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と
繋
ぐ
こ
と
は
、当
時
の
鉄
道
関
係
者

の
悲
願
で
も
あ
っ
た
。そ
の
た
め
新
橋

駅（
当
時
の
駅
は
の
ち
の「
汐
留
駅
」と
な

る
）の
西
側
の「
烏
森
」を
迂
回
し
て
上

野
に
向
か
い
、途
中
に
中
央
停
車
場（
現

「
東
京
駅
」）を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

道
線
」の
起
点
で
あ
っ
た
新
橋
〜
品
川

間
を
、こ
の
と
き
す
で
に
上
野
か
ら
高

崎
ま
で
開
通
し
て
い
た「
東
北
線
」と

つ
な
ぐ
た
め
の
計
画
だ
っ
た
。

　

東
海
道
線
は
、国
が
計
画
し
た
日
本

全
体
の
鉄
道
幹
線
網
の
筆
頭
で
あ
る

が
、東
北
線
は
、国
と
の
協
調
で
活
動

し
は
じ
め
た
民
営
の「
日
本
鉄
道
」の

も
の
、そ
こ
で「
品
川
線
」 （
品
川
〜
赤

羽
間
）は
、相
互
の
合
意
に
よ
っ
て
明

治
十
七
年
に
着
工
さ
れ
た
。

　

民
営
の「
甲
武
鉄
道
」の「
中
央
線
」

が
新
宿
に
乗
り
入
れ（
明
治
二
十
二
年
）、

池
袋
か
ら
田
端
へ
日
本
鉄
道「
豊
島

線
」が
開
通（
明
治
三
十
六
年
）、品
川
〜

田
端
間
の
直
通
運
転
が
始
ま
っ
た
の

で
、品
川
線
・
豊
島
線
を
合
わ
せ
、こ

の
と
き
山
手
線
の
西
側
部
分
が
完
成

し
た（
路
線
図
①
）。

　

一
方
、新
橋
駅
と
上
野
駅
を
直
結
す

る
東
側
部
分
の
建
設
は

ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

明
治
初
期
か
ら
計
画

さ
れ
て
い
た
こ
の
経
路

は
下
町
を
縦
貫
し
、銀

座
な
ど
の
商
業
地
域
が

所
在
し
て
い
た
の
で
、

線
路
を
敷
く
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
困

難
な
こ
と
だ
っ
た
。

　

中
央
停
車
場
の
建
設
案
が
浮
上

　

か
つ
て
京
浜
間
を
結
ぶ
鉄
道
の
起

点
と
し
て
設
け
ら
れ
た
新
橋
を
、日
本

全
体
の
鉄
道
網
の
拠
点
と
し
て
上
野
駅
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神
田
駅
、秋
葉
原
駅
が
出
来
上
が
っ

て
間
も
な
く
、十
一
月
一
日
、山
手
線

の
環
状
運
転
は
つ
い
に
開
始
さ
れ
た

の
で
あ
る
。思
い
起
こ
せ
ば
、新
橋
〜

品
川
間
の
運
行
が
開
始
さ
れ
た
の
は

明
治
五
年
な
の
で
、こ
の
と
き
ま
で
半

世
紀
余
り
も
の
年
月
が
流
れ
て
い
た
。

　

今
や
山
手
線
の
各
駅
は
・
・
・

　

JR
東
海
道
線
、横
須
賀
線
、京
浜
東

北
線
、中
央
線
、総
武
線
、埼
京
線
な
ど

と
接
続
さ
れ
、東
京
駅
は
新
幹
線
の
発

着
駅
と
な
り
、山
手
線
は
そ
れ
ら
各
線

の
中
核
と
な
っ
て
、利
便
性
は
ま
す
ま

す
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

地
下
鉄
と
接
続
さ
れ
て
都
心
の
核

と
な
っ
た
山
手
線
・
・
・

　

加
え
て
、戦
後
都
心
の
交
通
網
と
し

て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

地
下
鉄
と
、ま
た
郊
外
へ
と
放
射
状
に

拡
大
さ
れ
た
私
鉄
と
も
直
結
し
た
の

で
、通
勤
路
線
と
し
て
最
重
要
な
路
線

と
な
っ
た
。ま
た
か
つ
て
の
貨
物
線

は
、高
速
の
埼
京
線
、湘
南
新
宿
ラ
イ

ン
と
し
て
変
身
し
つ
つ
、山
手
線
と
競

合
す
る
場
面
と
も
な
り
、広
域
の
交
通

は
ま
す
ま
す
高
速
化
に
向
か
う
。

入
れ
、中
野
を
出
た
中
央
線
の
電
車

は
、新
宿
、お
茶
の
水
を
経
て
山
手
線

に
入
り
、外
回
り
線
を
ぐ
る
り
と
回
っ

て
、品
川
、目
黒
、渋
谷
、新
宿
、池
袋
、

田
端
を
通
過
し
つ
つ
上
野
駅
へ
と
向

か
う
。内
回
り
は
逆
に
池
袋
、新
宿
、渋

谷
、品
川
、東
京
を
通
っ
て
中
央
線
に

入
り
、中
野
ま
で
、い
わ
ゆ
る「
の
」の

字
運
転
と
い
う
運
行
が
開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
大
正
十
二
年
、関
東
大
震
災
に

よ
る
被
害
で
、「
の
」の
字
運
転
は
中
止

さ
れ
、再
開
さ
れ
た
の
は
翌
年
七
月
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

上
野
駅
と
東
京
駅
と
を
繋
ぐ
・
・
・

　

こ
の「
の
」の
字
を
つ
な
げ
て
環
状

の
運
転
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、東
京

〜
上
野
間
を
連
結
し
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。当
時
東
京
市
区
内
で
商
業
活
動
が

も
っ
と
も
盛
ん
な
日
本
橋
の
問
屋
は
、

各
地
と
の
物
産
の
取
引
き
を
し
て
い

た
の
で
、荷
物
を
新
橋
、上
野
両
停
車

場
に
分
け
て
運
搬
し
て
い
た
。と
こ
ろ

が
東
北
地
方
に
輸
送
す
る
貨
物
を
馬

車
の
輸
送
で
は
捌
き
き
れ
な
い
の
で
、

新
橋
・
上
野
停
車
場
間
の
線
路
を
接

続
し
、交
通
・
貨
物
輸
送
の
便
を
増
大

さ
せ
る
こ
と
は
焦
眉
の
急
と
な
っ
て

い
た
。ま
た
こ
の
区
間
の
連
結
は
、か

ね
て
か
ら
鉄
道
敷
設
の
先
頭
に
立
っ

て
鉄
道
庁
長
官
を
務
め
た
井
上
勝す
ぐ
るの

悲
願
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
大
正
十
二
年
、関
東
大
震
災

で
高
架
線
の
工
事
は
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
の
で
、「
神
田
〜
秋
葉
原
〜

