
呉
服
屋
、
菓
子
屋
、
雑
貨
屋
、
荒
物
屋
、
理
髪
店
、
豆
腐
屋
、
酒
店
な
ど
、

地
の
人
の
生
活
必
需
品
は
ほ
ぼ
こ
こ
で
足
り
る
。
村
役
場
、
郵
便
局
、
駐
在

所
、
登
記
所
が
街
道
の
ぼ
ぼ
中
ほ
ど
に
あ
り
、
町
の
南
端
れ
に
小
学
校
が
あ

り
、
北
の
端
れ
の
吉
田
を
貫
い
て
《
寺
道
が
、
二
町
許
り
を
真
直
に
、
宝
徳

寺
の
門
》
が
あ
る
。
明
治
二
○
年
春
、
新
住
職
と
し
て
三
里
山
里
の
常
光
寺

か
ら
移
住
し
て
き
た
石
川
一
禎
は
、
妻
、
一
二
歳
と
一
○
歳
の
二
人
の
娘
、

と
ほ
り

ふ
な
た

《
通
行
少
き
青
森
街
道
を
、
盛
岡
か
ら
北
へ
五
里
、
北
上
川
に
架
け
た
船
綱

橋
と
い
ふ
を
渡
っ
て
六
七
町
も
行
く
と
、
若
松
の
並
木
が
途
絶
え
て
見

す
ぼ
ら
し
い
田
舎
町
に
入
る
。
両
側
百
戸
足
ら
ず
の
家
並
の
、
＋
が
九

ま
で
は
古
い
茅
葺
勝
で
、
屋
根
の
上
に
は
百
合
や
萱
草
や
桔
梗
が
生
え

た
、
昔
の
道
中
記
に
あ
る
渋
民
の
宿
場
の
跡
が
こ
れ
で
、
村
人
は
た
ヌ

町
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
》

Ｓ
ｌ
村
物
語

啄
木
の
出
現
し
た
場
所

啄
木
の
出
現
し
た
場
所

先
の
渋
民
村
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
啄
木
の
生
前
唯
一
の
新
聞
連
載
小
説
「
鳥

影
」
（
明
卿
．
Ⅱ
～
同
、
、
東
京
毎
日
新
聞
）
に
あ
る
。

小
川
静
子
は
、
兄
の
信
吾
が
大
学
の
夏
期
休
暇
で
帰
省
す
る
と
い
う
の
で
、

妹
と
下
男
を
伴
れ
て
好
摩
の
停
車
場
ま
で
迎
え
に
出
た
。
《
も
と
も
と
鋤
一

つ
入
れ
た
こ
と
の
な
い
荒
地
の
中
に
建
て
ら
れ
た
、
小
さ
い
三
等
駅
だ
か
ら
、

乗
降
の
客
と
言
っ
て
も
日
に
二
十
人
が
関
の
山
》
。
信
吾
は
二
等
車
か
ら
降

り
て
く
る
。
ネ
ル
の
単
衣
に
涼
し
そ
う
な
生
絹
の
兵
子
帯
、
紺
キ
ャ
ラ
コ
の

夏
足
袋
、
細
い
柾
目
の
下
駄
。
一
年
ぶ
り
に
再
会
す
る
妹
の
目
に
、
兄
の
姿

は
〈
東
京
〉
そ
の
も
の
と
見
え
た
。
在
所
の
相
当
の
資
産
家
、
地
主
で
、
《
客

自
慢
》
を
す
る
小
川
家
に
集
ま
る
人
々
の
、
あ
る
夏
の
数
日
間
の
人
間
模
様

二
歳
の
男
児
を
伴
っ
て
い
た
。

日
本
鉄
道
は
、
明
治
二
二
年
一
月
に
は
、
東
京
・
盛
岡
間
を
開
通
さ
せ
て

い
た
が
、
二
四
年
一
月
に
鉄
路
を
吉
森
ま
で
延
ば
し
た
。
岩
手
県
内
の
停
車

場
は
盛
岡
・
好
摩
な
ど
一
三
駅
で
あ
っ
た
が
、
旧
宿
場
渋
民
は
、
地
元
の
強

い
反
対
に
よ
っ
て
、
駅
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

上
田
博
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が
描
か
れ
る
。
祭
礼
は
も
と
よ
り
、
カ
ル
タ
会
、
釣
仲
間
の
会
な
ど
、
村
の

