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一図

地
図
に
載
っ
て
い
る
所
は
、

ま
す
。

）
と
で
す
。
（図
1

こ
の

明治 2 年「東京大絵図
（官版）」 〈86300736〉
そ
こ
か
ら
出
火
し
た
と
い
う

の
上
屋
敷
に
な
っ
て
お
り
、

い
る
と
こ
ろ
が
会
津
松
平
家

ま
し
て
、
詰
所
と
書
か
れ
て

上
の
方
に
和
田
倉
門
が
あ
り

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
こ
の

は
じ
め
に

皆
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
明
治
か
ら
大
正
期
の
丸
の
内
と
文
学
に
つ

い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
金
子
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

で
は
早
速
、
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
「丸
の
内
と
文
学
」
と
い
う
こ

と
で
、
ま
ず
は
明
治
維
新
後
の
丸
の
内
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
明
治
に
入
り
ま
し
て
、
丸
の
内
の
大
名
屋
敷
は
新
政
府
高
官
の
官
舎

や
邸
宅
、
役
所
な
ど
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
丸
の
内
か
ら
日
比
谷
に

か
け
て
兵
役
街
が
出
現
し
て
い
き
ま
す
。
明
治
五
年
(
-
八
七
二
）

和
田
倉
門
内
の
旧
会
津
藩
邸
が
出
火
し
ま
し
て
、
大
名
小
路
か
ら
京
橋
ま
で
が

全
て
焼
け
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
に
明
治
二
年
の
地
図
が
あ
り
ま
す
の

【
カ
ル
チ
ャ
ー
報
告
1
】

丸
の
内
と
文
学
l

明
治． 

の――一月に

大
正
編
ー

図 2 明治10年「東京府管内全図」 〈89203497〉

岩
崎
弥
之
助
と

一丁ロンドン

兵
場
が
で
き
て
い
ま
す
。

と
カ

日
比
谷
の
方
に
練

焼
失
し
た
箇
所
に
陸
軍
関

連
の
土
地
が
現
れ
ま
す
。

と
、
そ
の
火
事
に
よ
っ
て

大
部
分
が
焼
け
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
大
名
小
路
と
い
う
地
域

が
あ
り
ま
し
て
、
左
下
の
部
分
は
一面
ま
だ
大
名
屋
敷
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て

い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
明
治
十
年
(
-
八
七
七
）
の
地
図
を
見
ま
す

（図
2)
東
京
府
の
勧
工

場
も
で
き
ま
し
て
、
陸
軍

の
所
属
地
、
陸
軍
大
隊
営

丸
の
内
と
関
わ
り
の
あ

る
人
物
と
し
て
岩
崎
弥
之

＊
学
芸
員

＊
金
子
未
佳

- 9 3 -



金子 未佳

助
（
一
八
五
一
ー
一
九
〇
八
）
と
い
う
人
物
が
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
人
物
に

つ
い
て
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
丸
の
内
は
明
治
二
十
二
年
(
-
八
八
九
）
、
東

京
市
区
改
正
設
計
告
示
と
い
う
の
を
受
け
ま
し
て
、
陸
軍
兵
営
地
が
麻
布
に
移

麻
布
に
移
転
を
し
て
新
兵
舎
を
造
る
に
あ
た
り
、
お
金
の
無
い
新
政
府
が
岩

崎
弥
之
助
に
ど
う
に
か
買
っ
て
く
れ
な
い
か
と
話
を
持
ち
か
け
た
そ
う
で
す
。

当
時
、
松
方
正
義
(
-
八
三
五
ー
一
九
二
四
）
が
大
蔵
大
臣
だ
っ
た
の
で
す
が
、

直
接
岩
崎
の
も
と
を
訪
ね
て
き
て
「買
い
と
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
明
治
二
十
三
年
の
三
月
、

ィ
ス
街
「
ロ
ン
バ
ー
ド
街
」

を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。

転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
菱
の
二
代
目
社
長
で
あ
る
岩

崎
弥
之
助
が
丸
の
内
の
買
い
取
り
を
承
諾
し
ま
す
。
当
時
の
お
金
で
―
二
八
万

円
と
い
う
大
金
で
払
い
下
げ
る
の
で
す
が
、
こ
の
―
二
八
万
円
と
い
う
額
は
当

時
の
東
京
市
予
算
の
三
倍
ぐ
ら
い
の
額
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
弥
之

助
は
こ
ん
な
所
を
買
っ
て
何
に
使
う
の
だ
と
質
問
さ
れ
た
時
に
、
「
竹
を
植
え

て
虎
で
も
飼
う
さ
」
と
い
う
様
な
こ
と
を
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
言
っ
た
弥

之
助
で
す
が
、
実
は
、
今
は
三
菱
ケ
原
と
呼
ば
れ
る
草
の
生
い
茂
っ
て
い
る
よ

う
な
原
っ
ぱ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
を
世
界
的
に
有
名
な
ロ
ン
ド
ン
の
オ
フ

の
よ
う
な
丸
の
内
を
造
っ
て
い
こ
う
と
い
う
計
画

明
治
二
十
七
年
（
ア
八
九
四
）
七
月
、
三
菱
の
第
一号
館
ビ
ル
ヂ
ン
グ
が
完

成
し
ま
す
。
こ
の
第
一
号
館
ビ
ル
ヂ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家

の
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
が
建
て
た
ビ
ル
ヂ
ン
グ
で
す
。
第
一号
館
ビ
ル
ヂ

ン
グ
が
で
き
た
後
に
、
二
号
館
ビ
ル
ヂ
ン
グ
、
三
号
館
ビ
ル
ヂ
ン
グ
、
東
京
商

業
会
議
所
と
い
う
ビ
ル
ヂ
ン
グ
が
で
き
ま
し
て
、
こ
の
四
つ
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
を

日
比
谷
公
園
を
造
っ
て
い
る
最
中
の
頃
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

日
比
谷
公
園

図
に
あ
り
ま
し
た
陸
軍
の
練
兵
場
の
跡
に
で
き
ま
し
た
。

一年
前
の
明

合
わ
せ
て
「
三
菱
村
の
四
軒
長
屋
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
四
軒
長
屋
の
ビ

ル
ヂ
ン
グ
は
赤
煉
瓦
の
建
物
で
し
た
。
他
に
も
続
々
と
ビ
ル
ヂ
ン
グ
が
で
き
ま

して、
「一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
時
代
が
到
来
し
ま
す
。
明
治
三
十
七
年
(
-九
0

四
）
か
ら
大
正
元
年
ま
で
の
時
期
に
あ
た
り
ま
し
て
、
大
名
小
路
か
ら
日
比
谷

通
り
に
至
る
馬
場
先
通
り
沿
い
の
所
に
次
々
と
赤
煉
瓦
建
築
が
で
き
ま
す
。
先

ほ
ど
弥
之
助
の
話
に
あ
っ
た
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
ロ
ン
バ
ー
ド
街
」
を
モ
デ
ル
に

し
た
赤
煉
瓦
の
建
築
群
だ
っ
た
の
で
、
「
一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
と
い
う
風
に
呼
ば

れ
ま
し
た
。

「
一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
時
代
の
丸
の
内
に
つ
い
て
、
文
学
者
が
ど
う
書
い
た
か
、

と
い
う
事
を
ひ
と
つ
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

高
浜
虚
子
(
-八
七
四
＼
一
九
五
九
）
の
「
丸
の
内
」
（
『
大
東
京
繁
昌
記
』

連
載
「
三
十
年
前
」）
と
い
う
随
筆
の
中
に
、
「
や
が
て
ぽ
っ
ぽ
つ
と
家
が
建
つ

て
、
そ
の
四
軒
長
屋
の
間
々
が
建
て
ふ
さ
が
る
や
う
に
な
っ
て
、
俗
に
こ
れ
を

「
一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
と
呼
ぶ
や
う
に
な
っ
た
。
仲
通
り
一帯
が
建
ち
並
ん
だ
の

