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●
第
二
部
●
　
江
戸
東
京
の
下
町
が「
記
憶
」す
る
も
の

「
奥
の
細
道
旅
立
ち
」
追
体
験

私
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
本
所
深
川
は
、

深
川
人
松
尾
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
に
出
た
旧
暦
三
月
二

十
七
日
に
あ
た
る
日
に
、「
お
く
の
ほ
そ
道
旅
立
ち
追
体
験
ツ

ア
ー
」
を
催
し
て
き
た
。
今
年
は
そ
の
三
回
目
で
、
旅
立
ち
か

ら
三
百
二
十
年
目
だ
。

い
ま
ま
で
日
程
が
合
わ
ず
涙
を
呑
ん
だ
が
、
今
年
こ
そ
は
と
、

そ
の
五
月
十
六
日
土
曜
日
を
早
く
か
ら
動
か
せ
な
い
予
定
と
し

て
入
れ
て
し
ま
い
、
文
字
通
り
万
障
繰
り
合
わ
せ
て
参
加
し
た
。

そ
し
て
、
や
っ
ぱ
し

0

0

0

0

参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
っ
た
。
私
に
と

っ
て
学
ぶ
こ
と
の
多
い
、
感
銘
深
い
「
追
体
験
」
だ
っ
た
。
で
、

前
回
予
告
し
た
広
重
と
一
緒
に
飛
鳥
山
の
花
見
に
行
く
の
は
も

う
少
し
先
送
り
し
て
、
こ
の
ツ
ア
ー
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

を
、
感
銘
の
薄
れ
な
い
う
ち
に
書
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。

感
銘
の
第
一
は
、
芭
蕉
と
い
う
風
狂
の
輩
や
か
らの
イ
メ
ー
ジ
の
多

様
さ
と
、
他
に
も
数
々
の
風
狂
の
輩
を
受
け
入
れ
た
本
所
深
川

と
い
う
土
地
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
り
、
第
二
は
江
戸
＝
東

京
を
支
え
た
鄙ひ
な

の
一
角
と
し
て
の
千
住
と
い
う
土
地
の
、
奥
深

い
豊
か
さ
に
つ
い
て
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
述
べ
る
前
に
、

ま
ず
当
日
の
「
追
体
験
ツ
ア
ー
」
の
あ
ら
ま
し
を
追
体
験
す
る

第
十
八
回

江
戸
＝
東
京
を
支
え
た
鄙
、そ
し
て
風
狂
の
輩
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こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

十
六
日
は
朝
か
ら
蒸
し
暑
く
、
曇
っ
て
、
い
ま
に
も
降
り
出

し
そ
う
な
空
模
様
。
リ
ピ
ー
タ
ー
も
い
る
熱
心
な
参
加
者
六
十

人
は
、
一
人
の
遅
刻
も
な
く
、
九
時
半
に
地
下
鉄
都
営
大
江
戸

線
の
門
前
仲
町
改
札
口
に
集
合
し
た
。
私
を
含
め
ほ
と
ん
ど
が

中
高
年
で
、
大
半
は
女
性
だ
。

赤
組
と
青
組
に
分
か
れ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
案
内
役
が
も
つ
、
棒
先

に
つ
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の
ひ
ら
ひ
ら
を
目
印
に
、
出
発
。
各

組
に
一
人
ず
つ
、
江
東
区
教
育
委
員
会
の
ベ
テ
ラ
ン
が
案
内
説

明
役
と
し
て
つ
い
て
い
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
本
所
深
川
の
世
話
役
の
人
の
話
で
は
、
今
年
も
申
し

込
み
多
数
で
六
十
人
を
上
回
っ
た
が
、
こ
れ
以
上
ふ
え
る
と
屋

形
船
を
も
う
一
艘
チ
ャ
ー
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

締
め
切
っ
た
と
の
こ
と
。
あ
と
で
、
本
所
深
川
の
事
務
局
で
申

込
書
を
整
理
し
た
結
果
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、
六
十

名
の
う
ち
、
女
性
四
十
一
名
、
男
性
は
十
九
名
、
年
齢
は
、
申

込
書
の
記
入
漏
れ
な
ど
も
あ
っ
て
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、

最
高
齢
者
七
十
八
歳
の
男
性
一
人
を
含
む
七
十
代
六
十
代
が
大

半
で
、
最
年
少
は
三
十
三
歳
の
女
性
だ
っ
た
。
若
い
層
に
も
関

心
を
も
っ
て
も
ら
う
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
今
後
の
課

題
だ
。

四
十
五
歳
の
老
成
し
た
宗
匠

お
閻
魔
さ
ま
の
前
を
通
っ
て
、
最
初
の
訪
問
地
、
仙
台
堀
川

に
架
か
る
海
辺
橋
南
詰
の
採さ
い

荼と

庵あ
ん

に
行
く
。「
奥
の
細
道
」
へ

旅
立
つ
た
め
、
芭
蕉
は
広
大
な
芭
蕉
庵
を
人
に
譲
り
、
芭
蕉
庵

の
土
地
を
提
供
し
た
、
富
裕
な
魚
問
屋
で
俳
諧
の
弟
子
だ
っ
た

杉
山
（
鯉
屋
）
杉さ

ん

風ぷ
う

（
正
保
四
年
〜
享
保
十
七
年
＝
一
六
四
七
〜
一
七

三
二
）
の
庵
室
、
採
荼
庵
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
、
江
東
区
の
有
志
が
、
こ
こ
に
庵

室
の
縁
に
腰
掛
け
た
旅
立
ち
姿
の
芭
蕉
像
（
次
ペ
ー
ジ
﹇
写
真

１
﹈）
と
記
念
の
石
碑
を
建
て
た
。
採
荼
庵
は
、「
元
木
場
平
野

町
北
角
」
と
い
う
現
存
す
る
文
書
か
ら
す
る
と
、
実
際
に
は
海

辺
橋
の
北
東
側
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
芭
蕉
は
旧
暦

の
三
月
二
十
七
日
、
ま
ず
採
荼
庵
か
ら
千
住
ま
で
、
船
で
隅
田

川
を
遡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
三
月
二
十
日
出
立
と
い
う
記
録

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
め
の
予
定
を
記
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
旅
立
ち
か
ら
し
て
芭
蕉
は
不
確
か
な
こ
と
に

囲
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
宗
匠
頭
巾
を

か
ぶ
り
杖
を
つ
い
た
、
老
成
し
た
芭
蕉
像
だ
。