小
作
以
外
の
者
た
ち
ｌ
小
学
校
の
校
長
、
教
師
、
役
場
の
吏
員
、
巡
査
、

医
者
な
ど
、
暇
を
持
て
余
す
人
た
ち
が
溜
る
た
め
の
名
目
は
す
べ
て
動
員
さ

れ
る
。
他
国
の
人
と
物
の
流
通
で
殿
賑
を
き
わ
め
た
宿
場
町
が
、
鉄
道
の
通

過
地
を
選
ん
だ
と
き
、
町
の
衰
微
と
そ
こ
に
住
む
人
々
の
心
の
屈
折
が
、
一

時
の
生
活
の
安
定
を
も
大
き
く
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
誰
の
意
識

に
も
上
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

《
村
か
ら
一
里
許
り
の
Ｋ
停
車
場
に
通
ふ
荷
馬
車
が
、
日
に
二
度
も
三
度

む
ら
は
ず
れ
ち
り
ま
み

も
、
村
端
か
ら
真
直
に
北
に
開
い
た
国
道
を
塵
塗
れ
の
黒
馬
の
蹄
に

漠
を
立
て
て
性
返
り
し
て
ゐ
た
》

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
作
者
の
幼
時
の
追
懐
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、
心
情
を
テ

ー
マ
と
す
る
優
れ
た
小
品
「
二
筋
の
血
」
に
出
て
く
る
街
道
風
景
で
あ
る
が
、

他
国
へ
の
空
気
は
《
荷
馬
車
》
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
通
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
大
学
生
信
吾
は
、
自
分
を
忘
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
村
医
者
に
嫁
入
り
し

た
女
を
、
《
猫
が
鼠
を
糊
る
如
く
》
荒
ん
だ
恋
の
騎
慢
で
も
っ
て
相
手
に
し
、

さ
ば
け
た
面
白
い
女
教
師
と
肉
欲
を
楡
み
、
小
川
家
に
寄
食
す
る
叔
父
の
詩

人
ぶ
っ
た
振
る
舞
い
を
冷
罵
す
る
・
後
に
啄
木
は
永
井
荷
風
に
つ
い
て
、
《
私

は
、
近
頃
、
氏
の
「
新
帰
朝
者
の
日
記
」
を
読
ん
だ
時
程
、
不
愉
快
に
感
じ

た
事
は
な
い
。
あ
の
作
に
は
永
く
東
京
に
ゐ
て
金
を
使
っ
た
田
舎
の
小
都
会

の
金
持
の
息
子
が
、
故
郷
へ
帰
っ
て
来
て
、
何
も
せ
ず
に
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
ゐ

な
が
ら
、
土
地
の
芸
者
の
野
暮
な
事
、
土
臭
い
事
を
、
い
や
味
た
っ
ぷ
り
な

口
吻
で
逢
ふ
人
毎
に
説
い
て
ゐ
る
や
う
な
趣
き
が
あ
る
》
（
「
き
れ
ぎ
れ
に

心
に
浮
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
明
似
・
吃
）
と
批
判
し
た
が
、
一
七
歳
か
ら
一

正
宗
白
鳥
の
名
作
「
二
家
族
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
細
・
９
～
哩
・
５
）

は
、
瀬
戸
浦
に
住
む
小
さ
な
村
の
二
名
家
の
、
対
照
的
な
暮
ら
し
方
を
描
い

て
い
る
。
《
鋤
鍬
も
執
っ
て
、
着
実
に
一
家
を
経
営
》
す
る
家
長
と
そ
の
家

族
、
い
ま
一
つ
は
一
擾
千
金
を
夢
み
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
営
に
手
を
着
け
、
挙

句
に
《
そ
の
身
代
も
年
々
下
り
坂
》
に
な
り
、
家
屋
敷
身
ぐ
る
み
競
売
に
掛

け
ら
れ
る
家
長
。
そ
れ
で
も
人
間
の
面
白
さ
は
、
犬
間
タ
小
弘
を
内
側
か
ら

崩
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
競
売
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
喜
助
が
、
物
堅
く
信

用
の
あ
る
清
吉
を
岡
山
の
関
係
筋
へ
の
懇
願
の
た
め
に
誘
い
出
し
、
誘
わ
れ

た
清
吉
は
遊
郭
に
上
っ
て
、
幾
夜
か
を
《
太
鼓
や
三
味
線
で
賑
や
か
な
中
を

色
の
白
い
唇
の
紅
の
女
》
の
胸
に
過
ご
し
、
自
分
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
女
の

甘
い
口
説
き
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
生
ま
れ
て
初
め
て
《
村
の
淋
し

く
厭
は
し
き
》
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
清
吉
の
息
子
猛
夫
も
ま
た
、
次
々

