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だ
す
の
も
り
）
を
進
ん
で
い
る
最
中
や
、

市
中
で
古
い
建
築
物
な
ど
が
残
る
風
情
あ

る
一
角
を
通
り
抜
け
る
時
は
、
平
安
時
代

◆
五
島　

宮
廷
文
化
と
い
う
と
私
た
ち
に

と
っ
て
は
遠
い
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま

す
。
伝
統
文
化
と
か
京
都
文
化
と
い
わ
れ

る
も
の
と
も
ま
た
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
。

　

日
本
文
化
の
中
で
宮
廷
文
化
と
い
わ
れ

る
も
の
が
ど
ん
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
そ

の
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
三
月
三
日
桃

の
節
句
の
、
ひ
な
人
形
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
内
裏
雛
（
だ
い
り

び
な
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ひ
な
人
形

は
天
皇
・
皇
后
と
そ
の
お
住
ま
い
で
あ
る

皇
居
（
内
裏
）
の
よ
う
す
を
模
し
た
も
の

で
す
。
現
代
の
よ
う
な
ひ
な
人
形
は
、
江

戸
時
代
に
広
く
一
般
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ

に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
の
で
は
な
い
か

と
見
た
が
う
く
ら
い
で
、
深
く
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。

ま
す
が
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
は
天
皇
や

皇
居
と
い
っ
た
も
の
は
や
は
り
憧
れ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

現
代
の
五
段
飾
り
と
い
っ
た
立
派
な
ひ

な
飾
り
は
、
男
び
な
・
女
び
な
と
い
う
一

対
の
人
形
に
、
お
仕
え
す
る
女
性
で
あ
る

三
人
官
女
、
能
の
お
は
や
し
を
奏
で
る
５

人
の
楽
人
を
表
し
た
五
人
ば
や
し
、
左
近

衛
府
・
右
近
衛
府
（
左
近
の
桜
・
右
近
の

橘
は
こ
こ
か
ら
き
て
い
ま
す
）
と
呼
ば
れ

る
兵
団
の
長
官
で
あ
る
左
右
大
将
な
ど
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
中
の
儀
式
な
ど

で
よ
く
演
奏
さ
れ
る
の
は
雅
楽
で
す
の

で
、
能
の
楽
隊
が
ひ
な
人
形
に
加
わ
っ
て

い
る
の
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
実
は
室
町
時
代
、
３
月
の
左
近

の
桜
の
咲
く
季
節
に
、
天
皇
は
皇
子
や
皇

女
、
そ
の
な
か
に
は
他
家
に
嫁
い
だ
り
、

出
家
し
て
門
跡
寺
院
に
入
っ
た
人
た
ち
も

お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
お
子
達
を
御

所
に
集
め
て
、
宴
を
催
し
、
能
を
ご
覧
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。
公
式
行
事
で
は
な

い
の
で
す
が
、
宮
中
の
遊
び
と
し
て
江
戸

時
代
ま
で
つ
づ
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
演
じ
る
の
は
プ
ロ
の
能
楽
師
で

は
な
く
、
京
都
の
都
市
民
（
町
衆
）
の
中

で
能
楽
に
熟
達
し
た
人
が
選
ば
れ
ま
す
。

当
時
、
京
都
で
は
能
を
舞
っ
た
り
謡
を

謡
っ
た
り
す
る
こ
と
が
流
行
し
て
、
そ
れ

が
一
つ
の
町
衆
の
教
養
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
を
手
猿
楽
と
い
い
ま
す
。
そ
う

し
た
彼
ら
を
選
ん
で
能
を
舞
わ
せ
る
の
で

す
が
、
反
対
に
町
衆
の
中
で
は
内
裏
で
能

を
舞
う
こ
と
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
に
も

な
る
の
で
す
。
京
都
の
町
衆
文
化
と
宮
廷

の
関
係
性
を
考
え
る
と
き
、
こ
う
し
た
事

実
は
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
京
都
御
所
は
平
安
時
代
の
内
裏

と
同
じ
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
暦
９

６
０
年
に
は
じ
め
て
燃
え
て
か
ら
内
裏
は

里
内
裏
と
し
て
場
所
を
転
々
と
し
、
南
北

朝
時
代
に
現
在
の
場
所
に
定
着
し
ま
す
。

そ
の
当
時
の
御
所
は
か
な
り
荒
廃
し
て
い

ま
し
た
。
ふ
つ
う
の
住
宅
を
そ
の
ま
ま
内

裏
と
し
て
用
い
た
り
し
ま
し
た
。
こ
の

頃
、
諸
国
の
戦
国
大
名
は
、
天
下
を
狙
っ

て
上
洛
を
目
指
そ
う
と
し
ま
す
が
、
同
時

に
京
都
文
化
を
積
極
的
に
吸
収
し
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
国
宝
の
狩
野
永
徳
が
描
い

た
と
さ
れ
る
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
は
織

田
信
長
か
ら
上
杉
謙
信
に
贈
ら
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
京
都
へ
の
強

い
関
心
を
示
す
も
の
の
一
つ
で
す
。
そ
の

い
っ
ぽ
う
で
織
田
信
長
は
、
御
所
の
再
建

に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
戦

国
大
名
が
内
裏
の
再
興
に
力
を
入
れ
る
の

は
、
宮
廷
文
化
が
京
都
文
化
の
基
盤
を
な

す
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

京
都
に
根
付
く
王
朝
文
化
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文
化
と
は
、
単
独
の
文
化
の
分
野
で
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時

