
亡
び
行
く
江
戸
趣
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
島
寒
月

　
江
戸
趣
味
や
向
島
（
む
こ
う
じ
ま
）
沿
革
に
つ
い

て
話
せ
と
の
御
申
込
で
あ
る
が
、
元
来
が
不
羈
放
肆

（
ふ
き
ほ
う
し
）
な
、
し
か
も
皆
さ
ん
に
お
聞
か
せ

し
よ
う
と
日
常
研
究
し
用
意
し
て
い
る
も
の
で
な
い

か
ら
、
ど
ん
な
話
に
終
始
す
る
か
予
（
あ
ら
か
じ
）

め
お
約
束
は
出
来
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
人
は
よ
く
私
を
江
戸
趣
味
の
人
間
で
あ
る
よ
う
に

い
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
単
な
る
江
戸
趣
味
の
小
天

地
に
跼
蹐
（
き
ょ
く
せ
き
）
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
私
は
日
常
応
接
す
る
森
羅
万
象
（
し
ん
ら
ば
ん

し
ょ
う
）
に
親
し
み
を
感
じ
、
こ
れ
を
愛
玩
（
あ
い

が
ん
）
し
て
は
、
た
だ
こ
の
中
に
プ
レ
イ
し
て
い
る

の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
洋
の
東
西
、
古
今
を
問
わ
ず
、

卑
し
く
も
私
の
趣
味
性
を
唆
（
そ
そ
）
る
も
の
あ
ら

ば
座
右
に
備
え
て
悠
々
自
適
（
ゆ
う
ゆ
う
じ
て
き
）

し
、
興
来
っ
て
新
古
の
壱
巻
を
も
繙
（
ひ
も
と
）
け
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ば
、
河
鹿
笛
（
か
じ
か
ぶ
え
）
も
な
ら
し
、
朝
鮮
太

鼓
も
打
つ
、
時
に
は
ウ
ク
レ
ル
を
奏
し
て
は
土
人
の

尻
振
り
ダ
ン
ス
を
想
っ
て
原
始
な
ヂ
ャ
バ
土
人
の
生

活
に
楽
し
み
、
時
に
は
オ
ク
ラ
イ
ナ
を
吹
い
て
は
ス

ペ
イ
ン
の
南
国
情
緒
に
陶
酔
（
と
う
す
い
）
も
す
る
、

ま
た
ク
ラ
ラ
・
キ
ン
ベ
ル
・
ヤ
ン
グ
や
ロ
ン
チ
ャ
ニ

ー
も
好
愛
し
、
五
月
信
子
や
筑
波
雪
子
の
写
真
も
座

臥
（
ざ
が
）
に
用
意
し
て
喜
べ
る
。
こ
う
い
う
風
に

私
は
事
々
物
々
総
（
す
べ
）
て
に
親
愛
を
見
出
す
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
　
　
　
オ
モ
チ
ヤ
の
十
徳
（
じ
ゅ
っ
と
く
）

一
、
ト
ー
イ
ラ
ン
ド
は
自
由
平
等
の
楽
地
也
（
な
り
）
。

一
、
各
自
互
に
平
和
な
り
。

一
、
縮
小
し
て
世
界
を
観
る
こ
と
を
得
。

一
、
各
地
の
風
俗
を
知
る
の
便
あ
り
。

一
、
皆
其
（
そ
）
の
知
恵
者
よ
り
成
れ
り
。

一
、
沈
黙
に
し
て
雄
弁
な
り
。

一
、
朋
友
と
面
座
上
に
接
す
。

一
、
其
（
そ
）
の
物
よ
り
求
め
ら
る
ゝ
の
煩
な
し
。
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一
、
依
之
（
こ
れ
に
よ
り
て
）
我
を
教
育
す
。