に
思
い
描
く
夢
に
自
分
を
食
わ
せ
続
け
る
叔
父
を
父
よ
り
も
尊
敬
し
、
《
い

ろ
い
ろ
の
事
を
し
て
失
敗
し
た
り
貧
乏
し
て
も
エ
ラ
イ
人
は
矢
張
エ
ラ
イ
人

だ
か
ら
》
と
弁
護
す
る
。
居
馴
れ
た
土
地
に
居
続
け
て
、
幾
夜
か
の
甘
い
味

九
歳
の
春
ま
で
を
、
文
学
修
業
と
称
し
、
あ
る
い
は
処
女
詩
集
刊
行
の
為
と

称
し
て
、
幾
回
か
の
上
京
と
帰
郷
を
繰
り
返
し
た
自
身
の
姿
が
、
信
吾
の
心

情
の
上
に
影
を
落
し
て
い
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
荷
風
の
姿
を
正
視
す

る
こ
と
に
耐
え
な
か
っ
た
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
東
京
擦
れ
の
し
た
信
吾

の
言
動
に
よ
っ
て
、
小
川
家
と
そ
こ
に
寄
生
し
て
く
る
人
々
の
人
間
関
係
の

歪
み
が
明
る
み
に
引
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
外
界
か
ら
孤
立
し
た
土
地
柄

と
無
関
係
で
は
な
い
。
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を
反
濁
し
な
が
ら
年
老
い
て
ゆ
く
人
間
、
夢
に
食
わ
れ
て
滅
亡
し
て
ゆ
く
人

間
、
そ
う
し
た
大
人
の
処
世
を
敏
感
に
感
受
し
て
《
我
は
遂
に
こ
の
村
の
民

に
非
ず
と
得
意
の
念
に
駆
ら
れ
て
、
野
良
に
散
ら
ば
っ
て
る
醜
い
人
間
を
卑

し
》
み
、
上
級
の
学
校
へ
進
学
す
る
機
会
に
村
を
離
れ
て
ゆ
く
若
い
世
代
。

啄
木
の
中
絶
し
た
小
品
「
刑
余
の
叔
父
」
（
明
刎
・
７
）
は
未
発
表
で
は

あ
る
が
、
白
鳥
の
「
二
家
族
」
の
原
型
と
も
言
え
る
面
影
を
と
ど
め
て
、
惜

し
ま
れ
る
。
村
に
士
族
が
三
軒
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
旧
南
部
藩
の
武
家
で
あ

っ
た
が
、
廃
藩
置
県
と
転
封
の
際
に
、
城
下
か
ら
こ
の
村
に
逼
塞
し
た
の
で

あ
る
。
一
軒
は
大
黒
柱
が
病
没
し
て
、
残
さ
れ
た
老
人
と
美
し
い
娘
は
子
供

相
手
の
駄
菓
子
屋
に
零
落
し
て
い
る
。
あ
と
の
二
軒
、
高
田
家
と
工
藤
家
は
、

小
身
で
は
あ
っ
た
が
、
先
の
家
よ
り
も
古
く
か
ら
の
南
部
藩
の
家
臣
で
あ
る
。

高
田
家
も
柱
が
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
弟
が
二
人
の
子
持
ち
の
捜
を
嫁
に
し
て

家
督
を
継
い
だ
。
こ
の
男
、
高
田
源
作
は
《
飲
ん
で
、
飲
ん
で
、
田
舎
一
般

の
勘
定
日
な
る
盆
と
大
晦
日
の
度
、
片
端
か
ら
田
や
畑
を
酒
屋
に
書
入
れ
》
、

馬
も
売
り
、
大
檸
ま
で
伐
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
道
楽
者
。
屋
根
が
漏
っ
て
も
、

妻
子
が
食
う
に
困
っ
て
も
一
向
に
平
気
。
《
自
分
一
人
、
誰
に
も
頭
を
下
げ

ず
、
言
ひ
た
い
事
を
言
ひ
、
為
た
い
事
を
し
て
、
酒
さ
へ
飲
め
れ
ば
可
》
い

の
で
あ
る
。
《
夜
と
黄
昏
と
の
家
》
で
あ
る
高
田
家
に
は
、
五
人
の
子
供
と

母
親
が
、
い
つ
も
臭
気
を
発
し
て
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
。
子
供
の
う
ち
の
一

人
は
、
村
の
駐
在
所
の
巡
査
を
間
男
に
し
て
生
ま
れ
た
と
か
、
巡
吉
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
。
片
や
工
藤
家
の
当
主
は
《
小
心
な
実
直
者
で
、
酒
は
真
の