は
四
十
四
五
年
の
頃
で
あ
る
と
か
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
日
比

谷
公
園
も
開
園
し
ま
す
。
日
比
谷
公
園
は
明
治
三
十
六
年
(
-九
0
三
）
六
月

一
日
に
開
園
し
ま
し
た
。
昨
年
（
註
箪
⇒報告は一―
0
0
四
年
の
も
の
）
は
ち

ょ
う
ど
開
園
百
周
年
に
あ
た
る
年
で
し
た
。
日
比
谷
公
園
は
、
さ
き
ほ
ど
の
地

治
三
十
五
年
に
、
正
岡
子
規
(
-
八
六
七
＼一
九
0
二
）
が
『
病
林
六
尺
』
の
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中
で
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
「
東
京
人
の
癖
と
し
て
、
公
薗
は
上
野
の
様
な
の

に
限
る
と
い
ふ
人
が
多
い
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
上
野
が
公
園
の
模
範
と
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
は
定
め
ら
れ
な
い
。
日
比
谷
の
公
園
な
ど
も
廣
い
芝
生
を
造

つ
て
廣
ッ
パ
的
公
園
と
し
て
も
善
い
で
は
な
い
か
。
無
暗
矢
鱈
に
木
ば
か
り
植

ゑ
て
一
寸
散
歩
す
る
に
も
鼻
を
衝
く
様
な
窮
屈
な
感
じ
を
さ
せ
る
の
が
公
園
の

目
的
で
も
あ
る
ま
い
」
。
こ
の
一
節
は
、
明
治
三
十
五
年
六
月
二
十
七
日
付
の

新
聞
『
日
本
』
掲
載
の
、
「病
林
六
尺
」
第
四
十
六
回
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

子
規
は
約
三
カ
月
後
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
際
日
比
谷
公
園
の
開

園
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

では、
日
比
谷
公
園
を
見
た
文
学
者
は
ど
の
よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
の
か
に

つ
い
て
話
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

上
司
小
剣
(
-
八
七
四
ー一
九
四
七
）
は
、
大
正
八
年
(
-九
一九
）
に

書
いた
「夜
の
公
園
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。

「
い
よ
い
よ
公
園
に
な
っ
た
日
比
谷
の
原
を
見
た
時
に
は
、
情
な
い
と
い
ふ
感

じ
が
込
み
上
げ
て
来
た
。
あ
ま
り
に
期
待
の
多
す
ぎ
た
為
め
の
み
で
も
な
い
。

小
さ
な
、
稚
い
樹
木
を
ば
、
殆
ん
ど
人
の
頭
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
、
荷

車
で
運
ん
だ
ま
ま
植
え
込
ん
で
、
池
や
石
が
処
々
に
散
ら
ば
っ
て
ゐ
る
。
只
そ

れ
だ
け
で
あ
っ
た
」。
最
初
に
公
園
を
見
た
印
象
は
、
そ
の
よ
う
に
と
て
も
悪

い
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
続
く
文
章
では、
「け
れ
ど
も

歳
月
の
力
は
、
人
間
の
拙
い
技
に
も
巧
に
療
治
し
て
呉
れ
る
。
三年、
五
年
と

経
つ
う
ち
に
は
、
木
も
繁
り
、
石
に
も
苔
が
着
き
、
水
も
自
ら
岸
を
洗
っ
て
、

兎
に
も
角
に
も
庭
ら
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
さ
う
し
て
夜
は
殊
に
醗
い
部
分
を

ぼ
か
し
て
、
都
に
唯
一
の
新
時
代
の
公
圏
ら
し
い
気
分
を
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ

⑲
 

日
比
谷
公
園
の
他
に
は
、
有
楽
座
と
帝
国
劇
場
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
有
楽

座は、
有
楽
座
と
帝
国
劇
場

図 3 『帝劇十年史 増
補版』〈90605244〉

あ
る
。
階
段
に
大
理
石
を
埋

来
て
ゐ
る
画
家
ら
し
い
男
も

井
の
絵
を
画
く
為
に
見
聞
に

と
い
う
場
面
で
す
が
、
「
天

完
成
前
の
取
材
を
し
て
い
る

日
本
初
の
洋
風
劇
場
と
し
て
明
治
四
十
一
年
(
-
九
0
八
）
に
開
場
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
九
年
(
-
九
二
0
)
に
帝
国
劇
場
の
経
営
と
な
り
ま

す
が
、
大
正
十
二
年
(
-九
二
三
）
の
関
東
大
震
災
で
焼
失
す
る
に
至
り
ま
す
。

帝
国
劇
場
の
方
は
、
明
治
四
十
四
年
(-
九
―-
）

四
日
か
ら
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
帝
国
劇
場
は
日
本
最
初
の
純
洋
式
劇
場
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
、
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
後
に
も
再
建
さ
れ
て
現
在

こ
れ
は
、
当
館
の
図
書
室
に
あ
る
『帝
劇
十
年
史
』
と
い
う
本
で
す
が
、
こ

ち
ら
に
帝
国
劇
場
の
全
景
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
（図
3)
帝
国
劇
場
に
つ
い

て
文
学
者
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
高
浜
虚
子
が
「
東

京
市
」
と
い
う
長
編
小
説
で
触
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
東
京
市
」
は
未
完
で
終

わ
る
小
説
で
す
。
主
人
公
の
ち
よ
だ
新
聞
の
記
者
が
、

令
帝
撃
竿
史

に
至
り
ま
す
。

が
出
現
し
た
」
と
、

の
二
月
十
日
に
完
成
し
、

日
本
座
と
い
う
劇
場
の

め
て
ゐ
る
男
も
あ
る
。
石
灰

を
運
ぶ
女
も
あ
る
。
彼
の
雑

日
比
谷
公
園
の
良
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
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然
た
る
物
音
は
是
等
の
人
々
に
よ
り
て
惹
き
起
こ
さ
る
る
の
で
、
其
中
に
例
の

鉄
に
穴
を
鍋
つ
て
居
る
繋
の
音
は
ま
だ
板
も
何
も
張
ら
れ
て
無
い
舞
台
の
下
の

奈
落
か
ら
起
る
」
と
、
建
設
中
の
日
本
座
内
部
の
描
写
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、

「
此
の
八
十
何
万
円
と
か
の
金
の
か
か
っ
た
千
五
百
人
を
容
る
る
に
足
る
と
か

い
ふ
日
本
唯
一
の
劇
場
日
本
座
の
開
場
後
の
事
を
考
へ
て
見
て
」
と
、
建
設
費

や
収
容
人
数
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。
お
察
し
の
通
り
、
こ
の
「
日
本

座
」
は
帝
国
劇
場
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ま
す
。

高
浜
虚
子
は
、
先
ほ
ど
の
「
丸
の
内
」
に
、
「
今
か
ら
十
五
六
年
前
に
帝
劇

が
工
事
を
起
し
て
、
鐵
を
た
た
＜
鎚
の
音
が
盛
ん
に
響
い
て
ゐ
る
時
分
、
私
は

或
人
に
案
内
せ
ら
れ
そ
の
中
に
は
ひ
つ
て
見
た
。
あ
ぶ
な
い
足
場
を
渡
り
な
が

ら
、
お
よ
そ
こ
れ
が
舞
台
、
こ
れ
が
楽
屋
と
い
ふ
説
明
を
聞
い
た
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
こ
の
時
の
体
験
を
元
に
し
て
、
「
東
京
市
」
の
小
説
が
生
ま
れ
た
訳

で
す
。
完
成
し
た
際
に
は
、
虚
子
は
来
賓
の
一
人
と
し
て
招
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
「赤
い
じ
う
た
ん
を
し
き
詰
め
た
階
段
の
上
を