上
野
」間
が
完
工
し
た
の
は
大
正
十
四

年
九
月
に
な
っ
た（
路
線
図
③
）。

九
月
に
は
有
楽
町
〜
呉
服
橋
へ
と
延
伸

さ
れ
た
が
、「
呉
服
橋
駅
」は
中
央
駅
と

し
て
の
東
京
駅
が
完
工
す
る
ま
で
の
仮

駅
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

東
京
駅
舎
が
完
工

　

中
央
駅
は
辰
野
金
吾
の
設
計
に
決
ま

り
、明
治
四
十
一
年
基
礎
工
事
が
始
め
ら

れ
、六
年
半
の
歳
月
を
経
て
大
正
三
年

（
１
９
１
４
）12
月
、軍
艦
の
よ
う
な
巨
大

な
駅
舎
は
つ
い
に
完
成
し
た
。

　

鉄
道
の
発
祥
地
と
し
て
の「
新
橋
」

駅
は「
汐
留
」に
、ま
た「
烏
森
」駅
は

「
新
橋
」と
改
称
さ
れ
、「
呉
服
橋
」仮

駅
は
廃
止
さ
れ
た
。大
正
八
年
三
月
、

中
央
線
の 

「
東
京
」
〜 

「
万
世
橋
」が

開
通
、 「
東
京
」駅
か
ら 

「
神
田
」「
御

茶
の
水
」「
四
ッ
谷
」を
通
過
し
て「
新

宿
」に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、中
央
線
の
中
野
駅
か
ら
、新
宿

〜
四
ッ
谷
〜
東
京
〜
品
川
〜
池
袋
〜

上
野
駅
を
電
車
が
往
復
運
行
す
る
鉄

路
が
完
成
し
た（
路
線
図
②
）。

　
「
の
」の
字
運
行

　

中
央
線
と
山
手
線
は
相
互
に
乗
り

　

商
業
地
域
に
鉄
路
を
敷
く
た
め
に
考

え
ら
れ
た
苦
肉
の
策
は
、「
市
街
高
架

鉄
道
」の
建
設
で
あ
る
。明
治
三
十
三

年
、い
よ
い
よ
高
架
線
の
工
事
に
着
手

し
た
が
、予
算
不
足
の
た
め
工
事
中
断

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
。同
三
十
九
年

鉄
道
が
国
有
化
さ
れ
た
の
で
、高
架
工

事
が
再
開
さ
れ
、そ
し
て
三
年
、よ
う

や
く
明
治
四
十
二
年
に
烏
森
駅（
の
ち

に「
新
橋
駅
」と
な
る
）が
誕
生
、つ
づ
い

て
田
町
駅
・
浜
松
町
駅
が
開
業
し
た
。

烏
森
〜
品
川
〜
新
宿
〜
池
袋
〜
田
端
〜

上
野
と
い
う
ル
ー
ト
が
完
成
し
た
の

で
、は
じ
め
て
電
車
が
走
り
始
め
た
が
、

し
ば
し
ば
電
化
さ
れ
る
前
の
旅
客
用
の

汽
車
も
走
っ
て
い
た
。こ
の
こ
ろ
、夜

中
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の「
汽
笛
」は
、

し
み
じ
み
と
心
に
沁
み
る
も
の
だ
っ
た

と
い
う
。

　

翌
年
六
月
に
は
烏
森
〜
有
楽
町
間
、

　

山
手
線
は
二
分
間
隔
で
走
る
・
・
・

　

通
勤
客
で
混
み
合
う
朝
夕
の
ラ
ッ

シ
ュ
で
は
、「
車
体
が
乗
客
に
よ
っ
て

膨
ら
む
の
で
は
・
・
・
」と
思
わ
れ
る

く
ら
い
・
・
・
、そ
し
て
過
密
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
運
行
さ
れ
る
山
手
線
は
、

都
心
の
大
量
輸
送
に
貢
献
し
つ
つ
今

日
も
走
る
。

　

明
る
い
グ
リ
ー
ン
の
車
両
は
乗
客

の
目
を
癒
し
、ぐ
る
り
と
廻
れ
ば
ま
た

元
の
駅
に
戻
っ
て
く
る
・
・
・
、そ
の

安
心
感
が
脳
裏
を
よ
ぎ
る
と
、山
手
線

の
乗
客
は
ほ
っ
と
す
る
。

　

山
手
線
の
建
設
は
明
治
五
年

（
１
８
７
２
）に
は
じ
ま
っ
た
・
・
・

　

明
治
新
政
府
は
新
橋
〜
横
浜
間
の

鉄
道
を
開
業
、そ
れ
か
ら
十
数
年
後
に

な
っ
て
よ
う
や
く
、品
川
を
経
由
し
て

山
手
線
の
西
側
が
開
通
し
た
。民
営
の

品
川
〜
赤
羽
間
の
路
線
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
町
並
み
が
つ
く
ら
れ

た
下
町
に
対
し
て
、明
治
時
代
に
な
っ

て
も
、丘
陵
地
帯
の「
山
の
手
」に
は

ま
だ
農
地
が
広
が
っ
て
い
た
。東
京

の
西
側
に
鉄
道
を
走
ら
せ
る
と
い
う
、

「
日
本
鉄
道
品
川
線
」は
、実
は「
東
海

大正 14年に環状運転を開始した時の山手線

路線図②

最大のターミナル駅だった「上野駅」
昭和７年に落成した駅舎は現在も使用されている

路線図①

路線図③

東
京
駅「
丸
の
内
駅
舎
」前
に
立
つ

　
　
井
上
勝
の
銅
像

（
写
真
の
右
側
、現
在
は
工
事
の
た
め
撤
去
さ
れ
て
い
る
）

編集：ＮＰＯ市民フォーラム
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手
の
役
人
た
ち
は
、
野
原
に
ひ
そ
む
男

を
あ
ぶ
り
出
す
た
め
草
原
に
火
を
つ
け

た
。
女
は
役
人
に
た
の
ん
だ
。
武
蔵
野

を
今
日
は
焼
か
な
い
で
下
さ
い
。
草
む

ら
に
は
夫
も
私
も
こ
も
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
と
。
そ
こ
で
、
草
原
を
燃
や

し
始
め
た
火
は
と
め
ら
れ
た
の
で
、
こ

の
塚
を
野
火
止
塚
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

道
興
は
こ
の
伝
承
を
う
け
、
愛
す
る
女

が
こ
も
る
こ
と
も
な
い
も
の
寂
し
い
冬

の
野
火
止
塚
を
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
朝
霞
市
の
膝
折
と
浜
崎
を
訪