交
際
に
用
ゆ
る
だ
け
。
四
書
五
経
を
読
ん
だ
頭
脳
だ
か
ら
村
の
人
の
信
頼
が

厚
く
》
、
村
会
議
員
に
は
欠
け
た
こ
と
が
な
い
。
だ
が
、
工
藤
家
の
跡
取
り

啄
木
の
出
現
し
た
場
所

息
子
は
、
源
作
が
先
の
駄
菓
子
屋
の
美
し
い
娘
と
小
屋
の
藁
の
中
に
寝
て
い

る
の
を
目
撃
し
て
も
、
大
の
源
作
晶
眉
で
、
《
世
の
中
で
源
作
叔
父
程
豪
い

人
が
な
い
様
に
思
》
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
鳥
の
「
二
家
族
」
に
登
場
す
る
子
供
た
ち
、
喜
助
の
息
子
貞
一
と
清
吉

の
息
子
猛
夫
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
書
き
分
け
も
興
味
深
い
。
貞
一
は
父

親
譲
り
で
一
四
歳
で
す
で
に
年
上
の
女
相
手
の
ま
せ
た
遊
び
に
熱
中
し
、
従

兄
弟
の
猛
夫
を
相
手
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。
一
目
散
に
逃
げ
て
家
へ
帰

っ
た
猛
夫
は
、
机
の
前
で
一
息
入
れ
て
、
そ
う
し
て
《
暫
ら
く
「
文
庫
」
や

「
少
年
園
」
を
読
み
耽
っ
た
。
読
書
は
何
時
も
面
白
い
。
他
郷
は
何
時
も
懐

し
く
て
、
こ
の
村
は
何
時
も
厭
は
し
い
》
と
心
に
思
う
の
で
あ
る
。
居
馴
れ

た
場
所
を
、
こ
う
し
て
一
度
暗
く
厭
わ
し
い
場
所
と
思
い
詰
め
て
し
ま
え
ば
、

後
は
こ
こ
か
ら
脱
出
す
る
口
実
と
現
実
の
契
機
を
つ
か
む
た
め
だ
け
に
、
残

り
の
人
生
の
全
て
の
希
望
が
賭
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

《
（
明
治
“
年
）
十
一
月
’
八
日
野
辺
地
の
葛
原
対
月
老
僧
盛
岡
に
て

死
す
。
父
の
師
僧
に
し
て
母
の
兄
な
り
。
報
に
接
し
て
父
急
速
盛
岡
に
下
り
、
》

云
々
、
と
啄
木
は
日
記
に
記
し
て
い
る
。
啄
木
の
父
一
禎
は
、
岩
手
郡
平
館

村
の
農
民
石
川
与
左
衛
門
の
五
男
に
生
ま
れ
、
後
、
養
子
先
か
ら
菩
提
寺
曹

洞
宗
大
泉
院
に
托
さ
れ
た
。
一
禎
は
同
寺
で
成
長
し
、
仏
道
を
修
業
し
た
が
、

一
七
世
住
職
葛
原
対
月
の
学
識
の
薫
陶
深
く
、
和
歌
の
道
も
こ
の
学
僧
か
ら

の
薫
染
に
よ
る
・
葛
原
対
月
の
出
自
は
南
部
初
代
か
ら
の
家
臣
で
、
前
記
「
刑

余
の
叔
父
」
の
中
に
《
工
藤
家
ｌ
私
の
家
は
小
身
で
は
あ
っ
た
が
、
南
部

初
代
の
殿
様
が
甲
斐
の
国
か
ら
三
戸
の
城
に
移
っ
た
、
其
時
か
ら
の
家
臣
》

’
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と
書
い
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
月

は
仕
官
を
嫌
っ
て
仏
門
に
入
り
、
慶
応
二
年
に
大
泉
院
住
職
と
な
り
、
一
禎

の
師
僧
と
な
っ
た
。
対
月
は
こ
の
寺
か
ら
盛
岡
の
名
刹
龍
谷
寺
住
職
と
し
て

栄
転
し
、
対
月
に
伴
わ
れ
た
石
川
一
禎
は
、
対
月
の
妹
で
三
歳
年
上
の
工
藤

か
つ
と
出
会
っ
て
結
婚
し
た
。
一
禎
が
二
五
歳
の
若
さ
で
、
盛
岡
か
ら
三
里

離
れ
た
山
中
の
村
落
日
戸
村
の
常
光
寺
住
職
に
抜
て
き
さ
れ
た
の
は
、
師
僧

で
あ
り
義
兄
と
も
な
っ
た
対
月
の
、
後
押
し
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

明
治
一
九
年
の
春
、
隣
村
で
あ
る
北
岩
手
郡
渋
民
村
の
万
年
山
宝
徳
寺
の
住

職
、
遊
座
徳
英
が
急
逝
。
継
ぐ
べ
き
子
供
は
幼
く
、
本
山
、
檀
徒
の
間
で
善

後
策
を
苦
慮
す
る
間
に
、
石
川
一
禎
の
転
住
の
下
工
作
が
実
っ
た
。
遊
座
家

は
路
頭
に
迷
い
、
代
わ
っ
て
石
川
家
が
、
寺
格
も
高
く
檀
家
数
も
多
く
、
交

通
に
至
便
で
、
子
供
の
教
育
な
ど
す
べ
て
に
好
条
件
の
宝
徳
寺
へ
入
っ
た
の

で
あ
る
。
長
男
一
［
啄
木
］
生
ま
れ
て
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。