皆
が
恐
る
恐
る
踏
ん
だ
。
中
に
は
物
な
れ
た
素
振
り
で
平
気
で
闊
歩
す
る
ら
し

く
見
え
る
人
も
ひ
そ
か
に
靴
の
よ
ご
れ
を
気
に
し
た
」
と
あ
り
、
当
時
の
日
本

人
は
、
土
足
の
ま
ま
で
絨
毯
を
踏
む
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
、
ま
だ
ま
だ
西
洋
式

の
習
俗
に
不
慣
れ
な
様
子
が
、
こ
の
描
写
か
ら
窺
い
知
れ
ま
す
。

当
時
の
丸
の
内
に
つ
い
て
、
こ
ち
ら
の
明
治
四
十
五
年
(
-
九
―
―
-
）

図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（図
4)
先
ほ
ど
の
明
治
二
年
(
-
八
六
九
）

と
明
治
十
年
(
-
八
七
七
）

の
地

の
地
図

の
地
図
と
比
べ
る
と
、
ビ
ル
ヂ
ン
グ
が
建
ち
並
び

ま
し
て
、
だ
い
ぶ
景
観
の
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
に
、

r  

図 4 明治45年「東京市街最新図」 〈93200858〉

で
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
夕
刊
の
第
一
面
に
、

版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
は
江

て
い
ま
す
。
新
聞
連
載
後
に

三
0
)
、
泉
鏡
花
(
-
八
七
三

ー
一
九
三
九
）
な
ど
が
執
筆
し

九
二
七
）
や
北
原
白
秋
(
-
八

芥
川
龍
之
介
(
-
八
九
二
＼

ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
『
東
京
日

一
九
一
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ

が
商
業
会
議
所
、
そ
の
隣
が
帝
国
劇
場
、
そ
の
少
し
下
に
郵
船
会
社
と
高
田
商

会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
に
東
京
市
役
所
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
東
京
駅
は
で

き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
中
央
停
車
場
敷
地
が
こ
ち
ら
に
あ
り
ま
す
。
有
楽
座
と

帝
国
ホ
テ
ル
が
こ
ち
ら
、
日
比
谷
公
園
が
こ
こ
に
な
り
ま
す
。

「
大
東
京
繁
盛
記
」
と
高
浜
虚
子

先
ほ
ど
か
ら
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
、
高
浜
虚
子
の
「
丸
の
内
」
と
い
う
随

筆
で
す
が
、
こ
れ
は
「
大
東
京
繁
昌
記
」

京
繁
昌
記
」
は
、
昭
和
二
年
(
-
九
二
七
）
の
中
の
一
作
品
な
の
で
す
。
「大東

三
月
十
五
日
か
ら
十
月
三
十
日
ま

日
新
聞
』
の
夕
刊
を
抜
粋
し
た

も
の
で
す
。
高
浜
虚
子
の
他
、

八
五
ー一
九
四
二
）
、
徳
田
秋

声
(
-
八
七
一
＼
一九四三）、

田
山
花
袋
(
-
八
七
一
＼一
九

『
大
東
京
繁
昌
記
』
と
し
て
出
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
で
す
。

戸
東
京
博
物
館
七
階
の
図
書
室
に
あ
り
ま
す
の
で
、
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら

高
浜
虚
子
の
「
丸
の
内
」
に
つ
い
て
は
、
三
月
十
五
日
は
「ド
ン
が
鳴
る
と
」
、

十
六
日
は
「
大
玄
関
」
、
そ
の
後
、
「
東
京
駅
」
、
「活
動
が
は
じ
ま
る
」
、
「能
舞

台
」
…
と
続
き
ま
す
。
「
丸
の
内
」
は
、
昭
和
二
年
(
-
九
―
一
七
）
の
時
点
で

の
東
京
駅
や
丸
ビ
ル
と
い
っ
た
丸
の
内
界
隈
の
見
聞
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
来
た

当
時
の
状
況
を
細
か
く
描
写
し
、
そ
れ
以
前
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
が
特
徴
と

い
え
ま
す
。
二
十
三
日
掲
載
の
「
三
十
年
前
」
に
は
、
三
0
年
前
の
ち
ょ
う
ど

三
菱
ケ
原
時
代
の
丸
の
内
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
高
浜
虚
子
の
部
分
で

ご
紹
介
し
た
多
く
は
、
こ
こ
か
ら
引
用
し
て
い
ま
す
。
「
明
治
―
―
―
十
五
年
頃
、

私
は
神
田
の
猿
楽
町
に
住
ま
つ
て
ゐ
て
、
屡
々
用
事
が
あ
っ
て
麹
町
の
内
幸
町

に
行
っ
た
。
竹
橋
を
渡
っ
て
和
田
倉
門
を
は
ひ
り
、
二
重
橋
前
を
桜
田
門
に
出

で
、
そ
れ
か
ら
司
法
省
の
前
を
通
つ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
ゆ
る
ゆ
る
歩
い
て

ゐ
る
と
一時
間
で
は
行
け
な
か
っ
た
」と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
高
浜
虚
子
は
、

三
菱
ケ
原
の
四
軒
長
屋
時
代
か
ら
の
丸
の
内
の
変
遷
を
、
実
際
に
見
て
、
体
験

し
て
き
た
人
物
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
丸
の
内
の
移
り
変
わ
り
を
、
小
説
、
随

筆
、
短
歌
な
ど
、
多
く
の
作
品
に
遺
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
「文
学
者
が
み
た

丸
の
内
」
と
い
う
趣
旨
で
話
を
い
た
し
ま
す
のに、
や
は
り
高
浜
虚
子
が
中
心

「三
十
年
前
」
は
、
「
そ
の
時
分
の
丸
の
内
は
た
だ
暗
く
静
か
に
、
又
さ
び

し
く
物
騒
な
天
地
で
あ
っ
た
。
夜
分
な
ど
は
こ
の
明
治
生
命
の
前
を
通
る
と
、

向
ふ
は
真
暗
な
原
つ
ば
で
、
た
だ
大
空
に
星
が
蝉
い
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

今
の
東
京
駅
の
あ
た
り
も
闇
の
続
き
で
、
そ
の
向
う
に
僅
に
京
橋
辺
の
灯
が
見

ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。

小
説
「
丸
の
内
」

小
説
「
丸
の
内
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

え
た
」
と
続
い
て
い
ま
す
。
挿
し
絵
は
石
井
鶴
―
―
―が
描
い
て
お
り
、
三
菱
ケ
原

時
代
の
丸
の
内
を
描
写
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
ビ
ル
が
ぽ
つ
ぽ
つ

と
あ
っ
て
、
他
は
全
て
原
っ
ば
の
よ
う
な
空
き
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。練
兵
場
跡
と
四
軒
長
屋
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
頃
日
比
谷
は
ま
だ
公
園
に
な

ら
ず
、
葦
の
生
え
た
空
地
で
あ
っ
た
。練
兵
は
も
う
や
ら
な
か
っ
た
が
、練
兵
場

の
面
影
が
ま
だ
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
ゐ
た
」
「三
菱
ケ
原
の
四
軒
長
屋
と
稲
ヘ

た
頃
で
あ
と
は
狐
狸
の
住
ん
で
ゐ
さ
う
な
原
で
あ
っ
た
」
と
綴
っ
て
い
ま
す
。

高
浜
虚
子
は
、
「
大
東
京
繁
昌
記
」
の
「
丸
の
内
」
の
よ
う
に
、
回
想
記
の

よ
う
な
形
で
明
治
時
代
の
丸
の
内
に
つ
い
て
書
い
た
随
筆
の
他
に
、
明
治
期
に

虚
子
の
書
い
た
こ
の
作
品
は
、
明
治
三
十
三
年
(
-
九
0
0
)
六
月
発
行
の

雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
、
「
丸
の
内
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
タ
イ
ト
ル
の
頭
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
小
説
」
と
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
主
人

公
の
「
余
」
が
丸
の
内
を
通
っ
て
帰
る
途
中
に
見
聞
き
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た