一
、
年
を
忘
れ
し
む
。

　
　
皆
お
も
ち
や
子
供
の
も
て
る
も
の
ゝ
み
を

　
　
　
　
　
　
そ
れ
と
思
へ
る
人
も
あ
る
ら
む

　
こ
れ
が
、
私
が
応
接
す
る
総
て
を
愛
玩
出
来
る
心

で
、
ま
た
私
の
哲
学
で
あ
る
。
従
っ
て
玩
具
を
損
失

し
た
か
ら
と
て
、
少
し
も
惜
い
と
は
思
わ
な
い
。
私

は
這
般
（
し
ゃ
は
ん
）
の
大
震
災
で
世
界
の
各
地
か

ら
蒐
集
（
し
ゅ
う
し
ゅ
う
）
し
た
再
び
得
が
た
い
三

千
有
余
の
珍
ら
し
い
玩
具
や
、
江
戸
の
貴
重
な
資
料

を
全
部
焼
失
し
た
が
、
別
し
て
惜
し
い
と
は
思
わ
な

い
。
虚
心
坦
懐
（
き
ょ
し
ん
た
ん
か
い
）
、
去
る
も

の
を
追
わ
ず
、
来
る
も
の
は
拒
ま
ず
と
い
う
、
未
練

も
執
着
も
な
い
無
碍
（
む
が
い
）
な
境
地
が
私
の
心

で
あ
る
。
そ
れ
故
私
の
趣
味
は
常
に
変
遷
転
々
（
へ

ん
せ
ん
て
ん
て
ん
）
と
し
て
極
ま
る
を
知
ら
ず
、
た

だ
世
界
に
遊
ぶ
と
い
う
気
持
で
、
江
戸
の
み
に
限
ら

れ
て
い
な
い
。
私
の
若
い
時
代
は
江
戸
趣
味
ど
こ
ろ

か
、
か
え
っ
て
福
沢
諭
吉
先
生
の
開
明
的
な
思
想
に

鞭
撻
（
べ
ん
た
つ
）
さ
れ
て
欧
化
に
憧
れ
、
非
常
な
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勢
い
で
西
洋
を
模
倣
し
、
家
の
柱
な
ど
は
ド
リ
ッ
ク

に
削
（
け
ず
）
り
、
ベ
ッ
ド
に
寝
る
、
バ
タ
を
食
べ
、

頭
髪
ま
で
も
赤
く
縮
（
ち
ぢ
）
ら
し
た
い
と
願
っ
た

ほ
ど
の
心
酔
ぶ
り
だ
っ
た
。
そ
う
は
い
え
私
は
父
か

ら
受
け
継
い
だ
の
か
、
多
く
見
、
多
く
聞
き
、
多
く

楽
し
む
と
い
う
性
格
に
恵
ま
れ
て
、
江
戸
の
事
も
比

較
的
多
く
見
聞
き
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
た
だ

自
ら
プ
レ
イ
す
る
気
持
だ
け
で
、
後
世
に
語
り
伝
え

よ
う
と
思
う
て
研
究
し
た
訳
で
は
な
い
が
、
お
望
み

と
あ
ら
ば
と
に
か
く
漫
然
で
あ
る
が
、
見
聞
の
一
端

を
思
い
出
づ
る
ま
ま
に
と
り
と
め
も
な
く
お
話
し
て

見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
古
代
か
ら
ダ
ー
ク
と
ラ
イ
ト
と
は
、
文
明
と
非
常

に
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
、
文
明
は
あ
か
り
を

伴
う
も
の
で
あ
る
。
元
禄
時
代
の
如
き
は
非
常
に
明

（
あ
か
る
）
い
気
持
が
あ
っ
た
が
や
は
り
江
戸
時
代

は
暗
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
花
火
に
つ
い
て
見
る
も
、
今
日
に
較
（
く
ら
）
ぶ
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れ
ば
と
て
も
幼
稚
な
も
の
で
、
今
見
る
よ
う
な
華
や

か
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
何
ん
の
変
哲
も
光
彩
も
な

い
た
だ
の
火
の
二
、
三
丈
も
飛
び
上
る
も
の
が
、
花

火
と
し
て
大
騒
ぎ
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
体
花
火

は
暗
い
所
に
よ
く
映
（
は
）
ゆ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

今
日
は
化
学
が
進
歩
し
て
色
々
の
も
の
が
工
夫
さ
れ

て
い
る
が
、
同
時
に
囲
り
が
明
る
く
さ
れ
て
い
る
の

で
、
か
え
っ
て
よ
く
環
境
（
か
ん
き
ょ
う
）
と
照
映

し
な
い
憾
（
う
ら
）
み
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
昔
か
ら
花
火
屋
の
あ
る
処
は
暗
い
も
の
の
例
と
な