《
ｌ
村
で
誰
か
死
ん
だ
。
誰
が
死
ん
だ
の
か
解
ら
ぬ
が
、
何
で
も
老
人

だ
っ
た
様
だ
。
そ
し
て
其
葬
式
が
村
役
場
か
ら
出
た
。
男
も
女
も
、
村
中
の

つ
か

人
が
皆
野
送
の
列
に
加
つ
た
が
、
巡
査
は
剣
の
束
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
『
物

を
言
ふ
な
、
物
を
言
ふ
な
』
と
言
っ
て
ゐ
た
。
北
の
村
端
か
ら
東
に
折
れ
る

と
、
一
町
半
の
寺
道
、
其
半
ば
位
ま
で
行
っ
た
時
に
は
、
野
送
の
人
が
男
許

り
、
然
も
皆
洋
服
を
看
た
り
紋
付
を
着
た
り
し
て
、
立
派
な
帽
子
を
冠
っ
た

雷
の
生
え
た
人
達
許
り
で
、
其
中
に
自
分
だ
け
が
腕
車
の
上
に
縛
ら
れ
て
ゆ

ど
ん
な

く
の
で
あ
っ
た
が
、
甚
麿
人
が
其
腕
車
を
曳
い
て
た
の
か
解
ら
ぬ
。
杉
の
木

の
下
を
通
っ
て
、
寺
の
庭
で
三
遍
廻
っ
て
、
本
堂
に
入
る
と
、
棺
桶
の
中
か

ら
何
と
も
い
へ
ぬ
綺
麗
な
服
装
を
し
た
、
美
し
い
お
姫
様
の
様
な
人
が
出
て

中
央
に
坐
っ
た
。
自
分
も
男
達
と
共
に
坐
る
と
、
『
お
前
は
女
だ
か
ら
。
』

と
言
っ
て
、
ず
つ
と
前
の
方
へ
出
さ
れ
た
。
見
た
事
も
な
い
小
僧
達
が
奥
の

方
か
ら
沢
山
出
て
来
て
、
鏡
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
初
め
た
。
そ
れ
は
嗽
叺
節
の

い
つ
も

ほ
つ
す

節
で
あ
っ
た
。
と
、
例
の
和
尚
様
が
払
子
を
持
っ
て
出
て
来
て
、
綺
麗
な

お
じ
ぎ

お
姫
様
の
前
へ
行
っ
て
叩
頭
を
し
た
と
思
ふ
と
、
自
分
の
方
へ
歩
い
て
来
た
。

高
い
足
駄
を
穿
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
自
分
の
前
に
突
立
っ
て
、
『
お
八
重
、