作
品
で
す
。一
度
目
の
道
中
に
道
連
れ
と
な
っ
た
電
話
交
換
手
の
女
性
の
う
ち
、

顔
色
の
悪
い
娘
、
こ
ち
ら
の
娘
が
と
て
も
美
人
で
、
そ
れ
で
強
く
印
象
に
残
っ

た
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
美
人
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
顔
色
の
悪
さ
か

ら
病
気
な
の
で
は
な
い
か
と
気
に
留
め
ま
す
。
そ
の
娘
と
の
出
会
い
か
ら
三
カ

月
後
に
、
「
余
」
は
一
人
の
車
夫
と
出
会
い
、
偶
然
、
娘
の
父
親
で
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
す
。
娘
が
結
核
で
亡
く
な
っ
た
事
を
聞
き
、
ひ
ど
く
娘
に
同
情
し
た

「
余
」
は
車
夫
に
車
の
代
金
の
他
に
余
分
に
差
し
出
す
、
と
い
う
内
容
の
小
説

- - 9 7  
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図 5 『東京の三十年』
〈93530065〉

の
自
分
史
と
も
い
え
る
も
の

容
は
回
想
記
で
、
田
山
花
袋

発
表
さ
れ
た
作
品
で
す
。
内

大
正
六
年
(
-
九
一七
）
に

京
の
三
十
年
」
（
図
5)
は、

で
し
ょ
う
か
。
花
袋
の
『
東

ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の

続
い
て
は
、
高
浜
虚
子
以
外
の
文
学
者
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

ゐ
る
。
其
枯
草
の
彼
方
の
隅
か
ら
彼
方
の
隅
迄
横
切
り
つ
つ
あ
る
二
人
連
れ
の

こ
の
小
説
に
も
当
時
の
丸
の
内
に
つ
い
て
、
「
其
向
ふ
は
明
治
生
命
保
険
会

社
か
ら
東
京
府
庁
が
見
え
る
辺
ま
で
一
面
広
場
に
な
っ
て
ゐ
て
、
其
広
場
の
枯

草
は
所
々
に
立
っ
て
ゐ
る
枯
木
と
共
に
い
づ
れ
も
嵐
の
為
に
ぶ
ん
な
ぐ
ら
れ
て

外
、
砂
煙
が
の
こ
し
て
行
っ
た
光
景
の
内
に
は
一人
も
人
影
が
見
え
ぬ
」
と
書

い
て
お
り
ま
し
て
、
明
治
一
二
十
年
代
の
丸
の
内
の
情
景
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

高
浜
虚
子
は
、
正
岡
子
規
が
提
唱
し
た
写
生
文
を
受
け
継
い
だ
人
物
で
す
。

写
生
文
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
誇
張
を
し
た
り
脚
色
を
し
た
り
せ

ず
に
、
見
た
ま
ま
感
じ
た
ま
ま
に
事
物
を
書
く
と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
の

「
丸
の
内
」
は
小
説
と
も
言
い
難
く
、
写
生
文
に
近
い
作
品
と
言
え
る
の
で
は

と
思
わ
れ
ま
す
。

田
山
花
袋
と
岡
本
か
の
子

ま
ず
は
、
田
山
花
袋
を
取
り
上
げ
ま
す
。
田
山
花
袋
は
、
当
時
の
丸
の
内
を

で
す
。

本
当
に
ひ
ど
い
場
所
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

で
す
。
「
日
比
谷
は
元
は
練
兵
場
で
、
原
の
真
中
に
大
き
な
銀
杏
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
秋
は
夕
日
が
さ
し
、
夏
は
砂
康
、
冬
は
泥
溶
で
、
此
方
か
ら
向
う
に
抜

け
る
に
す
ら
容
易
で
な
か
っ
た
。
こ
と
に
、
今
の
有
楽
門
か
ら
桜
田
門
に
通
ず

る
濠
に
添
っ
た
路
は
、
雨
が
降
る
と
路
が
わ
る
く
、
車
夫
は
車
の
歯
の
泥
淳
に

埋
れ
る
の
を
滴
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
齢
く
と
も
明
治
二
十
七

八
年
ま
で
、
さ
う
い
う
風
で
あ
っ
た
」
と
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
三
0
年
前

後
の
日
比
谷
や
丸
の
内
は
、
高
浜
虚
子
も
触
れ
て
い
ま
し
た
が
、
広
大
な
原
っ

ぱ
で
、
晴
れ
れ
ば
砂
嵐
、
雨
が
降
れ
ば
泥
だ
ら
け
に
な
る
と
い
う
、
通
行
に
は

次
に
、
岡
本
か
の
子
(
-八
八
九
＼一
九――
一九
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。
岡
本

か
の
子
は
「
丸
の
内
草
話
」
と
い
う
小
説
を
、
昭
和
十
三
年
(
-
九
三
八
）
か

ら
十
四
年
に
か
け
て
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
小
説
に
も
、
そ
の
主
人

公
が
自
分
の
子
供
時
代
の
事
を
回
想
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
「私の

子
供
だ
っ
た
時
分
、
明
治
一二十
年
ぐ
ら
ゐ
ま
で
の
丸
の
内
は
、
三
菱
ケ
原
と
呼

ば
れ
て
、
八
万
余
坪
は
一面
に
草
茫
々
と
し
た
原
野
だ
っ
た
」
「
私
た
ち
子
供

が
、
男
女
ま
じ
り
に
戦
ご
つ
こ
を
し
て
、
築
山
か
ら
な
だ
れ
降
り
、
追
撃
戦
に

移
り
、
組
ん
づ
ほ
ぐ
れ
つ
泥
ま
み
れ
に
な
っ
た
池
の
渚
あ
た
り
は
、
い
ま
明
治

生
命
の
建
物
に
な
っ
て
ゐ
る
」
「
明
治
四
十
年
頃
に
近
く
な
っ
て
、
中
央
停
車

場
は
じ
め
、
三
菱
ケ
原
全
面
に
、
建
築
の
敷
地
割
だ
け
は
出
束
た
や
う
で
あ
る
。

町
名
は
も
と
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
そ
れ
も
原
の
中
に
あ
っ
た
。
や
や
建
築

ら
し
い
も
の
は
、
馬
場
先
門
外
に
だ
け
商
業
会
議
所
を
中
心
に
煉
瓦
造
り
の
建

も
の
が
赤
く
ち
ら
ほ
ら
見
え
始
め
た
」
と
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
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図 6 「東京駅開業式（三年二月十八日）絵葉書」〈94652135〉

東
京
駅
開
業

大
正
期
の
丸
の
内
の
出
来
事
と
し
て
、
「
東
京
駅
」
の
開
業
と
「
一
丁
ニ
ュ

丸
の
内
は
、
三
菱
ケ
原
と
呼
ば
れ
る
一面
の
原
っ
ぱ
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

特
に
北
半
分
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
、
東
京
駅
の
開
業
に
伴
い
開
発
が
始
ま
り

ま
す
。
大
正
―
―
一
年
(
-九
一
四
）
十
二
月
十
八
日
に
東
京
駅
が
で
き
ま
し
て
、

そ
れ
を
契
機
に
新
し
い
ビ
ル
ヂ
ン
グ
が
建
築
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は

四
軒
長
屋
時
代
と
違
っ
て
赤
煉
瓦
造
り
で
は
な
く
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

の
ア
メ
リ
カ
式
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
建
て
始
め
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
は
東
京
海
上

