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戦
前
、
豊
島
区
や
落
合
周
辺
に
住
ん
で
い

た
意
気
あ
る
芸
術
家
た
ち
、
と
り
わ
け
画
家

に
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学
を
望
む
も
の
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
豊
島
区
所
蔵
の
作
家
に
は

里
見
勝
蔵
（
一
八
九
五
―
一
九
八
一
）
や
藤
田
嗣

治
（
一
八
八
六
―
一
九
六
八
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
画
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
に
技
術
を
磨
き
な
が
ら
、
パ
リ
の
街
並
み
や

郊
外
の
自
然
を
描
い
た
作
品
を
数
多
く
残
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
風
景

が
い
か
に
魅
力
的
な
題
材
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ

ま
す
。
今
回
紹
介
す
る
吉よ

し
い井
忠た

だ
し

（
一
九
〇
九
―

一
九
九
九
、
福
島
県
生
ま
れ
）
も
フ
ラ
ン
ス
の

風
景
を
描
い
た
画
家
の
ひ
と
り
で
す
。
吉
井
は

一
九
三
六
年
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
に
渡
り
、
約
十
ヶ
月
滞
在
、
ほ
ぼ
独
学
で

画
業
の
鍛
錬
を
し
て
い
ま
す
。
ル
ー
ブ
ル
美
術
館

や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
行
き
来
し
、
オ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー

か
ら
最
新
の
作
家
の
活
動
ま
で
を
実
見
す
る

日
々
の
中
、《
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
》（
図
１
）
と
い
う

作
品
で
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム・ド・パ
リ
（N

otre-D
am
e 

de P
aris

）
の
司
教
座
聖
堂
の
西
側
正
面
を
描

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
作
家
の
帰
国
後
一
九
三
七

年
に
開
か
れ
た
「
吉
井
忠
滞
欧
作
品
展
」
に
て

二
三
点
の
作
品
と
共
に
発
表
し
た
作
品
で
、
友

人
の
寺
田
政
明
（
一
九
一
二
―
一
九
八
九
）
に
よ
る

展
評
で
は
筆
頭
に
評
価
を
得
て
い
ま
す
。「（
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
）(

サ
ン
・
ヂ
エ
ル
マ
ン
寺
院)

に
は
建

物
の
描
寫
力
な
ど
に
於
て
、
デ
ツ
サ
ン
の
把
握
か

ら
色
彩
の
構
成
に
新
ら
し
い
近
代
的
な
も
の
が

あ
り
空
間
の
表
現
も
美
し
い
。」
※
（
原
文
マ
マ
）

寺
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
吉
井
は
ノ
ー
ト
ル

＝
ダ
ム
寺
院
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
作
品

を
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
一一
六
三
年
に
着
工
さ
れ

た
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
司
教
座
聖
堂
は
、
垂
直
線
と

水
平
線
の
均
衡
を
重
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ゴ
シ
ッ

ク
様
式
を
体
現
し
、
中
で
も
西
正
面
の
入
り
口

フ
ァ
サ
ー
ド
は
そ
の
特
徴
を
顕
著
に
有
し
て
い
ま

す
。
柱
と
ア
ー
チ
で
構
成
さ
れ
た
壁
面
の
五
つ
の

階
層
は
、
二
つ
の
塔
の
間
か
ら
覗
く
尖
塔
が
中

心
軸
と
し
て
中
央
の
円
形
の
バ
ラ
窓
を
貫
き
な
が

ら
左
右
対
称
、
ま
た
階
層
毎
の
開
口
部
も
全
て

対
称
で
す
。
構
造
を
示
す
柱
の
直
線
の
上
を
走

る
、
階
層
を
成
す
水
平
帯
の
区
切
り
は
、
彫

刻
の
装
飾
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品

の
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
中
央
に
配
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
配
置
に
よ
っ
て
建
築
物
を

取
り
囲
む
手
前
の
地
面
や
遠
景
の
空
は
等
間
隔

の
余
白
と
し
て
機
能
し
、
建
築
物
に
お
け
る
調

和
を
よ
り
際
立
た
せ
て
見
せ
る
効
果
を
生
ん
で

い
ま
す
。
ア
ー
チ
や
壁
面
彫
刻
を
赤
と
緑
の
色

調
の
使
い
分
け
で
陰
影
に
富
ん
だ
表
情
に
仕
上

げ
た
フ
ァ
サ
ー
ド
の
筆
致
に
も
、
補
色
の
効
果
を

巧
み
に
計
算
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
ま
す
。
建

物
の
表
面
を
な
で
る
影
の
方
向
か
ら
、
日
の
出

か
ら
南
中
の
間
を
描
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、

吉
井
も
こ
の
建
築
物
の
形
状
に
純
粋
な
興
味
を

持
ち
、
フ
ァ
サ
ー
ド
の
影
が
よ
り
明
ら
か
に
発
生

す
る
時
刻
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
一
九
年
四
月
に
起
こ
っ
た
大
規
模
火
災
は

未
だ
生
々
し
い
記
憶
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
早

急
に
対
応
し
、
数
年
以
内
の
修
復
を
宣
言
し
て

い
ま
す
（
専
門
家
は
数
十
年
か
か
る
と
見
込
ん

で
い
ま
す
が
）。
昨
年
は
世
界
各
地
で
世
界
遺

産
な
ど
文
化
財
へ
の
甚
大
な
被
害
が
相
次
ぎ
ま

し
た
。
そ
れ
ら
の
報
せ
か
ら
は
文
化
財
へ
の
災
害

対
策
と
恒
久
的
保
護
の
難
し
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と

実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
状

況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
現
場
で
は
最
善
を
尽
く
す

の
み
で
す
。
　
　
　
　
　  

（
美
術
　
堀
口 

麗
）

1

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
行
っ
た
植
樹
政
策
に
よ
り
桜
の
名
所
と
な
っ
た
飛あ
す
か鳥

山や
ま

（
公

園
）。
上
の
錦に

し
き
え絵
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
板は
ん
こ
う行
の
昇
し
ょ
う
さ
い
い
っ
け
い