っ
て
い
る
位
で
、
店
の
真
中
に
一
本
の
燈
心
を
灯
し
、

こ
れ
を
繞
（
め
ぐ
）
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
火
薬
に
、

朱
書
（
し
ゅ
が
き
）
さ
れ
た
花
火
と
い
う
字
が
茫
然

と
浮
出
（
う
き
だ
）
し
て
い
る
情
景
は
、
子
供
心
に

忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
の
一
つ
で
、
暗
い
も
の
の
標
語

に
花
火
屋
の
行
燈
（
あ
ん
ど
ん
）
と
い
う
が
、
全
く

そ
の
通
り
で
あ
る
。
当
時
は
花
火
の
種
類
も
僅
（
わ

ず
）
か
で
、
大
山
桜
と
か
鼠
と
い
う
よ
う
な
、
ほ
ん

の
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
と
音
を
た
て
て
、
地
上
に
た
だ
落
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ち
る
だ
け
位
の
つ
ま
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
、
そ
れ

で
も
ま
た
ミ
ケ
ン
ジ
ャ
ク
や
烏
万
燈
等
と
共
に
賞
美

さ
れ
、
私
た
ち
の
子
供
の
時
分
に
は
、
日
本
橋
横
山

町
二
丁
目
の
鍵
屋
（
か
ぎ
や
）
と
い
う
花
火
屋
へ
せ

っ
せ
と
買
い
に
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
芝
居
に
つ
い
て
見
る
も
、
今
日
の
如
く
照
明
の
発

達
し
た
明
る
い
中
で
演
ず
る
の
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
は
全
く
の
暗
闇
で
芝
居
し
て
い
る
よ
う
な
有
様
で

あ
っ
た
の
で
、
昔
は
面
（
つ
ら
）
あ
か
り
と
い
っ
て

長
い
二
間
も
あ
る
柄
の
つ
い
た
も
の
を
、
役
者
の
顔

前
に
差
出
し
て
芝
居
を
見
せ
た
も
の
で
、
な
か
な
か

趣
き
が
あ
っ
た
。
人
形
芝
居
に
し
て
も
、
今
日
は
明

る
い
た
め
に
か
え
っ
て
人
形
遣
い
の
方
が
邪
魔
に
な

っ
て
よ
ほ
ど
趣
き
を
打
壊
す
が
、
昔
は
暗
い
上
に
八

つ
口
だ
け
の
赤
い
、
真
黒
な
「
く
ろ
も
」
と
い
う
も

の
を
着
附
け
て
い
た
の
で
目
障
（
め
ざ
わ
）
り
で
は

な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
木
魚
（
も
く
ぎ
ょ
）
や
鐘
を

使
っ
た
り
、
ま
た
バ
タ
バ
タ
音
を
立
て
る
よ
う
な
種

々
の
形
容
楽
器
に
苦
心
し
て
、
劇
に
な
く
て
は
な
ら
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な
い
気
分
を
相
応
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
芝
居
の

時
間
も
長
く
は
ね
は
十
二
時
過
ぎ
か
ら
一
時
過
ぎ
に

及
び
、
朝
も
暗
い
中
（
う
ち
）
か
ら
押
（
お
し
）
か

け
て
行
く
と
い
う
熱
心
さ
で
、
よ
く
絵
に
見
か
け
る

半
身
を
前
に
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
行
く
様
が
あ
る

が
、
ど
ん
な
に
一
生
懸
命
で
あ
っ
た
か
を
実
証
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
昔
は
ま
た
役
者
の
簪
（
か
ん
ざ
し
）
と
か
、
紋
印

が
し
て
あ
る
扇
子
（
せ
ん
す
）
や
櫛
（
く
し
）
な
ど

を
身
に
飾
っ
て
狂
喜
し
た
も
の
だ
。
で
役
者
の
方
で

も
、
狂
言
に
因
（
ち
な
）
ん
だ
物
を
娘
た
ち
に
頒
（

わ
か
）
っ
て
人
気
を
集
め
た
も
の
で
、
こ
れ
を
浅
草

の
金
華
堂
（
き
ん
か
ど
う
）
と
か
い
う
の
で
造
っ
て

い
た
。
当
時
の
五
代
目
菊
五
郎
の
人
気
な
ど
は
実
に

素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
一
丁
目
の
中
村
座
を
越
え
て

わ
ざ
わ
ざ
市
村
座
へ
通
う
人
も
少
く
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
前
述
も
し
た
よ
う
に
、
と
に
か
く
江
戸
時
代
は
暗