を
伝
え
る
当
時
の
新
聞
と
、
当

こ
れ
は
、
東
京
駅
の
開
業
式

き
ま
す
。

し
て
の
丸
の
内
に
変
貌
し
て
い

か
ら
近
代
的
な
オ
フ
ィ
ス
街
と

「
丸
ビ
ル
」
誕
生

こ
と
を
、
哀
愁
を
こ
め
て
表
現
し
て
い
ま
す
。

よ
う
に
し
て
徐
々
に
三
菱
ケ
原

が
六
三
棟
に
な
り
ま
す
。
こ
の

丸
の
内
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
総
数

に
で
き
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は

日
本
郵
船
ビ
ル
が
同
年
の
五
月

九

の
二
月
に
、
そ
し
て

後
丸
ビ
ル
が
大
正
十
二
年

の
九
月
に
で
き
ま
し
て
、
そ
の

ビ
ル
が
大
正
七
年
(
-
九
一
八

ー
ヨ
ー
ク
」

ま
す
。

の
形
成
が
あ
り
ま
す
。
今
申
し
上
げ
た
通
り
、
明
治
末
期
ま
で
の

館
所
蔵
の
絵
葉
書
（
図
6)
で
す
。
高
浜
虚
子
の
「丸
の
内
」
に
は
、
東
京
駅

の
開
業
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
今
の
三
菱
村
が
ま
だ
原
で
あ
っ
た

時
分
、
そ
の
原
の
一
隅
に
今
の
東
京
駅
が
出
来
た
。
そ
の
頃
の
東
京
駅
は
た
だ

広
く
つ
て
、
旅
客
が
あ
ち
ら
に
一人
こ
ち
ら
に
一
人
、
駅
員
も
尋
ね
廻
ら
ね
ば

見
当
た
ら
ぬ
と
い
ふ
状
態
で
あ
っ
た
。
「
こ
ん
な
広
い
不
便
な
も
の
を
招
へ
て

ど
う
す
る
積
り
で
あ
ら
う
」
な
ど
と
い
ふ
眩
き
を
き
い
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
今

は
ど
う
で
あ
ら
う
。
急
行
の
出
る
前
な
ど
は
旅
客
が
一
杯
で
身
動
き
が
で
き
ぬ

有
様
で
あ
る
。
「
折
角
作
る
な
ら
、
も
う
す
こ
し
広
い
も
の
を
作
っ
て
置
け
ば

い
い
に
」
そ
ん
な
つ
ぶ
や
き
が
聞
こ
え
る
や
う
に
な
っ
た
」
と
あ
り
、
開
業
当

時
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
東
京
駅
が
、
オ
フ
ィ
ス
街
が
建
ち

並
ぶ
に
し
た
が
い
、
乗
降
客
で
あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

画
家
の
木
村
荘
八
も
、
『
東
京
の
風
俗
』
と
い
う
本
の
中
で
、

つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
一
文
で
す
。

「
や
が
て
大
正
年
度
に
か
け
て
、

三
菱
ケ
原
に

三
菱
ケ
原
が
す
つ
か
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
埋

ま
っ
た
時
に
、
さ
し
も
の
武
蔵
野
も
、
そ
の
最
後
の
一
草
ま
で
、
こ
こ
で

遂
に
新
時
代
の
姿
に
衣
更
へ
を
完
了
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
と
、
三
菱

ケ
原
が
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
変
わ
っ
た
所
で
、
古
い
時
代
の
丸
の
内
が
消
滅
し
た

大
正
期
の
東
京
を
襲
っ
た
大
き
な
災
害
と
い
う
と
、
関
東
大
震
災
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
実
は
関
東
大
震
災
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と
書
い
て
い
ま
す
。

の
約
一
年
前
に
大
地
震
が
発
生
し
て
い
る
の
で
す
。
関
東
大
震
災
は
ご
存
知
の

通
り
、
大
正
十
二
年
(
-
九
二
三
）
九
月
一日
に
発
生
し
ま
し
た
が
、
こ
の
地

震
は
大
正
十
一年
四
月
二
十
六
日
に
起
こ
り
ま
し
た
。当
時
の
新
聞
を
み
る
と
、

か
な
り
の
被
害
状
況
で
、
こ
の
地
震
が
相
当
激
し
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り

大
正
十
一
年
の
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
、
丸
の
内
が
ど
の
よ
う
な
被
害
を
受

け
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
丸
ビ
ル
を
建
設
し
て
い
る
最
中
で
、

丸
ビ
ル
は
、
大
正
九
年
(
-
九
二
0)

工

事
場
に
大
亀
裂
が
で
き
て
死
傷
者
も
で
た
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。

の
七
月
に
工
事
を
開
始
し
、
あ
と
一
月

で
完
成
す
る
と
い
う
時
に
地
震
が
直
撃
し
ま
す
。
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
鉄
骨
の
一
部

が
曲
が
っ
て
、
外
壁
に
は
亀
裂
が
走
り
ま
し
た
。
当
時
、
丸
ビ
ル
の
工
事
を
受

け
持
っ
て
い
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ
ー
社
と
い
う
会
社
で
す
。
地
震
に
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
被
害
が
で
る
よ
う
な
建
物
で
は
な
く
、
よ
り
頑
丈
な
建
物

で
な
く
て
は
駄
目
だ
と
い
う
事
で
、
急
遠
、
耐
震
補
強
を
施
す
た
め
、

杜
を
施
工
か
ら
外
し
ま
し
た
。

話
が
前
後
し
ま
す
が
、
高
浜
虚
子
は
丸
ビ
ル
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

ま
す
。

フ
ラ
ー

こ
の
地
震
に
つ
い
て
も
、
高
浜
虚
子
が
述
べ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
「丸の

内
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
」
と
い
う
文
章
で
す
。
「
一
度
大
き
な
地
震
が
揺
つ
た
為
に
、

ビ
ル
デ
イ
ン
グ
の
竣
工
が
お
く
れ
て
、
昨
年
一杯
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
又

こ
の
冬
の
寒
さ
を
船
河
原
町
の
家
で
辛
抱
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
と
考
え
て

ゐ
た
が
漸
く
一
月
の
二
十
六
日
に
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
ヘ
引
越
す
こ
と
に
な
っ
た
」

の
発
行
所

を
構
え
る
計
画
で
、
入
居
の
申
し
込
み
を
し
て
い
ま
し
た
。
三
菱
地
所
部
は
、

ワ
ク
ワ
ク
と
し
た
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
発
行
す
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

丸
の
内
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
建
設
に
あ
わ
せ
て
、
テ
ナ
ン
ト
や
入
居
者
募
集
の
広
告

を
出
す
の
で
す
が
、
高
浜
虚
子
は
そ
の
記
事
を
目
に
す
る
の
で
す
。
入
居
を
決

断
し
た
当
時
の
経
緯
と
心
境
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
随
筆
「丸
の
内

ビ
ル
デ
イ
ン
グ
」
に
記
し
て
い
ま
す
。
大
正
十
二
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の

「
社
員
其
他
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
関
係
し
た
人
々
は
暗
に
不
賛
成
の
意
を
表
し
て

ゐ
た
。
そ
ん
な
ハ
イ
カ
ラ
な
場
所
に
此
の
地
味
な
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
を
持
つ

て
行
く
と
い
ふ
事
は
何
だ
か
不
調
和
で
、
何
と
な
く
む
し
が
好
か
ぬ
ら
し
か
つ

た
。
併
し
私
は
さ
う
は
思
は
な
か
っ
た
」
「
私
を
し
て
丸
ノ
内
ビ
ル
デ
イ
ン
グ

を
借
り
よ
う
と
決
心
せ
し
め
た
の
は
必
ず
し
も
偶
然
と
の
み
言
へ
な
か
っ
た
。

私
は
か
ね
が
ね
船
河
原
町
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
に
廉
ら
な
か
っ
た
。
普
通
の

住
宅
と
し
て
は
適
当
か
も
知
れ
ん
が
事
務
所
と
し
て
は
誠
に
不
便
で
あ
る
。

（
中
略
）
ど
こ
か
の
貸
事
務
所
で
も
借
り
て
も
う
す
こ
し
事
務
的
に
も
の
が
遣

つ
て
行
き
た
い
、
と
い
ふ
希
望
が
あ
っ
た
。
其
希
望
は
四
五
年
前
か
ら
あ
っ
た
。

（
中
略
）
其
矢
先
で
あ
っ
た
。
新
聞
を
見
て
、
丸
ノ
内
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
に
貸
事
務