ね
て
・
・
・

　
こ
れ
を
す
ぎ
て
、
ひ
ざ
お
り
（
膝
折
）

と
い
へ
る
里
に
市い

ち
侍
り
。
暫し

ば
らく

か
り
や

に
休
み
て
、
例
の
俳は

い
か
い諧

を
詠
じ
て
、
同

行
に
語
り
侍
る
。

　
商あ

き
び
と人

は
い
か
で
立
つ
ら
む
膝
折
の
市

に
脚か

っ
け気

を
売
り
に
ぞ
あ
り
け
る

　
膝
折
は
、
江
戸
時
代
に
は
川
越
街
道

の
宿
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
室

町
時
代
か
ら
市
が
た
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
歌
中
に
あ
る
「
か
っ
け
」
と

は
、
竹
で
編
ん
で
つ
く
っ
た
茶
碗
な
ど

を
入
れ
る
脚
つ
き
の
籠か

ご
を
さ
し
、
正
し

く
は
「
脚
籠
」
と
書
く
。
道
興
准
后
は
、

脚
の
病
の
「
脚
気
」
と
、売
り
物
の
「
脚

籠
」
を
か
け
て
、「
膝
を
折
る
と
い
う

地
名
の
市
で
か
っ
け
（
脚
籠
）
と
い
う

籠
を
売
っ
て
い
る
商
人
は
、か
っ
け
（
脚

気
）
と
い
う
脚
の
病
に
か
か
っ
て
、
ど

う
や
っ
て
歩
く
の
だ
ろ
う
」
と
戯ざ

れ
歌

を
つ
く
っ
て
楽
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
旅
に
出
て
半
年
が
過
ぎ
、
道
興
准
后

は
武
蔵
国
で
正
月
を
過
ご
し
た
。

　
武
蔵
野
の
末
に
浜
崎
と
い
へ
る
里
侍

り
。
か
し
こ
に
ま
か
り
て
、

　
武
蔵
野
を
わ
け
つ
ゝ
ゆ
け
ば
浜
崎
の 

里
と
は
き
け
ど
立
つ
波
も
な
し

　
武
蔵
野
の
草
を
分
け
な
が
ら
、
浜
崎

と
い
う
名
の
地
に
向
か
っ
た
が
、
波
が

立
つ
浜
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
の

歌
だ
。
脚
気
と
い
い
、
浜
崎
と
い
い
、

言
葉
あ
そ
び
の
歌
に
す
ぎ
な
い
と
も
言

　
お
よ
そ
五
〇
〇
年
前
（
十
五
世
紀
末
）

の
こ
と
で
あ
る
・
・
・

　
巡
歴
の
高
僧
、
道ど

う
こ
う
じ
ゅ
ご
う

興
准
后
は
、
文
明

十
八
年
（
1
4
8
6
）
に
、
北
陸
路
か
ら

武
蔵
国
に
入
り
、
各
地
を
め
ぐ
っ
て
紀

行
文
を
著
し
た
。
そ
の
書 

『
廻
国
雑
記
』

に
は
、
各
地
の
地
名
を
読
み
込
ん
だ
和

歌
や
漢
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
当
時
の
地
名
に
は
、
い
ま
で
も
使
わ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、道
興
は
志
木
、

新
座
、
朝
霞
各
市
を
廻
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
で
、
そ
の
と
き
目
で
見
て
感
じ
た
こ

と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
当
時
の
風
景
を

生
々
し
く
蘇
ら
せ
、そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

は
き
わ
め
て
高
い
。

　
歴
史
を
繙
く
た
め
に
、
い
ま
わ
れ
わ

れ
が
読
み
、
ま
た
語
る
も
の
、
例
え
ば

軍
記
も
の
、
宮
廷
の
記
録
な
ど
は
伝
承

に
基
づ
く
資
料
だ
が
、
そ
れ
ら
と
は
全

く
相
違
し
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
新に

い
く
ら
ご
お
り

座
郡
を
周
遊

　

道
興
は
武
州
十
玉
坊
（
所
在
地
に
つ

い
て
は
後
述
）
を
拠
点
と
し
て
、
朝
霞
・

新
座
・
和
光
・
志
木
各
市
を
含
む
か
つ

て
の
新
座
郡
を
訪
ね
、
歌
を
よ
ん
で
い

る
。
い
く
つ
か
を
見
て
い
こ
う
。

　
文
明
十
八
年
の
秋
、
志
木
市
域
の
宗

岡
に
入
っ
て
、

　
む
ね
お
か
と
い
へ
る
所
を
通
り
侍は

べ
り

け
る
に
、
夕
の
煙
を
見
て
、

　
夕
け
ぶ
り
あ
ら
そ
う
暮
を
見
せ
て
け

り
わ
が
家
々
の
宗
岡
の
宿

　

と
詠
ん
だ
。
夕
食
を
つ
く
る
煙
が
、

あ
ち
こ
ち
か
ら
争
う
よ
う
に
立
ち
の
ぼ

る
様
子
を
う
た
っ
た
も
の
だ
が
、
江

戸
時
代
の
よ
う
な
に
ぎ
や
か
な
宿
場
を

想
定
し
て
は
間
違
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
集
落
が
で
き
て
い
た
こ
と
は
確
か