代
の
変
遷
と
と
も
に
積
み
重
な
っ
て
重
層

的
な
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で

あ
き
ら
か
に
基
調
と
な
っ
て
い
る
文
化
が

あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
の
は
王
朝
の
和
歌

文
学
で
す
。「
源
氏
物
語
」
も
そ
の
中
に

入
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
で
は
能
楽
が
あ
り

ま
す
。
茶
道
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
京
都
の

文
化
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
和
歌
文
学

を
基
調
と
し
て
そ
の
上
に
能
や
茶
道
を
積

み
重
ね
て
こ
れ
ら
を
核
に
し
た
も
の
で

す
。
町
衆
た
ち
は
そ
う
し
た
文
化
を
吸
収

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
を
作
り
、
次
々

に
新
し
い
作
品
を
創
り
出
し
て
き
た
の
で

す
。
宮
廷
文
化
も
あ
き
ら
か
に
そ
う
し
た

基
調
文
化
の
一
つ
で
す
。

　

京
都
三
大
祭
の
一
つ
、
祇
園
祭
の
山
鉾

は
、
建
築
や
染
織
、
工
芸
な
ど
の
総
合
文

化
で
す
。
こ
れ
自
体
は
宮
廷
文
化
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
工
芸
品
を
作
っ

た
職
人
は
十
分
に
先
に
お
話
し
し
た
よ
う

な
古
典
的
な
基
調
文
化
を
踏
ま
え
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

宮
廷
文
化
は
そ
ん
な
ふ
う
に
京
都
の
都

市
の
人
々
に
も
根
付
い
て
お
り
、
そ
れ
が

京
都
の
文
化
の
ブ
ラ
ン
ド
を
作
っ
て
き
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

後
、
宮
司
さ
ん
や
ご
住
職
さ
ん
か
ら
観
光

客
向
け
と
は
違
っ
た
お
話
を
伺
え
る
の
が

楽
し
み
で
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
京
都
御
苑
の
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
を
毎
週
日
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま

す
。
京
都
御
苑
内
の
閑
院
宮
邸
跡
前
に
午

前
10
時
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
無
料
で

ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

京
都
御
苑
は
国
が
管
理
す
る
国
民
公
園

で
す
。
自
然
豊
か
で
、
樹
木
は
約
５
万
本

あ
り
、
80
種
類
ぐ
ら
い
の
野
鳥
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
キ
ノ
コ
類
も
た
く
さ
ん
自

生
、
チ
ョ
ウ
も
多
く
生
息
し
て
い
ま
す
。

御
苑
内
の
景
観
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
白

い
砂
利
道
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
滋
賀

県
の
安
曇
川
流
域
の
砂
利
を
使
っ
て
い
ま

す
。
建
礼
門
前
に
も
砂
利
道
が
あ
り
、
こ

こ
は
大
正
天
皇
ご
即
位
の
際
に
拡
張
整
備

さ
れ
た
名
残
で
す
。

　

京
都
御
苑
を
歩
い
て
い
て
も
、
今
日
の

テ
ー
マ
で
あ
る
宮
廷
文
化
に
関
す
る
何
か

を
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
の
で

す
が
、
こ
こ
は
南
北
朝
時
代
に
現
在
の
御

所
が
移
っ
て
き
て
、
歴
史
的
な
出
来
事
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
場
所
で
す
か
ら
、
当
時

の
様
子
や
古
人
の
営
み
に
思
い
を
巡
ら

せ
、
楽
し
み
な
が
ら
ガ
イ
ド
を
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
お
話
に
出
て
い
る
展
覧
会

「
近
世
京
都
の
宮
廷
文
化
」
に
も
、
受
付

や
監
視
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
都
草

の
会
員
が
関
わ
っ
て
お
り
、
私
も
週
２
、

３
回
会
場
に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
会
場

の
一
つ
の
城
南
宮
に
は
、
大
正
天
皇
の
即

位
礼
の
会
場
を
再
現
し
た
10
分
の
１
の
模

型
を
展
示
。
紫
宸
殿
や
、
そ
の
裏
側
に
は

高
御
座
も
あ
り
、
非
常
に
精
巧
な
模
型
で

す
。
も
う
一
方
の
会
場
で
あ
る
京
セ
ラ
美

悠
久
の
歴
史
に
感
動

◆
坂
本　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
京
都
観
光
文
化

を
考
え
る
会
・
都
草
」
は
、
京
都
大
好
き

人
間
の
集
ま
り
で
す
。
現
在
は
３
８
０
人

ほ
ど
の
会
員
が
お
り
、
そ
の
う
ち
約
１
０

０
人
は
京
都
在
住
者
以
外
の
会
員
で
す
。

京
都
を
学
問
的
に
探
求
し
よ
う
と
い
う
基

本
姿
勢
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
京
都
に
深
く
入
り
込
ん
で
、
体

感
、
体
験
す
る
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

　

祇
園
祭
に
は
１
５
０
人
ほ
ど
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
派
遣
し
て
お
手
伝
い
を
し
、
毎

月
30
人
く
ら
い
で
神
社
や
寺
院
で
の
清
掃

作
業
も
し
て
い
ま
す
。
作
業
が
終
わ
っ
た