所
の
あ
る
こ
と
に
思
ひ
到
っ
た
の
は
。
そ
こ
で
之
を
借
り
よ
う
と
決
心
し
た
」

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
あ
り
、
完
成
の
知
ら
せ
を
待
っ
て
い
た
矢
先
に
大

き
な
地
震
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
順
調
に
工
事
が
進
み
、
大
正
十
二
年

二
月
に
丸
ビ
ル
は
完
成
す
る
に
至
り
ま
す
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
の
入
居
後
は

ど
う
だ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
虚
子
の
感
想
と
し
て
、
「
丸
ノ
内
ビ
ル
デ

イ
ン
グ
に
事
務
所
を
置
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
何
だ
か
私
達
も
丸
の
内
ビ

ル
デ
イ
ン
グ
が
自
分
の
も
の
の
や
う
な
心
持
が
し
て
出
入
し
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

で
、
す
な
わ
ち
、
丸
ビ
ル
ヘ
入
居
し
た
直
後
の
文
章
で
す
。
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二
）
と
い
う
人
物
が
書
い
て

『
安
全
第
一
ビ
ル
ヂ
ン
グ
読

本
』
で
す
。
こ
れ
は
、
赤
星

陸
治
(
-
八
七
四
＼
一
九
四

関
東
大
震
災
と
丸
の
内
ー
「
文
学
者
の
体
験
し
た
関
東
大
震
災
」

丸
ビ
ル
完
成
の
わ
ず
か
半
年
後
に
関
東
大
震
災
が
発
生
し
ま
す
。こ
ち
ら
は
、

人
も
含
め
て
の
解
説
書
の
体
裁
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

次
に
紹
介
す
る
本
は
、

す
。
時
の
丸
ビ
ル
を
写
し
て
い
ま

7)
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
当

の
規
模
を
誇
っ
た
ビ
ル
で
し

誌
上
で
は
、
発
行
所
の
移
転
広
告
を
掲
載
し
、
消
息
欄
に
「
居
は
気
を
移
す
と

申
し
ま
す
。
雑
誌
の
上
に
も
仕
事
も
上
に
も
何
等
か
新
面
目
を
発
揮
し
て
見
た

い
と
思
ひ
ま
す
。
除
ろ
に
お
待
ち
下
さ
い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
ち
ら
の
新
聞
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
丸
ビ
ル
開
館
直
前
に
出
さ
れ
た

も
の
で
す
が
、
「
食
ふ
物
、
買
ふ
物
何
で
も
彼
で
も
御
意
の
儘

出
来
上
が
っ
た

丸
の
内
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
」
と
、
見
出
し
が
出
さ
れ
、
丸
ビ
ル

の
広
告
も
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
ビ
ル
の
完
成
が
、
当
時
の
人
々

り
ま
し
て
、
当
時
、
日本一

た
。
こ
ち
ら
の
絵
葉
書
（図

館
の
所
蔵
資
料
で
、
竣
工
当

四
部
屋
、
九
階
が
一部
屋
あ

い
ま
す
。
赤
星
陸
治
は
、
三
菱
地
所
の
初
代
会
長
と
な
る
人
物
で
、
出
版
し
た

当
時
は
社
長
で
し
た
。
高
浜
虚
子
と
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
発
行
所
の
丸
ビ
ル

移
転
を
き
っ
か
け
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
虚
子
門
下
に
入
り
ま
し
て
、

「赤
星
水
竹
居
」
と
い
う
俳
号
を
使
っ
て
俳
句
を
た
し
な
み
ま
し
た
。
虚
子
と

会
っ
た
の
は
、
三
菱
地
所
の
部
長
の
頃
で
す
。
ま
た
、
虚
子
の
没
後
に
『虚子

俳
話
録
』
を
著
し
ま
し
た
。
話
が
逸
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
『
安
全
第
一
ビ
ル
ヂ

ン
グ
読
本
』
は
、
丸
ビ
ル
の
建
物
内
部
の
様
子
や
使
用
方
法
を
詳
細
に
書
き
連

「
廊
下
の
巻
」
に
は
、
「
右
側
に
用
の
あ
る
人
で
も
そ
こ
の
前
ま
で
は
必
ず

左
側
を
歩
く
事
」
、
「
必
ず
徐
行
を
す
る
事
」
と
い
う
よ
う
な
事
が
書
い
て
あ
り

で
は
「手
や
顔
を
洗
っ
た
人
は
後
を
よ
く
き
れ
い

ま
す
。
「
手
洗
い
所
の
巻
」

に
始
末
し
て
お
く
事
」
と
い
う
よ
う
な
注
意
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
正
十

五
年
に
出
た
本
で
す
が
、
と
て
も
分
か
り
や
す
い
内
容
で
、
全
て
の
項
目
に
理

由
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「必
ず
徐
行
を
す
る
事
」
に
は
、
「廊下

を
走
っ
た
り
飛
ん
だ
り
す
る
と
自
他
と
も
に
危
な
い
上
に
騒
が
し
く
て
皆
の
迷

惑
に
な
り
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
丸
ビ
ル
と
い
う
建
物
が
、

丸
ビ
ル
内
に
事
務
所
を
持
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
他
、
丸
ビ
ル
見
物
に
来

る
よ
う
な
田
舎
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、
東
京
に
住
ん
で
い
る
人
も
そ
う
で
す
が
、

丸
ビ
ル
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
見
回
っ
た
り
す
る
人
達
も
た
く
さ
ん
い
て
、
訪
れ
る

―
―
―
階
か
ら
八
階
ま
で
が
五
九

丸
ビ
ル
は
、
地
下
が
八
六
部
屋
、

一階
が
五
四
部
屋
、
二
階
が
一〇
一部屋、

に
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ね
て
あ
り
ま
す
の
で
、
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

頗
る
便
利
に
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れ
て
い
ま
す
。
題
に
は
「
震

で
の
出
来
事
が
詳
細
に
綴
ら

に
、
鎌
倉
へ
会
い
に
行
く
ま

ま
で
」
は
、
丸
ビ
ル
を
脱
出

主
で
、
丸
の
内
の
ビ
ル
街
に
は
大
き
な
被
害
は
な
く
、
赤
煉
瓦
の
四
軒
長
屋
時

代
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
も
無
事
で
し
た
。
た
だ
、
後
で
触
れ
ま
す
が
、
建
設
中
の
内

関
東
大
震
災
に
お
け
る
文
学
者
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
「
文
学
者
の
体
験
し

に
つ
い
て
、
文
学
者
の
書
い
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
ゃ
ェ
ッ
セ
イ
や
詩
な
ど
の
作

品
は
、
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

地
震
直
後
に
書
い
た
人
物
が
谷
崎
潤
一
郎
で
す
。
「
絶
滅
の
箱
根
を
奇
跡
的

に
逃
れ
て
」
と
い
う
文
章
を
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
九
月
六
日
付
に
発
表
し
ま

し
た
。
震
災
の
五
日
後
で
す
。
続
い
て
、
竹
久
夢
―
-
（
一
八
八
四
ー
一九三四）

が
「
東
京
災
難
画
信
」
を
書
き
、
坪
内
逍
遥
(
-八
五
九
＼一
九
三
五）

「大
震
災
所
感
」
を
発
表
し
ま
す
。

は

文
学
雑
誌
は
軒
並
み
「
震
災
記
念
号
」
の
よ
う
な
題
で
特
集
号
を
発
行
し
ま

し
て
、
文
学
者
達
の
手
記
や
震
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
な
ど
を
掲
載
し
ま
し