か
っ
た
。
だ
が
文
明
は
光
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
我
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国
に
は
古
く
か
ら
八
間
と
い
う
燈
（
あ
か
り
）
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
寺
院
な
ど
に
多
く
あ
る
も
の
で
、
実

際
は
八
間
は
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
大
き
い
の
で
こ

の
名
が
あ
る
。
ま
た
当
時
よ
く
常
用
さ
れ
た
も
の
に

蝋
台
（
ろ
う
だ
い
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
蝋
燭
（
ろ
う

そ
く
）
を
灯
す
に
用
い
多
く
会
津
（
あ
い
づ
）
で
出

来
た
、
い
わ
ゆ
る
絵
ロ
ー
ソ
ク
を
使
っ
た
も
の
で
、

今
日
で
も
東
本
願
寺
な
ど
浄
土
宗
派
の
お
寺
で
は
こ

れ
を
用
い
て
い
る
。
中
に
は
筍
形
（
た
け
の
こ
が
た
）

を
し
た
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
行
燈
に
入
れ
る
も
の
に

「
ひ
ょ
う
そ
く
」
と
い
う
も
の
を
用
い
た
。
そ
れ
か

ら
今
で
も
奥
州
方
面
の
山
間
へ
行
く
と
あ
る
「
で
っ

ち
」
と
い
う
も
の
が
使
わ
れ
た
。
そ
れ
は
松
脂
（
ま

つ
や
に
）
の
蝋
で
練
（
ね
）
り
固
め
た
も
の
で
、
こ

れ
に
類
似
し
た
田
行
燈
と
い
う
も
の
を
百
姓
家
で
は

用
い
た
。
こ
れ
は
今
で
も
一
（
い
ち
）
の
関
（
せ
き
）

辺
へ
行
く
と
遺
（
の
こ
）
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
支
那
か
ら
伝
来
し
て
来
た
竹
紙
（
ち
く
し
）
と
い

う
、
紙
を
撚
合
（
よ
り
あ
わ
）
せ
て
作
っ
た
火
縄
（
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ひ
な
わ
）
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
点

火
さ
れ
て
お
っ
て
も
、
一
見
消
え
た
如
く
で
、
一
吹

き
す
る
と
火
を
現
わ
す
の
で
な
か
な
か
経
済
的
で
、

煙
草
の
火
附
（
ひ
つ
け
）
に
非
常
に
便
利
が
ら
れ
た
。

ま
た
明
治
の
初
年
に
は
龕
燈
提
灯
（
が
ん
ど
う
ち
ょ

う
ち
ん
）
と
い
う
、
如
何
に
上
下
左
右
す
る
も
中
の

火
は
常
に
安
定
の
状
態
に
あ
る
よ
う
に
、
巧
（
た
く

み
）
に
造
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
現
に
熊
本
県

下
に
は
ま
だ
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
質
屋
な

ど
で
は
必
ら
ず
金
網
の
ボ
ン
ボ
リ
を
用
い
た
。
こ
れ

は
よ
そ
か
ら
の
色
々
な
大
切
な
も
の
を
保
管
し
て
い

る
の
で
、
万
一
を
慮
（
お
も
ん
ぱ
）
か
っ
て
特
に
金

網
で
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
明
治
時
代
の
さ
る
小
説
家
が
生
半
可
（
な
ま
は
ん

か
）
で
、
彼
の
小
説
中
に
質
屋
の
倉
庫
に
提
灯
を
持

っ
て
入
っ
た
と
書
い
て
識
者
の
笑
い
を
招
い
た
事
も

あ
る
。
越
え
て
明
治
十
年
頃
と
思
う
が
、
始
め
て
洋

燈
（
ラ
ン
プ
）
が
移
入
さ
れ
た
当
時
の
洋
燈
は
、
パ

リ
ー
だ
と
か
倫
敦
辺
（
ロ
ン
ド
ン
あ
た
り
）
で
出
来
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た
舶
来
品
で
、
割
合
に
明
（
あ
か
る
）
い
も
の
で
あ