斎
一
景
に
よ
る
「
東
京
名
所

四
十
八
景
　
飛
鳥
や
ま
」
で
す
。
右
側
に
描
か
れ
る
桜
に
は
、
花は

な
び
ら弁

と
葉
両
方
が
描
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
桜
の
品
種
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
あ
る
い
は
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
（
の

類
）
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
日
本
全
国
に
分
布
す
る
桜
の
八
割
以
上
を
占
め
る
と
さ
れ
る

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
葉
が
出
る
前
に
開
花
し
、
花
が
散
っ
て
か
ら
葉
が
出
る
と
い
う
性
質

を
持
ち
ま
す
が
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
は
葉
が
出
た
後
、
葉
が
あ
る
状
態
で

開
花
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
推
測
が
で
き
る
の
で
す
。

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
（
染
井
吉
野
）
は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
が
交こ

う
ざ
つ雑

し
た
品

種
と
し
て
一
八
世
紀
後
半
頃
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
は
ヨ
シ
ノ
ザ
ク
ラ
あ

る
い
は
ヨ
シ
ノ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
植
物
学
者
の
藤
野
寄き

命め
い

が
明
治
三
三
年
に
桜

に
関
す
る
報
告
書
の
中
で
「
そ
め
い
よ
し
の
」
を
初
め
て
用
い
、
翌
年
植
物
学
者
の
松
村

任じ
ん
ぞ
う三

に
よ
り
学
名
が
与
え
ら
れ
、
以
降
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
い
う
和わ

名め
い

が
浸
透
し
て
い
き
ま

す
。
樹
形
や
花
の
美
し
さ
、
ま
た
管
理
の
容
易
さ
、
さ
ら
に
交
通
網
の
整
備
と
種
苗
業
界

に
お
け
る
通
信
販
売
の
普
及
も
あ
り
、二
〇
世
紀
以
降
急
速
に
全
国
へ
広
ま
り
ま
す
。よ
っ

て
先
の
錦
絵
が
板
行
さ
れ
る
明
治
年
間
初
め
に
は
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
飛
鳥
山
に
植
樹
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

さ
て
、
江
戸
時
代
の
文ぶ

ん
じ
ん人

で
狂き

ょ
う
か
し

歌
師
・
随
筆
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
大お

お
た田

南な
ん
ぽ畝

（
一
七
四
九

－

一
八
二
三
）
は
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
閏
う
る
う

二
月
九
日
（
現
在
の
暦
で

三
月
三
一
日
）
か
ら
上
野
・
日
暮
里
ほ
か
、
江
戸
の
花
名
所
へ
八
回
も
出
か
け
て
い
ま
す
。

「
彼
岸
桜
」、「
糸
桜
」、「
山
桜
」、「
牡
丹
桜
」、「
熊
谷
桜
」
と
い
っ
た
桜
花
を
愛
で
た
よ

う
で
、「
閏
二
月
九
日
に
初
め
て
花
を
見
、
二
十
三
日
ま
で
八
度
花
を
尋
ね
し
也
」
と
「
花

見
の
に
き
（
日
記
）」（『
大
田
南
畝
全
集
　
第
八
巻
』
所
収
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
開
花
か
ら
花
が
散
る
ま
で
お
お
よ
そ
二
週
間
、
現
在
の
東
京
地
方
の

花
見
は
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
に
特
化
し
た
い
わ
ば
短
期
集
中
型
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
早
咲

き
の
桜
か
ら
遅
咲
き
の
桜
ま
で
、
開
花
時
期
の
異
な
る
多
品
種
の
桜
を
楽
し
め
た
江
戸
の

花
見
は
、
長
期
分
散
型
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
果
た
し
て
花
見
の
ス
タ
イ
ル
の
お
好

み
は
皆
さ
ん
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？ 

 

　
　
　
　
　
　 

（
郷
土
　
秋
山 

伸
一
）
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写真右　「東京名所四十八景　飛鳥やま」
（当館蔵）

写真左　駒込六丁目西福寺前のソメイヨ
シノ並木　西福寺はソメイヨシ
ノ発祥に深くかかわる染井の植
木屋たちの菩提寺である（2019
年 3月撮影）

写真上　ソメイヨシノの花弁

江
戸
の
花
見 

〜
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
な
か
っ
た
こ
ろ
の
観
桜
と
は
〜

か
ん
お
う
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皆
さ
ん
は
普
段
の
食
事
で
ど
の
よ
う
な
食
器

を
使
っ
て
い
ま
す
か
？
陶
製
の
ご
は
ん
茶
碗
に

皿
、
鉢
、
木
製
の
汁
椀
、
湯
呑
茶
碗
な
ど
、
料

理
や
素
材
に
よ
っ
て
食
器
を
使
い
分
け
て
い
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
日

頃
の
食
事
と
は
一
味
違
う
、
特
別
な
日
の
食
卓

で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
民
俗
学
で
は
正
月
や

婚
礼
等
の
特
別
な
日
を
「
ハ
レ
」
と
言
い
ま
す
。

ハ
レ
の
日
は
普
段
と
異
な
る
特
別
な
食
事
が
用

意
さ
れ
、集
ま
っ
た
家
族
や
親
類
、近
隣
の
人
々

に
饗

き
ょ
う

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
使
わ
れ
た

の
が
、
漆
器
の
膳
椀
で
す
。

画
像
①
の
館
蔵
資
料
は
、
高
脚
膳
の
上
に
、

丸
に
四
つ
目
菱
の
紋
が
描
か
れ
た
様
々
な
椀
が

並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
膳
一
式
、
実
は
雛
人
形

の
付
属
品
、
つ
ま
り
雛
道
具
と
し
て
揃
え
ら
れ

た
も
の
で
、
婚
礼
の
場
に
用
意
さ
れ
た
膳
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
に
な
り
ま
す
。
親
椀
、
汁
椀
、
平
椀
、