だ
。
現
在
、
上
宗
岡
の
千せ

ん
こ
う
じ

光
寺
近
く
に

は
、
こ
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
新
座
市
域
で
は
、

　
ま
た
、
野の

で
ら寺

と
い
へ
る
所
こ
こ
に
も

侍
り
。こ
れ
も
鐘
の
名
所
な
り
と
い
ふ
。

こ
の
鐘
、
古い

に
しへ

国
の
乱
れ
に
よ
り
、
土

の
底
に
埋
み
け
る
と
な
む
。
そ
の
ま
ま

掘
り
出
さ
ざ
り
け
れ
ば
、

　
音
に
き
く
野
寺
を
と
へ
ば
跡あ

と
古ふ

り
て

こ
た
ふ
る
鐘
も
な
き
夕ゆ

う
べか

な

　
片
山
の
野
寺
の
鐘
で
知
ら
れ
た
八
幡

社
は
、
明
治
末
期
に
近
在
の
神
社
と
合

祀
さ
れ
て
、
現
在
は
武

た
け
し
の野

神
社
と
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
十
一
世
紀
の
中
頃
、

安
倍
氏
を
討
つ
た
め
奥
州
に
向
か
う
八

幡
太
郎
義
家
が
戦
勝
を
祈
願
し
た
と
い

う
伝
承
が
あ
る
。
ま
た
、
野
寺
の
鐘
に

つ
い
て
は
、
在

あ
り
わ
ら
の原
業な

り
ひ
ら
平
や
紀き

の
つ
ら
ゆ
き

貫
之
の
歌

も
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
昔
、

鐘
は
火
事
の
さ
い
に
池
の
中
に
投
げ
込

ま
れ
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
た
の

で
、
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
野の

び
ど
め
づ
か

火
止
塚
は
、
現
在
新
座
市
内
の
古
刹

「
平
林
寺
」
の
境
内
に
あ
る
が
、
当
時
平

林
寺
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
野
火
止
塚

の
方
が
歴
史
が
古
い
こ
と
に
な
る
。

　
此こ

の
あ
た
り
に
野
び
ど
め
つ
か
と
い

う
塚
あ
り
。
け
ふ
は
な
や
き
そ
と
詠え

い
ぜ

し
に
よ
り
て
、
烽の

ろ
し火
忽た

ち
まち
や
け
と
ま
り

け
る
と
な
む
。
そ
れ
よ
り
此
の
塚
を
の

び
ど
め
と
名
づ
け
侍
る
よ
し
、
国
の
人

申
し
侍
り
け
れ
ば
、

　
わ
か
草
の
妻
も
籠こ

も
ら
ぬ
冬
さ
れ
に
や

が
て
も
か
る
ゝ
野
火
止
の
塚

　
『
伊
勢
物
語
』
に
よ
る
と
、
あ
る
男

が
人
の
娘
を
盗
ん
で
武
蔵
野
に
は
い
り
、

女
を
草
む
ら
に
隠
し
て
逃
げ
た
。
追
っ

聖
護
院
門
跡
が
廻
っ
た

　
　
中
世
の
道
を
訪
ね
て

　東上鉄道開業記念運賃半額割引のチラシ  （石原弥五郎氏蔵）を上に掲げる。
　池袋から成増を経て、膝折～志木～鶴瀬～川越町～田面沢（現・川越市）まで完成して開通したときのもの。このとき山手線の西側は完成していたが、下町を通

過する東側の高架線は工事中で、中央駅（現・東京駅）の駅舎の工事が最終段階に入っていた。仮駅だった「呉服橋」の辺りに巨大な東京駅舎が完工して、華 し々くオープンしたのは大正三年十二
月一日、このチラシが配布された東武東上線の開業から半年余り後のことである。新宿から延伸された中央線はまだ東京駅に到達せず、山手環状線と京浜線の姿が現われる以前のこと、市内の路
面には「市電」が運行されて市民の足となっていた。東上線開通のとき配布されたこのチラシは、東京市内の交通が激動する直前の様子を示す、現存するたった一枚の貴重な資料。

　大正三年五月一日、東武鉄道（株）「東武東上線」が開業した。
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え
る
が
、
当
時
、
こ
う
し
た
歌
風
は
一

般
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

 　
『
廻
国
雑
記
』
に
は
、
新
座
郡
の
現
・

和
光
市
域
を
詠
ん
だ
歌
は
な
い
。
し
か

し
、
白
子
あ
た
り
を
通
っ
た
り
宿
泊
し

た
り
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
東
上
線
和

光
市
駅
南
口
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
と
こ
ろ
に
、
道
興
准
后
が
よ
ん
だ
和

歌
五
首
を
刻
ん
だ
石
碑
が
残
っ
て
い
る
。

　

こ
の
石
碑
は
、
新
座
郡
新
倉
村
の

名
主
で
あ
っ
た
鈴
木
家
が
天
明
年
間

（
１
７
８
０
〜
）
に
建
て
た
「
う
け
ら

庵
」
に
在
っ
た
が
、
現
在
は
大
通
り
の

向
い
側
に
移
動
し
て
い
る
。
文
化
六
年

（
１
８
０
９
）
に
造
立
し
た
も
の
で
、
そ

の
う
ち
の
一
首
は
、『
廻
国
雑
記
』
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
、
広
沢
を
よ

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
一
帯

は
か
つ
て
広
沢
の
庄
と
呼
ば
れ
、
現
在

も
和
光
市
や
朝
霞
市
に
残
っ
て
い
る
。

　
京
都
か
ら
旅
立
っ
た
道
興
は
・
・
・

　

北
陸
道
を
通
っ
て
越
後
国
に
至
り
、

そ
こ
か
ら
南
下
し
て
関
東
に
入
っ
た
の

で
あ
る
が
、
武
蔵
国
に
は
四
回
に
わ

た
っ
て
出
入
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
塚
の
「
十

玉
坊
」
で
長
旅
の
旅
装
を
解
き
、
越
年

し
て
、
こ
の
間
に
武
蔵
野
の
名
所
・
旧

跡
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

　
通
っ
た
路
を
推
定
す
る
と
、
図
に
示

す
よ
う
に
、
相
模
か
ら
武
蔵
国
の
霞
の

関
（
現
・
多
摩
市
）
を
経
て
、
多
摩
川

を
渡
り
、
恋
ケ
窪
（
現
・
国
分
寺
市
西
恋

ケ
窪
）
あ
た
り
は
鎌
倉
街
道
の
上
道
を

利
用
し
て
い
る
よ
う
だ
。
狭
山
市
「
堀

兼
の
井
」か
ら「
や
せ
の
里
」、「
入
間
川
」

に
立
寄
り
、「
佐
西
の
観
音
寺
」
に
着
く
。

柳
瀬
川
に
沿
っ
て
、宗
岡（
志
木
市
宗
岡
）

を
往
復
、
ま
た
「
河
越
」（
現
・
川
越
市
）

の
常
楽
寺
を
訪
れ
て
い
る
。

　
中
世
と
い
う
時
代
は
・
・
・

　
古
代
よ
り
後
、
そ
し
て
近
世
よ
り
も

前
の
時
代
を
指
す
。
古
く
は
西
洋
の
時

代
区
分
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
が
、
明
治

の
こ
ろ
、日
本
で
も
歴
史
区
分
と
し
て「
中

世
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般

的
に
は
、
平
氏
政
権
の
成
立
（
1
1
6
0

年
こ
ろ
）
か
ら
安
土
桃
山
時
代
（
戦
国
時

代
末
期
）
ま
で
を
い
う
。

　
聖
護
院
門
跡
は
・
・
・

　
歴
史
上
の
人
物
の
中
に
は
、
多
く
の

人
た
ち
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
知
っ
て
い
る
ひ
と
に
と
っ
て
は
、