っ
た
が
、
困
る
こ
と
に
は
「
ほ
や
」
な
ど
が
壊
（
こ

わ
）
れ
て
も
、
部
分
的
な
破
損
を
補
う
事
が
不
可
能

で
、
全
部
新
規
に
買
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
不
便
が
あ

っ
た
。
石
油
な
ど
も
口
を
封
蝋
（
ふ
う
ろ
う
）
で
缶

（
か
ん
）
し
て
あ
る
大
き
な
罎
入
（
か
め
い
り
）
を

一
缶
（
ひ
と
か
ん
）
ず
つ
購
（
も
と
）
め
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
そ
ん
な
具
合
で
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
家
と
て
は
、

ほ
ん
の
油
町
に
一
軒
、
人
形
町
に
一
軒
、
日
本
橋
に

一
軒
と
い
う
稀
（
ま
れ
）
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
瓦
斯
燈
（
ガ
ス
と
う
）
に
変
り
、
電
燈
に
移
っ

て
今
日
で
は
五
十
燭
光
（
し
ょ
っ
こ
う
）
で
も
ま
だ

暗
い
と
い
う
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
、
ラ
ン
プ
さ
え

も
よ
ほ
ど
の
山
間
僻
地
（
さ
ん
か
ん
へ
き
ち
）
で
も

全
く
見
ら
れ
な
い
、
時
世
の
飛
躍
的
な
推
移
は
驚
愕

（
き
ょ
う
が
く
）
の
外
は
な
い
。
瓦
斯
の
入
来
し
た

の
は
明
治
十
三
、
四
年
の
頃
で
、
当
時
吉
原
（
よ
し

わ
ら
）
の
金
瓶
大
黒
と
い
う
女
郎
屋
の
主
人
が
、
東
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京
の
も
の
を
一
手
に
引
受
け
て
い
た
時
が
あ
っ
た
。

昔
の
も
の
は
花
瓦
斯
と
い
っ
て
焔
の
上
に
何
も
蔽
（

お
お
）
わ
ず
、
マ
ン
ト
ル
を
か
け
た
の
は
後
年
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
移
り
変
り
は
全
く
躍
進
的
で
、

総
て
が
全
く
隔
世
（
か
く
せ
い
）
の
転
換
を
し
て
い

る
。
こ
の
向
島
も
全
く
昔
の
俤
（
お
も
か
げ
）
は
失

わ
れ
て
、
西
洋
人
が
讃
美
し
憧
憬
す
る
広
重
の
錦
絵

（
に
し
き
え
）
に
見
る
、
隅
田
の
美
し
い
流
れ
も
、

現
実
に
は
煤
煙
（
ば
い
え
ん
）
に
汚
れ
た
り
、
自
動

車
の
煽
（
あ
お
）
る
黄
塵
（
こ
う
じ
ん
）
に
塗
（
ま

み
）
れ
、
殊
に
震
災
の
蹂
躙
（
じ
ゅ
う
り
ん
）
に
全

く
荒
れ
果
て
、
隅
田
の
情
趣
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

屋
形
船
（
や
か
た
ぶ
ね
）
も
乗
る
人
の
気
分
も
変
り
、

型
も
改
ま
っ
て
全
く
昔
を
偲
（
し
の
）
ぶ
よ
す
が
も

な
い
。
こ
の
屋
形
船
は
大
名
遊
び
や
町
人
の
札
差
（

ふ
だ
さ
）
し
が
招
宴
に
利
用
し
た
も
の
で
、
大
抵
は

屋
根
が
な
く
、
一
人
や
二
人
で
乗
る
の
で
な
く
て
、

中
に
芸
者
の
二
人
も
混
ぜ
て
、
近
く
は
牛
島
、
遠
く
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は
水
神
の
森
に
遊
興
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
向
島
は
桜
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
雪
と
か
月
と
か