壺
椀
、
高た

か
つ
き杯
な
ど
、
配
膳
は
家
や
地
域
に
よ
っ

て
異
な
り
、
ご
は
ん
で
は
な
く
う
ど
ん
や
そ
ば

が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
陶
磁
製
の

皿
や
猪ち

ょ
こ口
に
魚
や
酢
の
物
が
盛
ら
れ
た
り
、
二

の
膳
、
三
の
膳
が
並
ぶ
こ
と
も
。
一
人
前
と
し

て
は
随
分
と
量
が
多
い
で
す
が
、
料
理
は
手
土

産
と
し
て
包
ん
で
持
ち
帰
る
こ
と
も
で
き
ま
し

た
。
そ
れ
と
は
別
に
、
鯛
の
塩
焼
き
や
蒲か

ま
ぼ
こ鉾
、

煮
し
め
な
ど
を
詰
め
合
わ
せ
た
折
詰
を
引
出
物

と
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

昔
の
冠
婚
葬
祭
は
、
式
場
で
は
な
く
各
家
で

執
り
行
う
こ
と
が
多
く
、
前
述
の
通
り
た
く
さ

ん
の
人
が
お
披
露
目
の
宴
に
集
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
だ
け
の
料
理
、
そ
れ
だ
け
の
膳
椀
を
一
つ

の
家
で
揃
え
る
こ
と
は
相
当
の
手
間
で
す
。
料

理
に
つ
い
て
は
、
料
理
人
を
家
の
台
所
へ
招
き
、

近
隣
の
女
性
た
ち
が
調
理
や
配
膳
を
手
伝
う
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

豊
島
区
内
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
豊
島
区
民
俗
資
料
調
査
報
告
書
』（
昭
和
五
二

年
刊
）
に
は
、
婚
礼
の
際
に
は
近
隣
の
女
性
た

ち
が
集
ま
り
、
調
理
や
配
膳
を
行
っ
て
い
た
様

子
が
聞
き
取
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
の
膳
椀
で
す
が
、
大
き
い
家
の
場
合
は
、

一
〇
人
前
（
画
像
②
）
ま
た
は
二
〇
人
前
を
一

組
と
し
た
膳
椀
を
数
組
揃
え
て
持
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
こ
れ
が
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に

な
っ
て
い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が
一

般
的
に
人
生
に
数
度
し
か
な
い
冠
婚
葬
祭
の
た

め
に
何
組
も
の
高
価
な
漆
器
類
を
揃
え
て
お
く

こ
と
は
な
く
、
自
前
の
物
と
、
不
足
分
を
近
隣

の
人
た
ち
が
持
ち
寄
っ
て
数
を
揃
え
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
出
来
た
の
が
、

「
講こ

う
ち
ゅ
う
わ
ん

中
椀
」
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
講
に
所
属

す
る
人
々
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
共
有
の
膳
椀

を
買
い
揃
え
、
必
要
に
な
っ
た
と
き
は
そ
れ
ら

を
利
用
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
膳
椀
以
外

に
も
、
皿
や
猪
口
、
角
樽
、
盃
、
銚
子
な
ど
も

揃
え
、
村
落
で
共
有
保
管
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

や
が
て
婚
礼
や
葬
式
は
、
家
で
は
な
く
家
外

の
式
場
へ
と
場
が
移
り
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
に

な
る
と
家
で
一
揃
の
膳
椀
が
使
わ
れ
る
機
会
も

徐
々
に
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
お
食

い
初
め
の
儀
等
で
小
振
り
な
膳
椀
一
揃
を
見
か

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
段
の
食
事
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
木
製

の
漆
器
に
代
わ
り
、
洗
い
や
す
さ
や
保
温
性
に

優
れ
た
陶
磁
器
が
使
わ
れ
る
場
面
が
多
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
食
器
が

陶
磁
器
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
で
も
、
汁
椀
は
熱
を
伝
え
難
い
木
製

の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
木
製
椀
に

似
せ
た
樹
脂
製
の
椀
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
味
噌
汁
や
吸
物
を
い
た
だ
く
際
は
、
器
に

目
を
向
け
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
郷
土
　
岩
﨑 

茜
）

3

日
本
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

郵
便
と
電
気
通
信
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
重
要
か
つ
身
近
な
情
報
伝
達
手
段
で
す
。

し
か
し
、
豊
島
区
の
郵
便
と
電
気
通
信
の
歴
史

に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
な
く
、
よ
く
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た