た
。
詩
人
や
歌
人
の
震
災
に
つ
い
て
の
作
品
も
、
合
同
詩
歌
集
の
形
で
い
く
つ

の
大
理
石
の
柱
は
、
く
す
ぼ
り
、
あ
の
美
し
か
っ
た
大
階
段
も
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ

続
い
て
は
、
丸
の
内
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
中
で
、
関
東
大
震
災
に
遭
遇
し
た
人
の

ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
に
は
、
池
内
た
け
し
(
-
八
八
九
ー一
九
七
四
）
と
い

う
人
物
が
い
ま
し
た
。
こ
の
日
、
高
浜
虚
子
は
鎌
倉
に
お
り
、
難
を
逃
れ
ま
し

た
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
、
池
内
た
け
し
の
「
鎌
倉
に
行
く

し
、
そ
の
被
害
状
況
を
伝
え

災
日
記
」
と
銘
打
っ
て
あ
り

ま
す
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
十
月

た
関
東
大
震
災
」
と
く
く
り
、
話
し
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
関
東
大
震
災
丸
ビ
ル
脱
出
記
を
紹
介
し
ま
す
。

外
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、
内
部
が
す
つ
か
り
や
け
て
、

大
正
十
二
年
九
月
七
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
、
「
焼
土
と
化
し
た
丸
の

内
」
と
題
し
、
新
聞
社
の
屋
上
か
ら
撮
影
し
た
写
真
が
大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
惨
状
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、
丸
の
内
の
被
害
は
他
の
地
域

と
比
べ
た
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
甚
大
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
後
か
ら
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
ち
ら
、
九
月
九
日
付
の
『
都
新
聞
』
に
は
、
「
焼
土
と
化
し
た
大

建
築
の
損
害
調
」
と
題
す
、
帝
国
劇
場
、
丸
ビ
ル
、
郵
船
ビ
ル
な
ど
の
被
害
状

況
と
損
害
額
を
ま
と
め
た
記
事
が
あ
り
ま
す
。

実
際
、
震
災
で
火
災
に
よ
る
焼
失
を
出
し
た
の
は
、
警
視
庁
と
帝
国
劇
場
が

て
い
ま
す
。
『
散
文
詩
集
瞳
東
京
』
の
中
か
ら
、
生
田
春
月
の
「
焼
け
跡
の

噴
東
京
』
（
図
8)

と
題
す
る
一冊
で
す
。
西
条
八
十
(
-
八
九
二
＼
一九
七
0)
や
生
田
春
月

（
一
八
九
二
＼
一
九
三
0)、
竹
久
夢
二
な
ど
、
大
勢
の
文
学
者
が
作
品
を
寄
せ

青
い
芽
生
え
」
と
い
う
文
章
を
紹
介
し
ま
す
。
「
そ
れ
か
ら
ま
つ
す
ぐ
に
丸
ノ

内
の
大
通
り
に
出
る
と
、
三
菱
原
あ
た
り
の
事
務
所
の
高
楼
は
、
多
少
の
破
損

は
あ
る
が
、
火
は
ま
ぬ
が
れ
て
ゐ
る
、
帝
劇
は
、
ど
う
し
て
、
ど
こ
か
ら
火
を

―二
等
入
口
の
大
玄
関

こ
の
本
は
、
当
館
七
階
の
図
書
室
に
あ
る
、
『
散
文
詩
集

か
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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号
雑
詠
校
正
中
。
最
初
何
程
の
事
も
な
か
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
た
が
、
忽
ち
大
激

ら
下
り
る
。
階
段
は
一杯
の
人
で
あ
る
。
（
中
略
）
遅
れ
走
せ
に
非
常
口
の
階

段
の
あ
る
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
電
灯
消
へ
、
落
ち
た
壁
土
に
煙
つ
た
廊
下
を
走

る
。
真
暗
な
非
常
口
の
階
段
に
は
壁
土
と
も
煉
瓦
と
も
判
ら
な
い
も
の
が
落
ち

て
ゐ
る
。
其
上
を
踏
ん
で
江
る
が
如
く
下
る
。
地
下
室
に
下
り
て
し
ま
つ
て
出

道
を
失
ふ
。
漸
く
外
に
遁
れ
出
る
」
と
、
丸
ビ
ル
内
の
大
変
緊
迫
し
た
様
子
を

丸
ビ
ル
内
に
は
、
雑
誌
『
婦
人
公
論
』
の
編
集
室
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に

り
ま
し
た
。
そ
の
嶋
中
雄
作
は
、
「丸
の
内
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
脱
出
記
」
を
書
い

て
い
ま
す
。
婦
人
公
論
編
集
室
は
七
階
に
あ
り
、
そ
こ
で
地
震
に
遭
遇
し
、
丸

ビ
ル
の
外
へ
脱
出
す
る
ま
で
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
文
章
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
急
に
、
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
出
し
抜
け

に
（
僕
に
は
地
鳴
り
も
何
ん
に
も
聞
え
な
か
っ
た
か
ら
）
、
暴
風
雨
に
遭
つ
た

船
の
や
う
に
床
が
傾
斜
し
て
、
後
の
壁
が
お
つ
被
さ
や
う
に
倒
れ
か
か
つ
て
来

る
か
と
思
ふ
と
、
隣
の
部
屋
か
そ
の
又
隣
の
部
屋
と
覚
し
き
辺
か
ら
激
し
い
音

が
聞
え
て
、
「
地
震
だ
な
」
と
僕
が
感
じ
た
瞬
間
に
は
、
も
う
吾
々
の
部
屋
の

電
気
の
笠
が
、
そ
こ
の
も
こ
こ
の
も
ガ
チ
ャ
ン
ガ
チ
ャ
ン
と
凄
じ
い
音
を
立
て

て
、
床
の
上
に
落
ち
散
つ
て
ゐ
た
」
と
あ
り
、
丸
ビ
ル
自
体
は
倒
壊
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
揺
れ
の
激
し
さ
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
一
文
で
す
。
嶋
中
は
こ
の
後
に
窓
の
外
を
見
る
の
で
す
が
、
煙
が
モ
ク

は
婦
人
公
論
の
主
幹
で
あ
っ
た
、
嶋
中
雄
作
(
-八
八
七
＼一
九
四
九
）
が
お

図 9

咤至
「（関東大霙災絵葉書）二百名が生理された内外ビ
ルデイグ (No.30)」〈93650111 〉

克
明
に
記
緑
し
て
い
ま
す
。

然
と
し
て
立
ち
上
る
。
（中略）
エ
レ
ベ
ー
タ
は
最
早
停
つ
て
ゐ
る
。
階
段
か

動
と
な
っ
た
の
で
驚
愕
面
色
を
失
ふ
。
校
正
の
筆
を
捨
て
て
卓
子
か
ら
離
れ
茫

モ
ク
と
上
が
っ
て
い
て
、

よ
う
に
、
夢
二
の
挿
絵
が
掲

『都
新
聞
』
に
は
ご
覧
の

で
す
。

れ
た
た
め
、
震
災
後
も
い
ち

都
新
聞
社
は
東
京
の
新
聞
社

災
後
の
様
子
を
ス
ケ
ッ
チ
ブ

ッ
ク
片
手
に
取
材
し
、
そ
れ

そ
の
関
係
か
ら
、
関
東
大
震

新
聞
』
紙
上
で
、
小
説
「
岬
」

て
つ
き
り
火
事
だ
と
思
い
、
「火
事
だ
！
」
と
叫
び

ま
す
。
こ
の
煙
は
、
建
設
途
中
の
内
外
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
七
階
建
て
の
建
物
が
倒

壊
し
た
後
の
砂
煙
だ
っ
た
と
、
生
々
し
く
伝
え
て
お
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
当
館
所
蔵
の
絵
葉
書
（
図
9)
で
す
が
、
解
説
部
分
に
、
「
二
百

（ママ
）

名
が
生
埋
さ
れ
た
内
外
ビ
ル
デ
イ
グ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
葉
書
に
よ
り
、