き
わ
め
て
大
き
な
存
在
の
人
が
い
る
。

並
は
ず
れ
た
貴
族
、「
道
興
准
后
」
は

そ
う
し
た
一
人
だ
・
・
・
と
安
斎
達
雄

氏
は
述
べ
て
い
る
（
本
紙
16
号
）。

　
こ
の
人 
道
興
の
勢
威
は
、
並
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
関
白
、
の
ち
に

は
太
政
大
臣
と
な
っ
た
近こ

の
え衛

房ふ
さ
つ
ぐ

嗣
の
次

男
と
し
て
、
永
享
二
年
（
1
4
3
0
）、

摂
関
家
に
生
誕
し
た
。
幼
い
こ
ろ
出
家

し
、
や
が
て
聖

し
ょ
う
ご
い
ん

護
院
門も

ん
ぜ
き

跡
と
な
っ
た
。

　

聖
護
院
と
は
、
聖
体
（
天
皇
）
護
持

の
寺
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た

名
で
、
門
跡
と
は
、
皇
族
や
上
級
貴
族

が
入
る
特
定
の
寺
、
ま
た
そ
の
寺
の
統

括
者
に
つ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
こ

の
こ
ろ
聖
護
院
門
跡
は
修
験
道
の
本
山

派
を
統
括
す
る
地
位
に
あ
り
、
そ
の
後
、

園お
ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
（
三み
い
で
ら

井
寺
）
の
長ち

ょ
う
り吏
、
熊く

ま
の野
三

山
お
よ
び
新い

ま
熊
野
の
検け

ん
ぎ
ょ
う校を

も
兼
ね
た
。

寺
院
の
職
名
は
宗
派
な
ど
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
が
、
長
吏
も
検
校
も
寺
の
代

表
者
と
考
え
て
よ
い
。

　
皇
后
な
ど
の
三
后
に
準
ず
る
待
遇
の

「
准
后
」
と
な
っ
て
・
・
・

　
道
興
は
さ
ら
に
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ
、

准
后
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
、道
興
は「
道

興
准
后
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

准
后
と
は
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后

の
三
后
に
準
ず
る
待
遇
を
与
え
ら
れ
た

人
の
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
乱
が
相
つ
い
だ
こ
の
時
代
、
経
済
的

な
恩
典
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
大
変
な
名
誉
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
。
道
興
准
后
は
天
皇
家
の

信
任
が
厚
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
室
町
幕
府
の
八
代
将
軍
足
利
義よ

し
ま
さ政

お
抱
え
の
護ご

じ
そ
う

持
僧
も
務
め
て
い
た
。
足
利

義
政
と
い
え
ば
、
東
山
文
化
を
代
表
す

る
銀
閣
（
国
宝
。
世
界
遺
産
に
も
登
録
）

を
つ
く
っ
た
将
軍
で
あ
る
。
武
家
政
権
と

の
固
い
き
ず
な
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

八
代
将
軍
足
利
義
政
の
跡
目
を
め

ぐ
っ
て
、
そ
の
弟
義よ

し
み視

と
実
子
義よ

し
ひ
さ尚

の
相
続
争
い
に
端
を
発
し
た
応お

う
に
ん仁
の
乱

（
1
4
6
7
〜
1
4
7
7
）
は
、
有
力
な

大
名
の
家
督
争
い
と
も
複
雑
に
連
動
し

て
十
一
年
も
繰
り
広
げ
ら
れ
、
京
都
を

焼
け
野
原
に
し
た
。
乱
は
一
応
の
終
息

を
み
た
も
の
の
、
時
代
は
本
格
的
な
戦

国
乱
世
に
向
か
い
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は

武
蔵
国
と
て
同
様
で
あ
っ
た
。

　
道
興
准
后
が
諸
国
巡
歴
の
旅
を
始
め

た
の
は
、
そ
う
し
た
最
中
の
文
明
十
八

年
（
1
4
8
6
）
六
月
中
旬
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
と
き
年
齢
は
五
十
七
才

だ
っ
た
。

　
『
廻
国
雑
記
』
は
、
長
い
間
著
者
が

不
明
で
あ
り
、
入
手
も
困
難
だ
っ
た

　

江
戸
初
期
、
こ
の
書
は
『
宗
祇
廻

国
雑
記
』
と
い
わ
れ
、
連
歌
師
の
宗

匠
だ
っ
た
宗
祇
が
著
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
文
政
八
年

（
1
8
2
5
）に
関
岡
野
洲
良（
1
7
7
2

〜
1
8
3
2
）
が
『
廻
国
雑
記
標
註
』

を
刊
行
し
、
そ
の
序
の
中
で
、
こ
の
書

の
内
容
に
直
結
す
る
古
文
書
が
『
白
川

古
事
考
』
所
載
の
も
の
と
一
致
す
る
こ

と
や
、
甲
斐
国
妙
法
寺
の
記
録
の
中
に

文
明
十
九
年
（
1
4
8
7
）
の
条
に
聖

護
院
が
甲
州
・
武
州
よ
り
奥
州
に
下
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、

こ
の
書
の
作
者
は
道
興
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
。

　
ま
た
幸
い
に
も
、
の
ち
に
塙
保
己
一

が
編
纂
し
た
国
文
学
・
国
史
を
主
と
す

る
一
大
叢
書
の
『
群

ぐ
ん
し
ょ
る
い
じ
ゅ
う

書
類
従
』
に
掲
載

さ
れ
た
た
め
、
こ
の
書
の
存
在
が
明
ら

か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
塙
保
己
一
は
延
享
三
年
（
1
7
4
6
）

に
生
ま
れ
た
が
、
幼
く
し
て
失
明
し
た
。

し
か
し
学
問
の
世
界
に
果
敢
に
挑
戦

し
、
古
書
の
散
逸
を
危
惧
し
て
安
永
八

年
（
1
7
7
9
）、
菅
原
道
真
を
祀
る
北

野
天
満
宮
に
刊
行
を
誓
い
、
江
戸
幕
府

や
諸
大
名
・
寺
社
・
公
家
な
ど
の
協
力

を
得
て
、
古
書
を
収
集
、『
群
書
類
従
』

を
編
纂
し
た
。
膨
大
な
叢
書
で
、
古
代

か
ら
江
戸
時
代
初
期
ま
で
に
完
成
し
た

史
書
や
文
学
作
品
、
計
1
2
7
3
種
を

収
め
、
寛
政
五
年
（
1
7
9
3
）
〜
文

政
二
年
（
1
8
1
9
）、
木
版
で
刊
行
さ

れ
た
。
こ
の
書
は
史
学
・
国
文
学
等
の

学
術
的
な
研
究
に
、
計
り
知
れ
な
い
貢

献
を
し
て
い
る
。

　
道
興
は
風
流
な
旅
を
し
た
よ
う
に
受

け
と
ら
れ
る
が
・
・
・

　
『
廻
国
雑
記
』
の
本
文
は
、
道
興
自

身
の
旅
の
覚
え
、
歌
な
ど
を
記
す
日
記

と
な
っ
て
い
て
、
彼
が
風
雅
の
道
に
精

通
し
、
詩
文
・
和
歌
・
連
歌
な
ど
に
も

長
じ
て
い
た
こ
と
を
読
者
に
強
く
印
象

づ
け
る
。

　