お
前
は
あ
の
お
姫
様
の
代
り
に
お
墓
に
入
る
の
だ
ぞ
。
』
と
言
っ
た
。
す
る

と
何
時
の
間
に
か
源
助
さ
ん
が
側
に
来
て
ゐ
て
、
自
分
の
耳
に
口
を
あ
て
て

『
厭
だ
と
言
へ
、
厭
だ
と
言
へ
。
』
と
教
へ
て
呉
れ
た
。
で
、
『
厭
だ
す
。
』

と
言
っ
て
横
を
向
く
と
、
（
此
時
寝
返
り
し
た
の
だ
ら
う
・
）
和
尚
様
が
廻

っ
て
来
て
、
髭
の
無
い
顎
に
手
を
や
っ
て
、
丁
度
髭
を
撫
で
下
げ
る
様
な
具

合
に
す
る
と
、
赤
い
ノ
、
血
の
様
な
髭
が
、
延
び
た
ノ
、
、
膳
の
あ
た
り
ま

で
延
び
た
。
そ
し
て
、
眼
を
皿
の
様
に
大
き
く
し
て
、
『
こ
れ
で
も
か
？
』

と
、
怒
鳴
っ
た
。
其
時
目
が
覚
め
た
。
》

奇
怪
な
夢
の
話
は
、
故
郷
物
の
小
説
「
天
鷲
絨
」
（
明
判
・
６
未
発
表
）

に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
村
で
床
屋
（
理
髪
店
）
を
開
い

て
い
た
源
助
が
、
孟
蘭
盆
の
後
の
、
村
の
人
が
年
中
で
い
ち
ば
ん
無
靭
を
感

ず
る
時
期
に
、
ふ
ら
り
と
再
訪
す
る
。
垢
抜
け
し
た
東
京
風
の
服
装
と
都
会

の
話
と
土
産
物
。
そ
れ
で
な
く
て
も
都
会
の
飾
り
窓
に
腰
の
落
ち
着
か
な
い

村
の
娘
、
お
八
重
と
お
定
の
二
人
が
、
源
助
さ
ん
に
誘
い
出
さ
れ
て
家
出
を

す
る
。
東
京
見
物
を
し
て
、
女
中
奉
公
を
し
て
わ
ず
か
二
日
目
、
故
郷
か
ら

の
迎
え
の
人
に
二
人
は
連
れ
戻
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
お
定
は
家
庭
に
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も
全
く
不
満
が
な
く
、
度
々
夜
の
床
に
忍
ん
で
来
る
恋
人
も
居
て
、
家
出
す

る
ほ
ど
の
動
機
は
な
く
、
家
出
に
積
極
的
な
お
八
重
へ
の
対
抗
心
か
ら
付
い

て
来
た
ま
で
の
こ
と
。
お
八
重
は
生
来
《
負
嫌
ひ
の
、
我
の
強
い
児
で
、
娘

盛
り
に
な
っ
て
か
ら
は
、
手
も
つ
け
ら
れ
ぬ
阿
婆
摺
れ
》
娘
だ
が
、
そ
の
根

っ
こ
に
は
《
唯
四
十
円
で
家
屋
敷
白
井
様
（
大
地
主
）
に
取
上
げ
ら
れ
た
》

口
惜
し
い
百
姓
家
の
生
活
感
覚
が
あ
る
。
先
の
お
八
重
の
夢
、
棺
桶
の
中
か

ら
出
て
き
た
《
綺
麗
な
服
装
を
し
た
、
美
し
い
お
姫
様
》
の
身
代
わ
り
に
、

腕
車
に
縛
ら
れ
て
き
た
お
八
重
が
お
墓
に
入
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
場
面

、
、

で
、
そ
の
執
行
人
が
《
例
の
和
尚
様
》
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ミ
ソ
で
あ
る
。

、
、
、

東
京
の
源
助
さ
ん
が
、
《
厭
だ
と
言
へ
、
厭
だ
と
言
へ
。
》
と
声
を
励
ま
し

て
助
け
船
を
出
し
、
和
尚
様
が
物
凄
い
形
相
を
し
て
娘
を
脅
迫
す
る
。
お
八

重
が
こ
れ
を
お
定
に
語
り
終
わ
っ
て
か
ら
、
二
人
は
気
味
悪
く
な
っ
て
《
暫

時
意
味
あ
り
気
》
に
目
を
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
書
き
な
が
ら

啄
木
は
、
近
い
過
去
の
こ
と
ｌ
檀
家
の
期
待
を
荷
っ
て
盛
岡
へ
遊
学
し
た

少
年
一
が
、
恋
愛
と
文
学
の
強
い
香
り
に
誘
惑
さ
れ
て
、
中
学
を
中
退
し
て

東
京
へ
と
脱
出
し
た
日
の
こ
と
、
病
と
生
活
に
窮
し
て
父
に
伴
わ
れ
て
帰
郷

し
た
日
の
こ
と
ど
も
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
思
い
撞
く
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。正

宗
白
鳥
の
小
説
「
入
江
の
ほ
と
り
」
で
は
、
父
が
、
瀬
戸
内
の
小
さ
な

漁
村
で
東
京
生
活
を
夢
見
る
娘
に
、
《
若
い
間
は
あ
ん
な
町
で
好
き
な
こ
と

を
し
て
蟇
す
の
も
よ
か
ら
う
が
、
歳
を
取
っ
た
ら
居
れ
る
所
ぢ
や
な
い
。
田

地
ま
で
売
っ
て
大
阪
や
神
戸
へ
行
っ
た
者
が
、
よ
く
見
い
。
大
抵
は
失
敗
っ

て
ヒ
ヨ
コ
ノ
、
戻
っ
て
来
る
ぢ
や
な
い
か
。
儲
け
て
他
所
の
銭
を
持
っ
て
戻

啄
木
の
出
現
し
た
場
所

る
者
は
十
人
に
一
人
も
あ
り
や
せ
ん
。
大
抵
は
こ
の
貧
乏
村
の
銭
を
持
出
し

て
都
会
へ
捨
て
に
行
く
ん
ぢ
や
か
ら
、
村
は
ま
す
ノ
、
貧
乏
に
な
る
ば
か
り

ぢ
や
。
近
い
話
が
寺
の
坊
主
か
ら
し
て
、
わ
ざ
ノ
、
損
を
し
に
神
戸
へ
投
機

を
や
り
に
行
く
と
い
ふ
有
様
だ
も
の
》
と
グ
チ
を
言
う
。
母
親
は
住
職
が
祖

母
の
一
三
回
忌
ま
で
に
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
、
父
は
《
坊
主
は