絵
は
が
き
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
歴
史
の
一
端

を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

豊
島
区
で
最
初
の
郵
便
局
は
、
明
治
三
七

（
一
九
〇
四
）
年
巣
鴨
町
に
開
設
さ
れ
た
巣
鴨

郵
便
局
で
す
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
二

等
郵
便
局
に
昇
格
し
、昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

年
の
区
制
施
行
に
伴
い
、
豊
島
郵
便
局
と
改
称

し
ま
し
た
。
一
方
、
集
配
を
行
な
わ
な
い
三
等

郵
便
局
と
し
て
、
大
正
四
年
に
池
袋
郵
便
局

が
、
同
五
年
に
巣
鴨
庚こ

う
し
ん
づ
か

申
塚
郵
便
局
が
設
置
さ

れ
、
以
降
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
増
加
し
、

昭
和
一
二
年
に
は
二
〇
局
を
数
え
ま
し
た（『
豊

島
区
大
總そ

う
ら
ん覽
』
一
九
三
七
年
）。

当
時
、
豊
島
郵
便
局
は
駒
込
・
巣
鴨
・
池
袋

地
域
を
管か

ん
か
つ轄

し
て
お
り
、
池
袋
の
一
部
と
長
崎

地
域
、
落お

ち
あ
い合
町
（
現
新
宿
区
）
を
管
轄
し
て
い

た
の
が
落
合
長
崎
郵
便
局
で
し
た
。
大
正
四
年

豊と
よ
た
ま
ぐ
ん

多
摩
郡
落
合
村
（
現
新
宿
区
）
に
開
設
さ
れ

た
下
落
合
郵
便
局
を
前
身
と
し
、
翌
年
に
落
合

郵
便
局
と
改
称
、
同
一
三
年
に
二
等
郵
便
局
と

な
り
、
昭
和
五
年
に
は
局
舎
拡
張
の
た
め
、
落

合
町
と
長
崎
町
の
有
志
が
連
合
組
合
を
組
織
し
、

建
築
資
金
を
出
資
し
て
（
工
事
費
四
六
五
〇
〇

円
）、
目
白
通
り
裏
の
町
界
（
現
新
宿
区
下

落
合
四
―
二
六
）
に
新
築
移
転
し
、
落
合
長

崎
郵
便
局
と
改
称
し
ま
し
た
（『
落
合
町
誌
』

一
九
三
二
年
、『
豊
島
区
史
』
一
九
四
一
年
）。

下
の
写
真
は
、
落
合
長
崎
郵
便
局
が
昭
和

一
一
年
二
月
の
自
動
式
電
話
の
開
始
を
記
念
し

て
制
作
し
た
絵
は
が
き
で
す
。
郵
便
局
と
電
話

開
始
の
関
係
を
不
思
議
に
思
う
方
が
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
明
治
中
期
か
ら
そ
の
後
、

曲
折
を
経
て
昭
和
二
四
年
五
月
末
ま
で
、
郵
便

事
業
と
電
気
通
信
事
業
は
逓て

い
し
ん
し
ょ
う

信
省
が
管
轄
し
て

い
た
た
め
、
郵
便
局
は
郵
便
・
貯
金
・
保
険
業

務
の
ほ
か
に
、
電
信
・
電
話
業
務
も
行
な
っ
て

い
た
の
で
す
。『
落
合
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
落

合
長
崎
郵
便
局
は
、
大
正
一
一
年
に
電
信
業
務

を
開
始
し
、
昭
和
六
年
三
月
に
電
話
業
務
を
開

始
し
た
と
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
写
真
①
の
建
物
は
、
地
図
や
空
中

写
真
な
ど
か
ら
、
落
合
長
崎
郵
便
局
と
は
別
の

建
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
こ

の
郵
便
局
か
ら
約
七
〇
〇
ｍ
西
側
に
落
合
電
話

局
が
あ
り
（
現
豊
島
区
南
長
崎
二
‐
三
）、
写

真
①
の
外
観
に
よ
く
似
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
落
合
電
話
局
に

つ
い
て
照
会
し
た
と
こ
ろ
、「
落
合
分
局
」
時

代
の
沿
革
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

落
合
分
局
は
、
落
合
長
崎
郵
便
局
の
直ち

ょ
っ
か
つ轄

局

と
し
て
、
昭
和
五
年
五
月
に
手
動
式
電
話
局
と

し
て
開
局
し
ま
し
た
。
手
動
式
と
は
電
話
交
換

手
を
介
し
て
電
話
を
つ
な
ぐ
方
法
で
す
。
そ
の

後
、
新
た
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
て
の

局
舎
を
建
設
し
、
昭
和
八
年
五
月
に
竣し

ゅ
ん
こ
う工
、
昭

和
一
一
年
二
月
に
加
入
者
数
八
〇
〇
加
入
の
自

動
式
電
話
局
と
し
て
開
局
し
ま
し
た
。
自
動
式

と
は
交
換
手
を
介
さ
な
い
自
動
交
換
式
を
採
用

す
る
電
話
局
の
こ
と
で
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

写
真
①
は
落
合
分
局
の
建
物
と
な
り
ま
す
。

写
真
②
の
左
は
「
自
動
機
械
室
」
で
、
右
に

は
「
市
外
交
換
室
」
で
働
く
袴

は
か
ま

姿
の
電
話
交
換

手
が
写
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
当
時
、
市
外
電
話

は
ま
だ
手
動
式
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
後
、
落
合
分
局
は
昭
和
一
九
年
四
月
の

東
京
豊
島
電
話
局
発
足
時
に
、
同
電
話
局
の
落

合
分
局
に
編
入
さ
れ
ま
す
、
戦
後
は
、
二
回
の

増
築
に
よ
り
地
上
三
階
建
て
と
な
り
、
落
合
電

話
局
と
し
て
親
し
ま
れ
ま
し
た
（
現
存
せ
ず
）。

一
方
、
落
合
長
崎
郵
便
局
は
昭
和
三
五
年
に

新
宿
郵
便
局
落
合
長
崎
分
室
と
な
り
、
新
宿
北

郵
便
局
落
合
長
崎
分
室
を
経
て
、
現
在
は
新
宿

下
落
合
四
郵
便
局
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
調
査
協
力
：
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

（
郷
土
　
横
山 

恵
美
）

画像①　配膳例（箸なし）

壺椀（ツボワン、ツボ）
天ぷらやまんじゅうなど。

高杯
漬物や副菜。

汁椀
汁物。親椀より小振りで
底が厚くなっている。

平椀（ヒラワン、オヒラ）
煮物など。

親椀
身と蓋の間からごはんが見える
ほど山盛りにする。あるいは一
口盛って、おかわりをする。

高脚膳
足のないものは平膳。

画像②　平膳 10 枚を入れて
　　　　いた木箱。「会席膳
　　　　拾人前」の墨書。

ハ
レ
の
日
を
彩
る

　
　
　

膳
椀
た
ち
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皆
さ
ん
は
普
段
の
食
事
で
ど
の
よ
う
な
食
器

を
使
っ
て
い
ま
す
か
？
陶
製
の
ご
は
ん
茶
碗
に

皿
、
鉢
、
木
製
の
汁
椀
、
湯
呑
茶
碗
な
ど
、
料

理
や
素
材
に
よ
っ
て
食
器
を
使
い
分
け
て
い
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
日