し
か
し
そ
の
冒
頭
に
、「
文
明
十
八

年
六
月
上
旬
の
頃
、
北
征
東
行
の
あ
ら

ま
し
に
て
、
公
武
に
暇
の
事
申
入
れ
侍

り
き
。
お
の
お
の
御
対
面
あ
り
」
と
あ

り
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
や
『
後
法
興

院
日
記
』
に
も
そ
の
旅
が
、
聖
護
院
門

跡
の
公
的
な
旅
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
眺
望
が
優
れ
た
大
石
氏
の
館
（
現
・

志
木
市
柏
町
に
所
在
し
た
「
柏
の
城
」）

に
招
か
れ
て
・
・
・

　

あ
る
時
大
石
信
濃
守
と
い
へ
る
武

士
の
館
に
ゆ
か
り
侍
り
て
、
ま
か
り

て
遊
び
侍
る
に
、
庭
前
に
高
閣
あ
り
。

矢
倉
な
ど
を
相
か
ね
て
侍
り
け
る
に

や
。
遠
景
勝
れ
て
、
数
千
里
の
江
山

眼
の
前
に
尽
き
ぬ
と
お
も
ほ
ゆ
。
あ

る
じ
杯
取
り
出
し
て
、
暮
過
ぐ
る
ま

で
遊
覧
し
け
る
に
、

　
一
閑
乗
興
屢
登
楼　
遠
近
江
山
分
幾
炎

　
落
雁
斗
霜
風
颯
　々
白
沙
翠
竹
斜
陽
幽

　

興
に
乗
じ
て
高
楼
に
登
り
、
遠
近

の
山
河
が
幾
つ
も
の
国
を
区
切
っ
て

い
る
様
子
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
お

そ
ら
く
丹
沢
や
奥
多
摩
や
奥
秩
父
、

さ
ら
に
遠
く
筑
波
や
上
州
の
山
ま
で

見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

河
越
と
い
へ
る
所
に
到
り
、
最
勝

院
と
い
ふ
山
伏
の
所
に
一
両
夜
や
ど

り
て
、

　
限
り
あ
れ
ば
け
ふ
わ
け
つ
く
す

　
武
蔵
の
の
境
も
し
る
き
河
越
の
里

　

此
の
所
に
、
常
楽
寺
と
い
へ
る
時

宗
の
道
場
侍
る
。

　

と
こ
ろ
沢
と
い
へ
る
所
へ
遊
覧
に

罷
り
け
る
に
、
福
泉
と
い
ふ
山
伏
、

観
音
寺
に
て
さ
さ
え
を
と
り
出
し
け

る
に
、
薯
芋
と
い
へ
る
物
肴
に
あ
り

け
る
を
見
て
、
俳
諧

　

野
遊
び
の
さ
か
な
に
山
の
い
も
そ

へ
て
ほ
り
求
め
た
る
野
老
沢
か
な

　
大
石
氏
の
館
に
再
び
招
か
れ
て・・・

　

野
遊
の
つ
で
に
、
大
石
信
濃
守
が

館
へ
招
引
し
侍
り
て
、
鞠
な
ど
興
行

に
て
、
夜
に
入
り
け
れ
ば
、
二
十
首

の
歌
を
す
す
め
け
る
に

　
　
　
（
中
略
）

　

大
石
信
濃
守
、
父
の
三
十
三
回
忌

と
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
追
善
を
致
し
け

る
に
、
聞
き
及
び
侍
り
け
れ
ば
、　

小
経
を
花
の
枝
に
つ
け
て
贈
り
侍
る

と
て
、

　

散
り
に
し
は
み
そ
ぢ
三
年
の
花
の

春
け
ふ
こ
の
本
に
と
ふ
を
待
つ
ら
む

　

大
石
氏
と
柏
の
城
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
そ
の
歴
史
を
繙
く
こ
と
に

し
た
い
。

CREA
TIV
E BO

O
K
 

10
号

 

「
隅
田
川
を
遡
る
」
橋
梁
物
語

　
空
撮
写
真
の
ほ
か
多
彩
な
カ
ラ
ー
写
真

を
添
え
て
隅
田
川
に
架
か
る
橋
梁
と
両
岸

の
賑
わ
い
を
訪
ね
、
江
戸
時
代
か
ら
の
歴

史
を
語
る
。

N
P
O
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
編
集
す
る

C
R
EA
T
IV
E

 B
O
O
K
 

新
書
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発
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定
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1
2
6
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込
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全
国
書
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ネ
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で
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ヒ
マ
ラ
ヤ

山
脈
の
東

部
に
位
置

す
る
ブ
ー

タ
ン
王
国
か

ら
、
去
る
十
一

月
、
国
賓
と
し

て
公
式
訪
問
さ

れ
た
国
王
夫
妻

は
、
三
月
十
一
日

の
東
北
大
震
災
に
心
を
痛
め
、
義
援
金

一
〇
〇
万
ド
ル
を
寄
付
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
、わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
新
し
く
、

深
甚
な
謝
意
を
捧
げ
た
い
。

　
以
下
は
、
国
王
夫
妻
の
訪
日
に
先
立

つ
こ
と
二
ヶ
月
、
ブ
ー
タ
ン
を
訪
ね
、

幸
せ
な
そ
の
国
の
人
々
に
直
接
触
れ
ら

れ
た
深
瀬
さ
ん
の
訪
問
記
で
あ
る
。

ブ
ー
タ
ン
紀
行

２
０
１
１
年
９
月
17
〜
26
日

　
　
　
　

深
瀬　
克

　
１
。
な
ぜ
ブ
ー
タ
ン
へ

　

４
〜
５
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
あ

る
雑
誌
に
「
経
済
成
長
を
追
い
求
め

ず
、
国
民
の
幸
福
を
追
求
す
る
国
」
と

し
て
ブ
ー
タ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

「
幸
福
」
と
い
う
抽
象
的
か
つ
感
覚
的

な
テ
ー
マ
を
国
を
挙
げ
て
追
求
し
て

い
る
と
い
う
。
そ
の
と
き
「G

ross 
N
ational H

appiness (G
N
H
)