寺
の
物
を
売
飛
ば
し
て
他
所
へ
行
つ
て
も
よ
か
ら
う
が
、
さ
う
荒
ら
し
て
出

ら
れ
ぢ
や
、
後
で
は
こ
の
寺
へ
来
て
呉
れ
手
が
な
い
か
ら
檀
家
が
迷
惑
ぢ
や
》

と
真
剣
に
心
配
す
る
。

明
治
三
五
年
一
○
月
、
宝
徳
寺
の
跡
取
り
息
子
が
、
突
然
盛
岡
中
学
を
中

退
し
て
慌
し
く
上
京
し
た
こ
と
は
、
檀
家
の
人
々
に
と
っ
て
は
一
大
事
件
で

あ
っ
た
。
東
京
で
学
問
を
し
て
、
都
会
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
光
に
照
ら

さ
れ
た
若
者
が
、
《
郵
便
局
の
軒
燈
の
み
淋
し
く
遠
く
光
っ
て
ゐ
る
》
村
の

生
活
に
戻
ら
な
か
っ
た
例
は
、
漱
石
の
「
こ
塗
る
」
の
〈
先
生
〉
の
来
歴
を

引
く
ま
で
も
な
い
。
都
会
暮
し
を
し
た
者
が
田
舎
を
頼
り
に
す
る
の
は
、
米

櫃
が
空
に
な
っ
た
時
と
か
、
病
身
を
自
然
の
中
に
養
う
時
と
か
で
あ
っ
て
、

「
入
江
の
ほ
と
り
」
の
父
、
才
次
な
ら
ず
と
も
、
《
此
方
で
質
素
な
生
活
を

し
と
る
者
は
迷
惑
す
る
し
、
第
一
割
に
合
は
ん
話
》
で
あ
る
。
三
八
年
三
月
、

石
川
一
禎
が
本
山
か
ら
宗
費
滞
納
の
故
を
も
っ
て
罷
免
さ
れ
、
宝
徳
寺
を
追

い
出
さ
れ
た
の
は
、
跡
取
り
息
子
の
東
京
遊
学
中
の
借
金
返
済
の
た
め
の
金

策
を
め
ぐ
る
、
檀
家
と
の
悶
着
が
原
因
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
後
年
、
宝
徳

寺
に
復
帰
し
た
遊
座
家
の
遊
座
昭
吾
は
、
一
禎
が
息
子
に
対
し
て
、
寺
の
跡

取
り
と
し
て
の
一
切
の
朕
を
し
た
痕
跡
が
な
い
と
証
言
す
る
。
こ
の
父
に
し

て
も
、
百
姓
の
口
減
ら
し
の
た
め
に
、
幼
時
か
ら
他
人
の
米
櫃
に
頼
っ
て
生

五



小
説
「
鳥
影
」
が
、
ｌ
Ｓ
村
の
暇
を
持
て
余
す
人
た
ち
の
狼
雑
な
一
面

を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
赤
痢
」
（
「
ス
バ
ル
」
明
哩
．
ｌ
）
は
イ
ン

チ
キ
宗
教
家
の
色
欲
と
破
滅
の
場
所
と
し
て
の
ｌ
Ｓ
村
の
陰
湿
な
一
面
を

描
い
て
い
る
。

《
凸
凹
の
石
高
路
、
そ
の
往
還
を
右
左
か
ら
挟
ん
だ
低
い
茅
葺
屋
根
が
、

凡
そ
六
七
十
も
あ
ら
う
、
何
の
家
も
、
何
の
家
も
、
古
び
て
、
桟
な
く

の
め

や
う
や
う

て
、
壁
が
落
ち
て
、
柱
が
歪
ん
で
、
隣
々
に
倒
り
合
っ
て
辛
々
支
へ
て

る
様
に
見
え
る
。
》

ぼ
ろ
き
れ
に
ん
じ
ん

《
両
側
の
狭
い
浅
い
溝
に
は
、
濫
績
片
や
萌
蕊
菌
の
切
端
な
ど
が
ユ
ラ
ュ

ひ
ど
ろ

と
す
ぐ
ろ

う
し
た
浬
泥
に
沈
ん
で
、
鋤
黒
い
水
に
毒
茸
の
様
な
濁
っ
た
泡
が
、
プ

ク
プ
ク
浮
ん
で
流
れ
た
。
》

赤
痢
が
蔓
延
し
て
、
外
界
か
ら
の
交
通
を
途
絶
さ
れ
た
村
の
異
様
な
風
景

と
い
う
よ
り
は
、
文
明
の
本
流
か
ら
孤
立
し
て
「
遊
水
池
」
と
化
し
た
村
の
、

空
気
の
停
滞
を
風
景
化
し
た
も
の
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
は
な
い
か
。
村
外