で
優
れ
て
面
白
く
、
三
囲
（
み
め
ぐ
り
）
の
雁
木
（

が
ん
ぎ
）
に
船
を
繋
（
つ
な
）
い
で
、
秋
の
紅
葉
を

探
勝
す
る
こ
と
は
特
に
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
た
。
季
節

々
々
に
は
船
が
輻
輳
（
ふ
く
そ
う
）
す
る
の
で
、
遠

い
向
う
岸
の
松
山
に
待
っ
て
い
て
、
こ
っ
ち
か
ら
竹

屋
！
　
と
大
声
で
よ
ぶ
と
、
お
う
と
答
え
て
、
お
茶

な
ど
を
用
意
し
て
ギ
ッ
シ
ギ
ッ
シ
漕
（
こ
）
い
で
来

る
情
景
は
、
今
も
髣
髴
（
ほ
う
ふ
つ
）
と
憶
（
お
も
）

い
出
さ
れ
る
。
こ
の
竹
屋
の
渡
し
で
向
島
か
ら
向
う

岸
に
渡
ろ
う
と
す
る
人
の
多
く
は
、
芝
居
や
吉
原
に

打
興
（
う
ち
き
ょ
う
）
じ
よ
う
と
す
る
者
、
向
島
へ

渡
る
も
の
は
枯
草
の
情
趣
を
味
う
と
か
、
草
木
を
愛

し
て
見
よ
う
と
か
、
遠
乗
り
に
行
楽
し
よ
う
と
か
、

い
ず
れ
も
た
だ
物
見
遊
山
（
も
の
み
ゆ
さ
ん
）
す
る

も
の
の
み
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
◇

　
向
島
で
は
こ
れ
ら
の
風
流
人
を
迎
え
て
業
平
（
な
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り
ひ
ら
）
し
じ
み
と
か
、
紫
鯉
と
か
、
く
わ
い
と
か
、

芋
と
か
土
地
の
名
産
を
紹
介
し
て
、
い
わ
ゆ
る
田
舎

料
理
麦
飯
を
以
（
も
）
っ
て
遇
し
、
あ
る
い
は
主
と

し
て
川
魚
を
御
馳
走
（
ご
ち
そ
う
）
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
地
は
禁
猟
の
域
で
自
然
と
鳥
が
繁
殖
し
、

後
年
掟
（
お
き
て
）
の
ゆ
る
む
に
従
っ
て
焼
き
鳥
も

ま
た
名
物
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
如
上
捕
捉

（
ほ
そ
く
）
す
る
事
も
出
来
な
い
、
御
注
文
か
ら
脱

線
し
た
と
り
と
め
も
な
い
も
の
に
終
っ
た
が
、
予
め

お
断
り
し
て
置
い
た
通
り
常
に
プ
レ
イ
す
る
以
外
に

研
究
の
用
意
も
、
野
心
も
な
い
私
に
、
組
織
的
な
お

話
の
出
来
よ
う
は
ず
が
な
い
か
ら
、
こ
の
度
は
こ
れ

で
責
（
せ
め
）
を
ふ
さ
ぐ
事
に
す
る
。

（
大
正
十
四
年
八
月
二
十
四
、
五
、
六
日
『
日
本
新

聞
』
）

底
本
：
「
梵
雲
庵
雑
話
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
　

　
　
　
1
9
9
9
（
平
成
1
1
）
年
8
月
1
8
日
第

1
刷
発
行
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※
「
ミ
ケ
ン
ジ
ャ
ク
」
の
あ
と
に
編
集
部
の
注
記
が

あ
り
ま
す
が
、
除
き
ま
し
た
。

※
本
作
品
中
に
は
、
身
体
的
・
精
神
的
資
質
、
職
業
、

地
域
、
階
層
、
民
族
な
ど
に
関
す
る
不
適
切
な
表
現

が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
作
品
の
時
代
背
景
と
価

値
、
加
え
て
、
作
者
の
抱
え
た
限
界
を
読
者
自
身
が

認
識
す
る
こ
と
の
意
義
を
考
慮
し
、
底
本
の
ま
ま
と

し
ま
し
た
。
（
青
空
文
庫
）

入
力
：
小
林
繁
雄

校
正
：
門
田
裕
志

2
0
0
3
年
2
月
9
日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、

青
空
文
庫
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
o
z
o

r
a
.
g
r
.
j
p
/
）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、

校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

皆
さ
ん
で
す
。

●
表
記
に
つ
い
て
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･

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
　
W
3
C
　
勧
告

　
X
H
T
M
L
1
.
1
　
に
そ
っ
た
形
式
で
作
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

･

傍
点
や
圏
点
、
傍
線
の
付
い
た
文
字

は
、
強
調
表
示
に
し
ま
し
た
。

辺
境
文
庫
に
て
P
D
F
製
本

2
0
0
7
年
7
月
2
1
日
作
成
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