国

民
総
幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
わ
た
し
の

脳
裏
に
焼
き
つ
い
た
。

　
そ
し
て
昨
年
３
月
11
日
、
東
日
本
大

震
災
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
物
も
人

も
一
瞬
の
内
に
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う

強
烈
な
「
諸
行
無
常
」
を
経
験
し
た
。

大
津
波
が
港
や
街
や
田
畑
や
多
く
の
人

び
と
を
呑
み
込
ん
で
ゆ
く
映
像
を
、
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
見
て
し
ま
っ
た
。
原
発

事
故
で
は
目
に
見
え
な
い
放
射
性
物
質

に
よ
っ
て
、
家
や
田
畑
や
家
畜
や
仕
事

な
ど
の
生
活
基
盤
を
放
棄
し
、
生
ま
れ

住
ん
で
い
た
土
地
を
強
制
的
に
離
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
事
態
と
な
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
が
暮
ら
す
東
京
電
力
管
内
で

は
、
地
域
を
区
分
し
て
停
電
が
実
施
さ

れ
、
電
車
も
間
引
き
運
転
さ
れ
た
。

　
こ
の
時
私
は
、
価
値
観
の
大
転
換
を

起
さ
な
け
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
多
く
の

方
々
の
霊
が
浮
か
ば
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
そ
の
価
値
観
を
転
換

す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
て
、
私
は

ブ
ー
タ
ン
へ
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　
２
。
ブ
ー
タ
ン
の
地
勢
と
大
自
然

　
ブ
ー
タ
ン
の
地
勢
に
つ
い
て
述
べ
よ

う
。
ブ
ー
タ
ン
は
九
州
と
ほ
ぼ
同
じ
面

積
で
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
の
形
を
し
て

い
る
。
サ
ツ
マ
イ
モ
の
形
を
し
た
埼
玉

県
と
も
似
て
い
る
。
沖
縄
本
島
と
ほ

ぼ
同
じ
北
緯
27
度
あ
た
り
に
位
置
し
て

い
て
、
南
は
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
・

西
ベ
ン
ガ
ル
州
、
西
は
シ
ッ
キ
ム
州

に
接
し
、
北

は
中
国
の
チ

ベ
ッ
ト
自
治

区
と
接
し
て

い
る
。
南
の

象
（
イ
ン
ド
）

と
北
の
獅
子

（
中
国
）
と

言
う
大
国
に

挟
ま
れ
、
地

政
学
的
に
は

厳
し
い
場
所

で
あ
る
。
人

口
は
わ
ず
か

70
万
人
で
、

志
木
市
の
約

10
倍
に
過
ぎ

な
い
。

　

南
に
標
高

１
５
０
メ
ー

ト
ル
の
亜
熱
帯
地
域
が
若
干
あ
る
が
、

国
土
の
ほ
と
ん
ど
は
山
岳
地
帯
で
、
北

に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
の
７
０
０
０
メ
ー

ト
ル
級
の
山
々
が
連
な
る
。
現
地
ガ
イ

ド
の
話
で
は
、
あ
ま
り
に
山
だ
ら
け
な

の
で
、
５
０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
下
の
山

に
は
名
前
が
付
い
て
い
な
い
と
の
こ
と

だ
。

　
鉄
道
は
ま
っ
た
く
無
い
。
山
岳
地
帯

に
建
設
し
よ
う
と
す
れ
ば
ト
ン
ネ
ル
と

鉄
橋
の
連
続
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
唯
一
の
空
港
が
あ
る
パ
ロ
と
首

都
テ
ィ
ン
プ
ー
を
結
ぶ
道
路
は
２
車
線

だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
幹
線
道
路
と

い
え
ど
も
１
車
線
し
か
な
い
。
幅
３

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
、
一
応
簡
易
舗
装

は
し
て
あ
る
が
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
悪

く
、
路
肩
か
ら
破
損
が
進
み
、
大
き
な

穴
も
開
い
て
い
る
。
し
か
も
山
の
中
腹

を
切
り
開
い
て
つ
け
た
道
な
の
で
、
常

に
左
右
に
カ
ー
ブ
し
、
直
線
は
10
メ
ー

ト
ル
と
続
か
な
い
。
日
本
に
は
「
い
ろ

は
坂
」
と
か
「
九
十
九
曲
り
」
と
言
っ

た
呼
び
方
が
あ
る
が
、
ブ
ー
タ
ン
で
は

ど
こ
に
行
っ
て
も
「
九
十
九
曲
り
」
の

連
続
で
あ
る
。
運
転
手
は
常
に
ハ
ン
ド

ル
を
切
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
向
車
と
す
れ
違
う
時
は
、
路
肩
が
崩

れ
な
い
か
と
身
が
細
く
な
る
思
い
に
か

ら
れ
る
。
何
回
か
曲
が
る
毎
に
谷
川
が

あ
る
が
、
こ
の
清
流
は
急
峻
な
山
か
ら

落
ち
て
く
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
滝
で
あ

る
。
滝
も
無
数
に
あ
る
の
で
、
山
と
同

様
い
ち
い
ち
名
前
を
つ
け
て
い
な
い
の

だ
ろ
う
。

　
湧
き
上
が
る
雲
の
間
か
ら
谷
底
を
見

る
と
、
１
０
０
０
メ
ー
ト
ル
は
あ
り
そ

う
に
見
え
る
。
峰
々
に
は
雲
が
か
か
り
、

高
温
多
雨
の
た
め
か
サ
ル
オ
ガ
セ
が
垂

れ
下
が
っ
て
い
る
所
も
あ
る
。
滝
廉
太

郎
の
「
箱
根
の
山
」
で
は
な
い
が
文
字

通
り「
万
丈
の
山
、千
仞
の
谷
」が
続
き
、

中
国
雲
南
省
と
チ
ベ
ッ
ト
を
結
ぶ
「
茶

馬
古
道
」
を
連
想
さ
せ
る
。
日
が
差
す

と
谷
間
に
虹
が
掛
か
る
。
野
性
の
サ
ル

の
群
れ
に
出
会
う
。
純
粋
無
垢
の
自
然

の
中
に
い
る
こ
と
が
満
喫
で
き
る
。

　
ブ
ー
タ
ン
の
主
要
産
業
は
農
業
・
林

業
・
牧
畜
業
で
、
近
代
工
業
は
皆
無
に

近
い
。
し
た
が
っ
て
工
場
か
ら
の
廃
液

や
排
ガ
ス
も
発
生
し
な
い
。
東
南
ア
ジ

ア
の
各
国
で
は
、
ひ
ど
い
廃
棄
ガ
ス
を

出
し
な
が
ら
走
る
ボ
ロ
ボ
ロ
の
車
を
見

か
け
る
が
、
ブ
ー
タ
ン
は
そ
れ
を
回
避

す
る
た
め
に
中
古
車
の
輸
入
を
禁
止
し

て
い
る
。
環
境
破
壊
を
未
然
に
防
ご
う

と
の
政
策
が
、
着
実
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
外
貨
を
稼
ぐ
最
大
の
産
業