頃
の
食
事
と
は
一
味
違
う
、
特
別
な
日
の
食
卓

で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
民
俗
学
で
は
正
月
や

婚
礼
等
の
特
別
な
日
を
「
ハ
レ
」
と
言
い
ま
す
。

ハ
レ
の
日
は
普
段
と
異
な
る
特
別
な
食
事
が
用

意
さ
れ
、集
ま
っ
た
家
族
や
親
類
、近
隣
の
人
々

に
饗

き
ょ
う

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
使
わ
れ
た

の
が
、
漆
器
の
膳
椀
で
す
。

画
像
①
の
館
蔵
資
料
は
、
高
脚
膳
の
上
に
、

丸
に
四
つ
目
菱
の
紋
が
描
か
れ
た
様
々
な
椀
が

並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
膳
一
式
、
実
は
雛
人
形

の
付
属
品
、
つ
ま
り
雛
道
具
と
し
て
揃
え
ら
れ

た
も
の
で
、
婚
礼
の
場
に
用
意
さ
れ
た
膳
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
に
な
り
ま
す
。
親
椀
、
汁
椀
、
平
椀
、

壺
椀
、
高た

か
つ
き杯

な
ど
、
配
膳
は
家
や
地
域
に
よ
っ

て
異
な
り
、
ご
は
ん
で
は
な
く
う
ど
ん
や
そ
ば

が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
陶
磁
製
の

皿
や
猪ち

ょ
こ口
に
魚
や
酢
の
物
が
盛
ら
れ
た
り
、
二

の
膳
、
三
の
膳
が
並
ぶ
こ
と
も
。
一
人
前
と
し

て
は
随
分
と
量
が
多
い
で
す
が
、
料
理
は
手
土

産
と
し
て
包
ん
で
持
ち
帰
る
こ
と
も
で
き
ま
し

た
。
そ
れ
と
は
別
に
、
鯛
の
塩
焼
き
や
蒲か

ま
ぼ
こ鉾

、

煮
し
め
な
ど
を
詰
め
合
わ
せ
た
折
詰
を
引
出
物

と
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

昔
の
冠
婚
葬
祭
は
、
式
場
で
は
な
く
各
家
で

執
り
行
う
こ
と
が
多
く
、
前
述
の
通
り
た
く
さ

ん
の
人
が
お
披
露
目
の
宴
に
集
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
だ
け
の
料
理
、
そ
れ
だ
け
の
膳
椀
を
一
つ

の
家
で
揃
え
る
こ
と
は
相
当
の
手
間
で
す
。
料

理
に
つ
い
て
は
、
料
理
人
を
家
の
台
所
へ
招
き
、

近
隣
の
女
性
た
ち
が
調
理
や
配
膳
を
手
伝
う
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

豊
島
区
内
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
豊
島
区
民
俗
資
料
調
査
報
告
書
』（
昭
和
五
二

年
刊
）
に
は
、
婚
礼
の
際
に
は
近
隣
の
女
性
た

ち
が
集
ま
り
、
調
理
や
配
膳
を
行
っ
て
い
た
様

子
が
聞
き
取
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
の
膳
椀
で
す
が
、
大
き
い
家
の
場
合
は
、

一
〇
人
前
（
画
像
②
）
ま
た
は
二
〇
人
前
を
一

組
と
し
た
膳
椀
を
数
組
揃
え
て
持
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
こ
れ
が
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に

な
っ
て
い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が
一

般
的
に
人
生
に
数
度
し
か
な
い
冠
婚
葬
祭
の
た

め
に
何
組
も
の
高
価
な
漆
器
類
を
揃
え
て
お
く

こ
と
は
な
く
、
自
前
の
物
と
、
不
足
分
を
近
隣

の
人
た
ち
が
持
ち
寄
っ
て
数
を
揃
え
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
出
来
た
の
が
、

「
講こ

う
ち
ゅ
う
わ
ん

中
椀
」
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
講
に
所
属

す
る
人
々
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
共
有
の
膳
椀

を
買
い
揃
え
、
必
要
に
な
っ
た
と
き
は
そ
れ
ら

を
利
用
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
膳
椀
以
外

に
も
、
皿
や
猪
口
、
角
樽
、
盃
、
銚
子
な
ど
も

揃
え
、
村
落
で
共
有
保
管
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

や
が
て
婚
礼
や
葬
式
は
、
家
で
は
な
く
家
外

の
式
場
へ
と
場
が
移
り
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
に

な
る
と
家
で
一
揃
の
膳
椀
が
使
わ
れ
る
機
会
も

徐
々
に
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
お
食

い
初
め
の
儀
等
で
小
振
り
な
膳
椀
一
揃
を
見
か

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
段
の
食
事
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
木
製

の
漆
器
に
代
わ
り
、
洗
い
や
す
さ
や
保
温
性
に

優
れ
た
陶
磁
器
が
使
わ
れ
る
場
面
が
多
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
食
器
が

陶
磁
器
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
で
も
、
汁
椀
は
熱
を
伝
え
難
い
木
製

の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
木
製
椀
に

似
せ
た
樹
脂
製
の
椀
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
味
噌
汁
や
吸
物
を
い
た
だ
く
際
は
、
器
に

目
を
向
け
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
郷
土
　
岩
﨑 

茜
）

3

日
本
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

郵
便
と
電
気
通
信
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
重
要
か
つ
身
近
な
情
報
伝
達
手
段
で
す
。

し
か
し
、
豊
島
区
の
郵
便
と
電
気
通
信
の
歴
史

に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
な
く
、
よ
く
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た