れ
の
街
道
か
ら
脇
道
に
折
れ
る
と
、
《
寺
道
が
、
二
町
許
り
を
真
直
に
、
宝

こ
ん
も
り

徳
寺
の
門
に
隠
れ
る
。
寺
を
囲
ん
で
菱
欝
と
し
た
杉
の
木
立
の
上
に
は
、
姫

ピ
ラ
ミ
ッ
ド

神
山
が
金
字
塔
の
様
に
見
え
る
》
・
寺
は
地
形
の
上
か
ら
も
、
《
見
す
ぼ
ら

し
い
田
舎
町
》
と
は
一
線
を
画
す
る
。
啄
木
、
石
川
一
は
、
寺
の
子
と
し
て

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
辛
い
人
生
を
思
え
ば
、
《
神
童
》
と
村

人
か
ら
一
目
置
か
れ
た
わ
が
息
子
の
才
能
を
、
寒
村
の
一
住
職
に
つ
な
ぎ
止

め
る
腹
積
も
り
な
ど
頭
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
誰
が
不
見
識
と
責
め
ら
れ

よ
う
か
・
こ
の
父
、
こ
の
母
の
心
は
、
息
子
の
本
望
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

生
ま
れ
な
が
ら
、
寺
か
ら
の
脱
出
を
た
え
ず
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
父
と

母
と
の
強
力
な
後
押
し
を
体
感
し
な
が
ら
。
「
天
驚
絨
」
の
家
出
娘
お
定
が

《
（
故
郷
へ
）
帰
っ
て
来
ら
れ
ぬ
事
が
あ
る
も
の
か
》
と
心
に
思
う
と
こ
ろ

の
思
い
も
、
も
う
一
人
の
家
出
娘
お
八
重
が
《
帰
っ
て
来
な
く
て
も
可
い
》

と
思
う
思
い
も
、
ど
ち
ら
も
田
舎
を
持
つ
人
の
心
の
真
相
で
は
あ
る
が
、
寺

の
子
の
心
の
真
相
は
、
最
初
か
ら
ど
こ
か
一
般
の
田
舎
人
と
は
違
っ
て
い
て
、

精
神
の
方
向
は
ま
つ
す
ぐ
に
都
会
へ
、
東
京
へ
と
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。暇

な
人
た
ち
が
、
何
か
と
口
実
を
設
け
て
集
ま
る
「
鳥
影
」
の
舞
台
ｌ

地
主
の
小
川
家
に
、
唯
の
一
度
も
寺
の
人
間
が
顔
を
出
さ
な
い
不
自
然
に
も
、

寺
の
子
石
川
一
の
心
情
の
自
然
が
、
自
ず
か
ら
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
定
を
表
向
き
の
主
役
に
押
し
立
て
な
が
ら
、
脇
役
に
回
っ
た
お
八
重
に
描

い
た
都
会
人
の
風
貌
と
行
動
の
陰
に
、
作
者
の
姿
を
隠
し
た
の
で
あ
る
。
葬

式
が
〈
村
役
場
〉
か
ら
出
、
〈
巡
査
〉
が
野
送
の
列
に
向
か
っ
て
《
物
を
言

ふ
な
、
物
を
言
ふ
な
》
と
威
圧
を
加
え
、
〈
和
尚
〉
が
《
血
の
様
な
髭
》
を

延
ば
し
て
《
こ
れ
で
も
か
？
》
と
桐
喝
す
る
。
地
霊
と
人
間
社
会
の
制
度
が

結
托
し
た
不
気
味
な
相
は
、
お
八
重
の
夢
の
堺
実
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
、
精

神
の
自
由
を
想
望
す
る
人
間
の
前
に
、
怪
異
な
障
害
物
と
し
て
の
黒
い
姿
を

示
し
て
威
嚇
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
と
社
会
の
俗
悪
に
対
す
る
警
世
者
と
し

て
飛
び
立
つ
啄
木
鳥
ｌ
「
林
中
の
鳥
」
は
、
ｌ
Ｓ
村
に
顕
在
す
る
醜
悪

と
停
滞
、
さ
ま
ざ
ま
な
圧
迫
と
束
縛
な
ど
と
の
対
時
関
係
の
中
に
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
自
然
環
境
の
中
か
ら
飛
び
立
っ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
う
え
だ
。
ひ
ろ
し
本
学
教
授
）
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