嶋
中
の
目
に
し
た
光
景
が
、
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
犠
牲

に
な
っ
た
の
は
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
工
事
に
携
わ
っ
て
い
た
人
達
で
し
た
。

続
い
て
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
竹
久
夢
二
の
「
東
京
災
難
画
信
」
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
夢
二
は
、
関
東
大
震
災
が
起
き
る
直
前
に
『都

の
発
表
を
開
始
し
て
お
り
、

を
ま
と
め
た
挿
絵
と
文
を

『都新聞』
で
連
載
し
ま
す
。

の
内
、
唯
一
被
害
を
逃
れ
ら

早
く
新
聞
を
発
行
で
き
た
の

1 0 3 -



金子 未佳

こ
ち
ら
の
「
十
八

し
て
い
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
震
災
か
ら
一
月
経
っ
た
十
月
一
日
の
新
聞
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
挿
絵
と
対
象
的
に
、
と
て
も
震
災
の
絵
に

は
見
え
な
い
の
で
す
が
、

活
気
に
あ
ふ
れ
た
公
園
の
様
子
を
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
上
方
か
ら
震
災
見
物

に
き
た
女
連
れ
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
、
と
て
も
非
常
識
に
思
え
る
人
々
の
行

動
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
一
文
も
、
震
災
直
後
の
当
時

の
様
子
を
後
軋
に
伝
え
る
、
貴
重
な
記
録
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

田
山
花
袋
は
、
『
東
京
震
災
記
』
と
い
う
本
を
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

ち
ら
に
は
、
七
0
日
近
く
経
過
し
た
頃
に
、
丸
の
内
へ
出
か
け
た
時
の
こ
と
を

記
し
た
一
文
が
あ
り
ま
す
。
花
袋
は
、
命
カ
ラ
ガ
ラ
逃
げ
た
時
の
状
況
を
昨
日

の
こ
と
の
よ
う
に
話
す
女
連
れ
を
目
に
し
、
依
然
と
し
て
震
災
当
時
の
慌
し
さ

先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
丸
の
内
界
隈
の
被
害
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
内
外
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
倒
壊
し
て
し
ま
い
ま

こ
ゞ
ヽ

し
t
カ

バ
ラ
ッ
ク
街
に
お
祭
の
よ
う
な
出
店
が
建
ち
並
び
、

四
軒
長
屋
時
代
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
も
無
事
で
し
た
し
、
「
一
T
ニ
ュ
ー

が
漂
っ
て
い
る
と
綴
っ
て
い
ま
す
。

長
い
日
曜
日
」
の
項
も
日
比
谷
公
園
の
様
子
を
題
材
に

な
垂
れ
て
腰
を
落
と
す
人
々
の
姿
を
描
写
し
て
い
ま
す
。

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
の
内
に
つ
い
て
は
、
九
月
二
十
六
日
付
「
十
―
――

の
項
で
、
日
比
谷
公
園
の
様
子
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。「
や
さ
し
い
小
径
は
、

木
々
の
緑
が
お
の
づ
か
ら
蔭
を
つ
く
り
、
花
壇
の
中
に
は
四
季
折
々
の
花
が
咲

き
み
だ
れ
、
大
き
な
花
の
や
う
な
パ
ラ
ソ
ル
は
、
肩
の
上
で
廻
り
な
が
ら
歩
い

て
ゆ
く
。
（中略）
そ
の
か
み
の
日
比
谷
公
園
を
、
今
は
見
る
よ
し
も
な
い
」

と
記
し
、
被
災
者
の
バ
ラ
ッ
ク
に
な
っ
た
日
比
谷
公
園
の
様
子
と
、
そ
こ
に
う

庭園」

る
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

静
な
目
で
丸
の
内
を
分
析
し
て
い
ま
す
。

た
。
そ
し
て
今
見
る
馬
鹿
な
活
気
を
呈
し
た
訳
で
あ
る
」
と
述
べ
、
か
な
り
冷

ヨ
ー
ク
」
時
代
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
も
無
事
で
、
他
の
地
域
の
よ
う
に
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
震
災
後
は
、
そ
の
丸
の
内
の
土
地
に
こ
ぞ
っ
て
企

業
が
集
中
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
震
災
か
ら
一
月
後
の
十
月
一
日
付
『
都
新
聞
』

で
も
十
万
を
超
ゆ
る
人
の
出
入

こ
の
よ
う
な
震
災
復
興
期
の
丸
の
内
の
状
況
を
、
権
田
保
之
助
(
-
八
八
七

ー
一九宜一）
は
、
大
正
十
三
年
に
発
表
し
た
「
復
興
の
都
を
眺
め
て
」
と
い

う
随
筆
の
中
で
、
「
焼
け
落
ち
た
帝
都
の
真
ん
中
に
、
丸
の
内
一
帯
の
比
較
的

広
く
て
建
て
物
の
収
容
力
の
可
な
り
に
大
き
い
部
分
が
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
復
興
へ
の
足
掛
か
り
と
し
て
東
京
市
に
取
っ
て
は
大
変
に
仕
合
せ
な
こ
と
で

で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
丸
の
内
一
帯
は
ま
だ
未
完
成
の
区
域
で
あ
っ
た
。
地
震

が
あ
っ
て
も
無
ぐ
つ
て
も
、
当
然
発
展
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
さ
い
は

い
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
震
で
一
時
に
人
が
集
ま
つ
て
仕
舞
つ

川
端
康
成
(
-
八
九
九
＼
一
九
七
二
）
も
、
昭
和
五
年
に
発
表
し
た
「
新
東

京
名
所
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
「
新
し
い
都
市
風
景
の
丸
の
内
は
、
反
つ
て

地
震
の
焼
跡
で
は
一
等
変
わ
っ
て
ゐ
な
い
場
所
と
も
と
も
い
へ
る
か
ら
面
白

い
」
と
書
い
て
お
り
、
丸
の
内
は
地
震
の
前
と
後
で
も
そ
れ
は
ど
は
変
わ
ら
な

い
街
で
あ
る
が
、
新
東
京
の
名
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
場
所
に
な
っ
て
い

そ
の
裏
付
け
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
何
と
言
っ
て
も
唯
一
の
繁
昌
区
」
と
あ
り
、

の
記
事
で
す
が
、
「
三
菱
村
に
集
中
す
る
千
余
の
会
杜
事
務
所
丸
ビ
ル
だ
け
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静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

み
た
程
度
で
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
、
日
比
谷
公
園
、
帝
劇
、
帝
国
ホ

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
ま
し
た
と
こ
ろ
の
ま
と
め
を
い
た
し
ま
す
。

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
、
丸
の
内
を
舞
台
に
し
た
小
説
や
、
丸
の
内
の
オ

フ
ィ
ス
街
を
題
材
と
し
た
文
学
小
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
書
か

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
吉
向
浜
虚
子
が
小
説
「
丸
の
内
」
や
「
東
京
市
」
の
中
で
試

テ
ル
な
ど
の
名
称
は
、
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
し
い
名
所
的

な
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
丸
の
内
を
舞
台
に
し
て

物
語
が
展
開
す
る
よ
う
な
作
品
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
文
学
者
が
み
た
丸

の
内
の
変
遷
」
と
い
う
ま
と
め
方
が
し
つ
く
り
す
る
感
じ
で
す
。
文
学
者
の
視

点
を
通
し
て
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
丸
の
内
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
関
東
大
震
災
に
つ
い
て
も
、
文
学
者
が
記
録
文
学
と
し

て
関
東
大
震
災
を
書
い
た
中
に
丸
の
内
が
登
場
す
る
程
度
で
す
。
昭
和
期
に
な

り
ま
す
と
丸
の
内
を
舞
台
に
し
た
小
説
が
誕
生
し
ま
す
。
引
き
続
き
山
崎
か
ら

話
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご

お
わ
り
に
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