た
方
に
廃
水
の
行
き
先
を
聞
い

た
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
の

回
答
で
し
た
。

　

芙
美
子
は
料
理
が
好
き
で
、
今

で
い
う
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
よ

う
な
台
所
で
料
理
を
作
っ
て
い
た

そ
う
で
、
当
時
は
ま
だ
珍
し
い
電

気
冷
蔵
庫
（
日
本
製
）
を
使
っ
て

い
ま
し
た
。
国
産
電
気
冷
蔵
庫
は

▲　林邸を庭から望む

▲　林芙美子がこだわった台所
▲　落合文士村案内図

昭
和
五
年
の
芝
浦
製
作
所
が
最
初
の
よ
う
で
す
。

倉
庫
に
は
氷
の
冷
蔵
庫
も
あ
り
ま
し
た
。
お
手
伝

い
さ
ん
の
部
屋
は
三
畳
ほ
ど
で
、
二
段
ベ
ッ
ド
を

造
り
つ
け
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
時
の
寝
台

車
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
言
わ
れ
機
能
的
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

芙
美
子
は
養
子
を
も
ら
い
、
泰
（
や
す
し
）
と

名
付
け
可
愛
が
り
、
外
国
か
ら
ピ
ア
ノ
を
購
入
し

た
り
、
後
に
裏
山
を
五
〇
〇
坪
ほ
ど
買
い
足
し
、

バ
ラ
園
の
ほ
か
に
泰
の
た
め
に
プ
ー
ル
も
作
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
泰
は
二
〇
歳
ご
ろ
交
通
事
故
で

こ
の
世
を
去
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

バ
ラ
園
の
バ
ラ
を
近
く
に
住
ん
で
い
た
画
家
の
刑
部
人
（
お
さ
か
べ　

じ
ん
）
が
油
絵

に
書
い
て
お
り
、
刑
部
人
は
林
芙
美
子
が
持
参
し
た
バ
ラ
し
か
油
絵
に
描
か
な
か
っ
た
と

か
？
現
在
は
そ
の
バ
ラ
園
も
無
く
、
土
地
も
売
ら
れ
て
い
ま
す
。