絵
は
が
き
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
歴
史
の
一
端

を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

豊
島
区
で
最
初
の
郵
便
局
は
、
明
治
三
七

（
一
九
〇
四
）
年
巣
鴨
町
に
開
設
さ
れ
た
巣
鴨

郵
便
局
で
す
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
二

等
郵
便
局
に
昇
格
し
、昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

年
の
区
制
施
行
に
伴
い
、
豊
島
郵
便
局
と
改
称

し
ま
し
た
。
一
方
、
集
配
を
行
な
わ
な
い
三
等

郵
便
局
と
し
て
、
大
正
四
年
に
池
袋
郵
便
局

が
、
同
五
年
に
巣
鴨
庚こ

う
し
ん
づ
か

申
塚
郵
便
局
が
設
置
さ

れ
、
以
降
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
増
加
し
、

昭
和
一
二
年
に
は
二
〇
局
を
数
え
ま
し
た（『
豊

島
区
大
總そ

う
ら
ん覽
』
一
九
三
七
年
）。

当
時
、
豊
島
郵
便
局
は
駒
込
・
巣
鴨
・
池
袋

地
域
を
管か

ん
か
つ轄
し
て
お
り
、
池
袋
の
一
部
と
長
崎

地
域
、
落お

ち
あ
い合
町
（
現
新
宿
区
）
を
管
轄
し
て
い

た
の
が
落
合
長
崎
郵
便
局
で
し
た
。
大
正
四
年

豊と
よ
た
ま
ぐ
ん

多
摩
郡
落
合
村
（
現
新
宿
区
）
に
開
設
さ
れ

た
下
落
合
郵
便
局
を
前
身
と
し
、
翌
年
に
落
合

郵
便
局
と
改
称
、
同
一
三
年
に
二
等
郵
便
局
と

な
り
、
昭
和
五
年
に
は
局
舎
拡
張
の
た
め
、
落

合
町
と
長
崎
町
の
有
志
が
連
合
組
合
を
組
織
し
、

建
築
資
金
を
出
資
し
て
（
工
事
費
四
六
五
〇
〇

円
）、
目
白
通
り
裏
の
町
界
（
現
新
宿
区
下

落
合
四
―
二
六
）
に
新
築
移
転
し
、
落
合
長

崎
郵
便
局
と
改
称
し
ま
し
た
（『
落
合
町
誌
』

一
九
三
二
年
、『
豊
島
区
史
』
一
九
四
一
年
）。

下
の
写
真
は
、
落
合
長
崎
郵
便
局
が
昭
和

一
一
年
二
月
の
自
動
式
電
話
の
開
始
を
記
念
し

て
制
作
し
た
絵
は
が
き
で
す
。
郵
便
局
と
電
話

開
始
の
関
係
を
不
思
議
に
思
う
方
が
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
明
治
中
期
か
ら
そ
の
後
、

曲
折
を
経
て
昭
和
二
四
年
五
月
末
ま
で
、
郵
便

事
業
と
電
気
通
信
事
業
は
逓て

い
し
ん
し
ょ
う

信
省
が
管
轄
し
て

い
た
た
め
、
郵
便
局
は
郵
便
・
貯
金
・
保
険
業

務
の
ほ
か
に
、
電
信
・
電
話
業
務
も
行
な
っ
て

い
た
の
で
す
。『
落
合
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
落

合
長
崎
郵
便
局
は
、
大
正
一
一
年
に
電
信
業
務

を
開
始
し
、
昭
和
六
年
三
月
に
電
話
業
務
を
開

始
し
た
と
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
写
真
①
の
建
物
は
、
地
図
や
空
中

写
真
な
ど
か
ら
、
落
合
長
崎
郵
便
局
と
は
別
の

建
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
こ

の
郵
便
局
か
ら
約
七
〇
〇
ｍ
西
側
に
落
合
電
話

局
が
あ
り
（
現
豊
島
区
南
長
崎
二
‐
三
）、
写

真
①
の
外
観
に
よ
く
似
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
落
合
電
話
局
に

つ
い
て
照
会
し
た
と
こ
ろ
、「
落
合
分
局
」
時

代
の
沿
革
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

落
合
分
局
は
、
落
合
長
崎
郵
便
局
の
直ち

ょ
っ
か
つ轄
局

と
し
て
、
昭
和
五
年
五
月
に
手
動
式
電
話
局
と

し
て
開
局
し
ま
し
た
。
手
動
式
と
は
電
話
交
換

手
を
介
し
て
電
話
を
つ
な
ぐ
方
法
で
す
。
そ
の

後
、
新
た
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
て
の

局
舎
を
建
設
し
、
昭
和
八
年
五
月
に
竣し

ゅ
ん
こ
う工
、
昭

和
一
一
年
二
月
に
加
入
者
数
八
〇
〇
加
入
の
自

動
式
電
話
局
と
し
て
開
局
し
ま
し
た
。
自
動
式

と
は
交
換
手
を
介
さ
な
い
自
動
交
換
式
を
採
用

す
る
電
話
局
の
こ
と
で
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

写
真
①
は
落
合
分
局
の
建
物
と
な
り
ま
す
。

写
真
②
の
左
は
「
自
動
機
械
室
」
で
、
右
に

は
「
市
外
交
換
室
」
で
働
く
袴

は
か
ま

姿
の
電
話
交
換

手
が
写
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
当
時
、
市
外
電
話

は
ま
だ
手
動
式
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
後
、
落
合
分
局
は
昭
和
一
九
年
四
月
の

東
京
豊
島
電
話
局
発
足
時
に
、
同
電
話
局
の
落

合
分
局
に
編
入
さ
れ
ま
す
、
戦
後
は
、
二
回
の

増
築
に
よ
り
地
上
三
階
建
て
と
な
り
、
落
合
電

話
局
と
し
て
親
し
ま
れ
ま
し
た
（
現
存
せ
ず
）。

一
方
、
落
合
長
崎
郵
便
局
は
昭
和
三
五
年
に

新
宿
郵
便
局
落
合
長
崎
分
室
と
な
り
、
新
宿
北

郵
便
局
落
合
長
崎
分
室
を
経
て
、
現
在
は
新
宿

下
落
合
四
郵
便
局
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
調
査
協
力
：
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

（
郷
土
　
横
山 

恵
美
）写真②　左が自動機械室、右が市外交換室 写真①　電話事務室外観
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戦
前
、
豊
島
区
や
落
合
周
辺
に
住
ん
で
い

た
意
気
あ
る
芸
術
家
た
ち
、
と
り
わ
け
画
家

に
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学
を
望
む
も
の
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
豊
島
区
所
蔵
の
作
家
に
は

里
見
勝
蔵
（
一
八
九
五
―
一
九
八
一
）
や
藤
田
嗣

治
（
一
八
八
六
―
一
九
六
八
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
画
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
に
技
術
を
磨
き
な
が
ら
、
パ
リ
の
街
並
み
や