は
水
力
発
電
で
、
イ
ン
ド
に
も
輸
出
し

て
い
る
。
水
力
発
電
の
た
め
に
は
、
日

本
の
よ
う
に
大
自
然
を
破
壊
す
る
よ
う

な
大
き
な
ダ
ム
を
造
る
よ
う
な
こ
と
は

せ
ず
、
急
峻
な
地
形
を
利
用
し
て
発
電

し
て
い
る
。

　
米
が
主
食
な
の
で
、
斜
面
に
棚
田
を

作
る
。
標
高
差
が
あ
る
の
で
そ
の
土
地

の
気
候
に
合
わ
せ
て
麦
・
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
ソ
バ
な
ど
も
耕
作

し
て
い
る
。
自
給
自
足
の
生
活
を
す
る

た
め
に
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
々
は
大
変
働

き
者
に
見
え
た
。

　

中
部
ブ
ー
タ
ン
に
近
い
ポ
ブ
ジ
カ

の
谷
は
標
高
３
３
０
０
ｍ
で
、
氷
河
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
大
き
な
Ｕ
字
谷
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
牧
草
地
や
ジ
ャ
ガ
イ

モ
畑
が
広
が
り
、
絶
滅
危
惧
種
に
指
定

さ
れ
て
い
る
オ
グ
ロ
ヅ
ル
が
チ
ベ
ッ
ト

か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
越
え
て
や
っ
て

く
る
。
近
く
の
集
落
に
電
灯
線
を
引
く

話
が
出
た
時
、
オ
グ
ロ
ヅ
ル
に
と
っ
て

邪
魔
な
電
線
を
引
く
か
ど
う
か
意
見
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
住
人
た
ち
は
オ
グ
ロ

ヅ
ル
を
優
先
し
、
電
気
の
あ
る
暮
ら
し

を
求
め
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
最
近
、
オ

グ
ロ
ヅ
ル
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に

電
線
を
地
下
に
埋
め
て
電
気
が
通
る
よ

う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
自
分
の
生
活

が
楽
に
な
る
こ
と
よ
り
も
生
き
と
し
生

け
る
も
の
を
大
切
に
し
、
恵
ま
れ
た
自

然
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
ブ
ー

タ
ン
人
の
行
動
に
、
私
は
感
動
を
覚
え

た
。

　
３
。
ブ
ー
タ
ン
の
生
活

　

ブ
ー
タ
ン
は
、
少
し
誇
張
し
て
言

う
と
、「
最
近
ま
で
江
戸
時
代
だ
っ
た
」

と
言
え
る
。
長
年
鎖
国
政
策
を
続
け
て

き
た
が
、
１
９
７
４
年
に
開
国
し
た
。

外
国
か
ら
の
主
要
幹
線
路
の
必
要
性
が

低
か
っ
た
こ
と
と
、
山
あ
り
谷
あ
り
の

地
形
の
た
め
道
路
建
設
が
極
め
て
困
難

で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ン
ド
か
ら
首
都

テ
ィ
ン
プ
ー
に
自
動
車
道
路
が
開
通
し

た
の
は
１
９
６
６
年
で
あ
る
。
空
港
は

パ
ロ
一
ヵ
所
の
み
で
、
長
い
滑
走
路
を

建
設
で
き
る
平
地
が
無
い
た
め
、
発
着

で
き
る
の
は
１
１
２
人
乗
り
の
ジ
ェ
ッ

ト
機
ま
で
で
あ
る
。
し
か
も
急
峻
な
山

に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
Ｓ
字
を
描
き

な
が
ら
の
離
着
陸
で
、
天
候
の
影
響
を

受
け
や
す
い
。
行
く
と
き
は
予
定
外
の

ダ
ッ
カ
（
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
）
に

降
り
て
し
ま
い
7
時
間
待
た
さ
れ
、
帰

る
と
き
は
パ
ロ
で
4
時
間
待
た
さ
れ

た
。

　
就
業
人
口
の
85
％
が
農
業
・
林
業
・

牧
畜
業
に
従
事
し
、
自
給
自
足
・
物
々

交
換
の
社
会
で
あ
っ
た
。
通
貨
が
発
行

さ
れ
た
の
は
、
何
と
１
９
７
４
年
と
聞

く
。
テ
レ
ビ
放
送
の
開
始
は
１
９
９
９

年
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

外
部
か
ら
の
情
報
が
遮
断
さ
れ
て
い
た

た
め
、
ブ
ー
タ
ン
独
自
の
宗
教
・

祭
り
・
衣
服
・
食
事
・
住
宅
の
中

に
伝
統
文
化
は
し
っ
か
り
守
ら
れ

て
き
た
。
農
作
業
や
家
屋
の
建
築

修
理
は
地
域
の
人
た
ち
が
共
同
作

業
で
行
っ
て
い
る
。
家
も
大
き
く

て
２
世
代
・
３
世
代
が
同
居
し
て

い
る
。
ブ
ー
タ
ン
の
高
齢
者
は
金

銭
の
貯
蓄
は
無
い
が
、
衣
食
住

の
心
配
が
無
い
。
医
者
も
学
校
も

無タ

ダ料
で
あ
る
。
小
さ
な
政
府
の
た

め
国
か
ら
の
社
会
保
障
制
度
は
未

整
備
で
あ
っ
て
も
、
家
族
と
地
域
に
よ

る
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
が
出
来
上

が
っ
て
お
り
、
老
後
の
心
配
は
無
い
の

だ
。「
国
民
総
幸
福(G

N
H
)

」
の
基
盤

は
、
先
ず
こ
こ
に
あ
る
と
思
っ
た
。
で

は
、
彼
ら
に
ほ
か
に
は
心
配
事
は
無
い

の
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼

ら
の
関
心
事
に
つ
い
て
は
次
号
で
述
べ

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
次
号
に
つ
づ
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人

　
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

　

こ
の
法
人
は
地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取

材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市
民
の
公

共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
市

民
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
編
集
・
発
行
し
、
無
料
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を

お
寄
せ
下
さ
い
。

　

TEL　

090

（3048

）5502

　

編
集
部
原
宛
に
ど
う
ぞ

本
紙「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行
。

刈入れ間近の棚田

野菜を市場で売るお母さんたち