郊
外
の
自
然
を
描
い
た
作
品
を
数
多
く
残
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
風
景

が
い
か
に
魅
力
的
な
題
材
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ

ま
す
。
今
回
紹
介
す
る
吉よ

し
い井
忠た

だ
し

（
一
九
〇
九
―

一
九
九
九
、
福
島
県
生
ま
れ
）
も
フ
ラ
ン
ス
の

風
景
を
描
い
た
画
家
の
ひ
と
り
で
す
。
吉
井
は

一
九
三
六
年
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
に
渡
り
、
約
十
ヶ
月
滞
在
、
ほ
ぼ
独
学
で

画
業
の
鍛
錬
を
し
て
い
ま
す
。
ル
ー
ブ
ル
美
術
館

や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
行
き
来
し
、
オ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー

か
ら
最
新
の
作
家
の
活
動
ま
で
を
実
見
す
る

日
々
の
中
、《
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
》（
図
１
）
と
い
う

作
品
で
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム・ド・パ
リ
（N

otre-D
am
e 

de P
aris

）
の
司
教
座
聖
堂
の
西
側
正
面
を
描

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
作
家
の
帰
国
後
一
九
三
七

年
に
開
か
れ
た
「
吉
井
忠
滞
欧
作
品
展
」
に
て

二
三
点
の
作
品
と
共
に
発
表
し
た
作
品
で
、
友

人
の
寺
田
政
明
（
一
九
一
二
―
一
九
八
九
）
に
よ
る

展
評
で
は
筆
頭
に
評
価
を
得
て
い
ま
す
。「（
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
）(

サ
ン
・
ヂ
エ
ル
マ
ン
寺
院)

に
は
建

物
の
描
寫
力
な
ど
に
於
て
、
デ
ツ
サ
ン
の
把
握
か

ら
色
彩
の
構
成
に
新
ら
し
い
近
代
的
な
も
の
が

あ
り
空
間
の
表
現
も
美
し
い
。」
※
（
原
文
マ
マ
）

寺
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
吉
井
は
ノ
ー
ト
ル

＝
ダ
ム
寺
院
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
作
品

を
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
一一
六
三
年
に
着
工
さ
れ

た
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
司
教
座
聖
堂
は
、
垂
直
線
と

水
平
線
の
均
衡
を
重
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ゴ
シ
ッ

ク
様
式
を
体
現
し
、
中
で
も
西
正
面
の
入
り
口

フ
ァ
サ
ー
ド
は
そ
の
特
徴
を
顕
著
に
有
し
て
い
ま

す
。
柱
と
ア
ー
チ
で
構
成
さ
れ
た
壁
面
の
五
つ
の

階
層
は
、
二
つ
の
塔
の
間
か
ら
覗
く
尖
塔
が
中

心
軸
と
し
て
中
央
の
円
形
の
バ
ラ
窓
を
貫
き
な
が

ら
左
右
対
称
、
ま
た
階
層
毎
の
開
口
部
も
全
て

対
称
で
す
。
構
造
を
示
す
柱
の
直
線
の
上
を
走

る
、
階
層
を
成
す
水
平
帯
の
区
切
り
は
、
彫

刻
の
装
飾
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品

の
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
中
央
に
配
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
配
置
に
よ
っ
て
建
築
物
を

取
り
囲
む
手
前
の
地
面
や
遠
景
の
空
は
等
間
隔

の
余
白
と
し
て
機
能
し
、
建
築
物
に
お
け
る
調

和
を
よ
り
際
立
た
せ
て
見
せ
る
効
果
を
生
ん
で

い
ま
す
。
ア
ー
チ
や
壁
面
彫
刻
を
赤
と
緑
の
色

調
の
使
い
分
け
で
陰
影
に
富
ん
だ
表
情
に
仕
上

げ
た
フ
ァ
サ
ー
ド
の
筆
致
に
も
、
補
色
の
効
果
を

巧
み
に
計
算
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
ま
す
。
建

物
の
表
面
を
な
で
る
影
の
方
向
か
ら
、
日
の
出

か
ら
南
中
の
間
を
描
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、

吉
井
も
こ
の
建
築
物
の
形
状
に
純
粋
な
興
味
を

持
ち
、
フ
ァ
サ
ー
ド
の
影
が
よ
り
明
ら
か
に
発
生

す
る
時
刻
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
一
九
年
四
月
に
起
こ
っ
た
大
規
模
火
災
は

未
だ
生
々
し
い
記
憶
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
早

急
に
対
応
し
、
数
年
以
内
の
修
復
を
宣
言
し
て

い
ま
す
（
専
門
家
は
数
十
年
か
か
る
と
見
込
ん

で
い
ま
す
が
）。
昨
年
は
世
界
各
地
で
世
界
遺

産
な
ど
文
化
財
へ
の
甚
大
な
被
害
が
相
次
ぎ
ま

し
た
。
そ
れ
ら
の
報
せ
か
ら
は
文
化
財
へ
の
災
害

対
策
と
恒
久
的
保
護
の
難
し
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と

実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
状

況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
現
場
で
は
最
善
を
尽
く
す

の
み
で
す
。
　
　
　
　
　  

（
美
術
　
堀
口 

麗
）

1

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
行
っ
た
植
樹
政
策
に
よ
り
桜
の
名
所
と
な
っ
た
飛あ
す
か鳥

山や
ま

（
公

園
）。
上
の
錦に

し
き
え絵
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
板は
ん
こ
う行
の
昇
し
ょ
う
さ
い
い
っ
け
い

斎
一
景
に
よ
る
「
東
京
名
所

四
十
八
景
　
飛
鳥
や
ま
」
で
す
。
右
側
に
描
か
れ
る
桜
に
は
、
花は

な
び
ら弁

と
葉
両
方
が
描
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
桜
の
品
種
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
あ
る
い
は
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
（
の

類
）
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
日
本
全
国
に
分
布
す
る
桜
の
八
割
以
上
を
占
め
る
と
さ
れ
る

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
葉
が
出
る
前
に
開
花
し
、
花
が
散
っ
て
か
ら
葉
が
出
る
と
い
う
性
質

を
持
ち
ま
す
が
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
は
葉
が
出
た
後
、
葉
が
あ
る
状
態
で

開
花
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
推
測
が
で
き
る
の
で
す
。

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
（
染
井
吉
野
）
は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
が
交こ

う
ざ
つ雑

し
た
品

種
と
し
て
一
八
世
紀
後
半
頃
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
は
ヨ
シ
ノ
ザ
ク
ラ
あ

る
い
は
ヨ
シ
ノ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
植
物
学
者
の
藤
野
寄き

命め
い

が
明
治
三
三
年
に
桜

に
関
す
る
報
告
書
の
中
で
「
そ
め
い
よ
し
の
」
を
初
め
て
用
い
、
翌
年
植
物
学
者
の
松
村

任じ
ん
ぞ
う三

に
よ
り
学
名
が
与
え
ら
れ
、
以
降
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
い
う
和わ

名め
い

が
浸
透
し
て
い
き
ま

す
。
樹
形
や
花
の
美
し
さ
、
ま
た
管
理
の
容
易
さ
、
さ
ら
に
交
通
網
の
整
備
と
種
苗
業
界

に
お
け
る
通
信
販
売
の
普
及
も
あ
り
、二
〇
世
紀
以
降
急
速
に
全
国
へ
広
ま
り
ま
す
。よ
っ

て
先
の
錦
絵
が
板
行
さ
れ
る
明
治
年
間
初
め
に
は
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
飛
鳥
山
に
植
樹
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

さ
て
、
江
戸
時
代
の
文ぶ

ん
じ
ん人

で
狂き

ょ
う
か
し

歌
師
・
随
筆
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
大お

お
た田

南な
ん
ぽ畝

（
一
七
四
九

－

一
八
二
三
）
は
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
閏
う
る
う

二
月
九
日
（
現
在
の
暦
で

三
月
三
一
日
）
か
ら
上
野
・
日
暮
里
ほ
か
、
江
戸
の
花
名
所
へ
八
回
も
出
か
け
て
い
ま
す
。

「
彼
岸
桜
」、「
糸
桜
」、「
山
桜
」、「
牡
丹
桜
」、「
熊
谷
桜
」
と
い
っ
た
桜
花
を
愛
で
た
よ

う
で
、「
閏
二
月
九
日
に
初
め
て
花
を
見
、
二
十
三
日
ま
で
八
度
花
を
尋
ね
し
也
」
と
「
花

見
の
に
き
（
日
記
）」（『
大
田
南
畝
全
集
　
第
八
巻
』
所
収
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
開
花
か
ら
花
が
散
る
ま
で
お
お
よ
そ
二
週
間
、
現
在
の
東
京
地
方
の

花
見
は
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
に
特
化
し
た
い
わ
ば
短
期
集
中
型
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
早
咲

き
の
桜
か
ら
遅
咲
き
の
桜
ま
で
、
開
花
時
期
の
異
な
る
多
品
種
の
桜
を
楽
し
め
た
江
戸
の

花
見
は
、
長
期
分
散
型
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
果
た
し
て
花
見
の
ス
タ
イ
ル
の
お
好

み
は
皆
さ
ん
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？ 

 

　
　
　
　
　
　 

（
郷
土
　
秋
山 

伸
一
）

い
わ
ゆ
る

か
い
づ
か

い
け
ぶ
く
ろ
ひ
が
し

い
よ
い
よ
今
年
度
最
終
号
と
な
り
ま
し
た
。

『
か
た
り
べ
』
一
三
五
号
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

二
〇
一
九
年
は
元
号
が
平
成
か
ら
令
和
へ
と

変
わ
っ
た
歴
史
の
節
目
と
い
え
る
年
で
、
一
年

を
通
し
て
慌
た
だ
し
い
年
で
あ
っ
た
と
感
じ
ま

す
。
二
〇
二
〇
年
度
も
、
夏
に
は
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
大
き
な
イ
ベ
ン

ト
が
控
え
て
い
ま
す
が
、『
か
た
り
べ
』
は
例
年

通
り
刊
行
す
る
予
定
で
す
。
ご
愛
読
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
一
三
五
号
が
刊
行
す
る
三
月
は
、
産

卵
の
た
め
に
深
い
沖
合
の
海
か
ら
浅
い
沿
岸
部

に
移
動
す
る
マ
ダ
イ
が
よ
く
獲
れ
る
月
の
一
つ

で
す
。
地
域
に
よ
っ
て
差
は
あ
り
ま
す
が
、
暖

か
い
海
ほ
ど
産
卵
時
期
が
早
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
高
級
魚
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
マ
ダ
イ
は
、

や
や
深
い
岩
礁
や
砂
礫
底
に
生
息
す
る
肉
食
魚

で
す
。
赤
い
鮮
や
か
な
体
色
や
「
め
で
た
い
」

と
い
う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
も
、
正
月
や
結
婚
式

な
ど
の
祝
い
事
、
二
頁
で
紹
介
の
あ
っ
た
所
謂

「
ハ
レ
」
の
日
に
出
さ
れ
る
祝
儀
魚
と
し
て
日
本

人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
マ
ダ
イ
を
食
す
歴

史
は
古
く
、
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
豊
島
区
池
袋
本
町
に
位
置
す
る
池
袋
東

貝
塚
か
ら
は
、
実
際
に
マ
ダ
イ
の
頭
骨
や
顎
骨

な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ダ
イ
を
食
べ

る
機
会
が
あ
れ
ば
、
縄
文
時
代
に
ど
の
よ
う
に

調
理
し
て
食
し
て
い
た
か
、
想
像
を
し
て
み
る

と
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
編
集　

水
吉 

雄
人
）

編 

集 

後 

記

・
2020年3月13日

・
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・
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・
電話 03-3980-2351

　　　　　　URL
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み
づ
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春
鳥
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昭
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一
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二
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