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

第
二
十
一
回「

荒
ぶ
る
自
然
」と「
み
や
び
な
自
然
」再
考

『
古
今
和
歌
集
』
の
世
界

芭
蕉
の
感
性
が
、「
み
や
び
な
自
然
」
に
よ
り
は
、「
荒
ぶ
る

自
然
」
に
よ
り
強
い
親
和
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

前
回
に
述
べ
た
。
芭
蕉
の
俳
諧
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

知
れ
な
い
の
が
、
思
い
切
り
機
知
を
は
た
ら
か
せ
て
「
み
や
び

な
自
然
」
を
歌
っ
た
、
と
い
う
よ
り
は
創
出
し
た
、『
古
今
和

歌
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
数
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』
は
芭
蕉
の
時
代
の
お
よ

そ
八
百
年
前
、
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
ま
れ
、
平
安
時

代
の
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
成
立
、
同
年
四
月
十
八
日
に
醍

醐
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。「
み
や
」
つ
ま
り
宮
廷
に

仕
え
る
歌
人
た
ち
が
、
漢
文
と
の
二
重
言
語
の
生
活
の
中
か
ら
、

や
ま
と
こ
と
ば
の
歌
を
、
だ
が
万
葉
調
の
直
截
、
素
朴
な
表
現

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
遊
び
心
を
盛
り
込
み
技
巧
を
尽
く
し
て

作
っ
た
「
み
や
び
」
な
歌
た
ち
が
、
初
め
て
『
古
今
和
歌
集
』

に
結
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
歌
仙
に
代
表
さ
れ
る
前
期
の
歌
た
ち
の
、
巧
妙
な
掛か
け

詞こ
と
ばで

人
工
的
に
「
自
然
」
に
仮
託
し
た
「
み
や
び
心
」
の
達
成
。
例

は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
小
野
小
町
の
有
名
な
「
花
の
色
は

う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
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ま
に
」
の
、
当
時
は
す
で
に
「
梅
」
で
な
く
「
桜
」
で
あ
っ
た

「
花
」
の
、
植
物
と
し
て
の
桜
と
わ
が
身
と
の
重
ね
合
わ
せ
、

「
古
る
」
と
「
降
る
」、「
眺
め
」
と
「
長
雨
」
の
見
事
な
掛
詞
。

や
は
り
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
僧
正
遍
昭
が
、
寵
遇

を
受
け
た
仁
明
天
皇
の
崩
御
に
よ
り
三
十
六
歳
で
出
家
す
る
前
、

良よ
し

岑み
ね
の

宗む
ね

貞さ
だ

の
名
で
詠
ん
だ
な
ま
め
か
し
い
歌
「
花
の
色
は
霞

に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風
」
も
、
宗

貞
が
思
い
を
寄
せ
る
乙
女
に
あ
て
た
恋
の
歌
を
託
し
た
使
者
の

首
尾
を
、
慮
お
も
ん
ぱ
か

っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
花
、

霞
、
香
、
山
風
な
ど
の
「
自
然
」
は
、
そ
う
し
た
想
い
を
仮
託

す
る
素
材
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
小
倉
百
人
一
首
」

で
も
有
名
な
、
や
は
り
宗
貞
の
頃
の
歌
、「
天
つ
か
ぜ
雲
の
通

ひ
路
ふ
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む
」
も
、
五ご
せ

節ち
の

舞ま
ひ

姫ひ
め
を
天
女
に
見
立
て
た
上
で
、
風
に
呼
び
か
け
て
空
の
雲
を

詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
技
巧
の
入
り
く
み
方
は
、
ひ
と

通
り
の
も
の
で
は
な
い
。

『
万
葉
集
』
に
も
、
大
伴
家
持
の
「
海
ゆ
か
ば
…
…
」
に
典
型

を
見
る
よ
う
な
機
ゲ
レ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ツ
・
ゲ
デ
ィ
ヒ
ト

会

詩
も
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』

で
は
、
ま
さ
に
頻
出
す
る
。

明
治
に
な
っ
て
、
正
岡
子
規
以
来
、『
古
今
和
歌
集
』
の
こ

う
し
た
「
み
や
び
な
」
技
巧
が
と
か
く
疎う
と

ま
れ
る
風
潮
も
生
ま

れ
た
が
、
自
然
も
人
間
の
み
や
び
心
を
映
す
対
象
と
し
て
思
い

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
日
本
人
の
自
然
観
の
一
方
の
極

致
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

絵
画
で
も
、
唐
風
の
模
倣
か
ら
大
和
風
へ
、
そ
し
て
…
…

興
味
深
い
の
は
、「
自
然
」
を
素
材
に
し
た
絵
画
の
領
域
で

も
、
こ
の
時
代
は
唐
の
山
水
画
そ
の
ま
ま
の
模
倣
か
ら
、
唐
朝

画
の
様
式
を
日
本
に
移
し
て
日
本
の
風
景
の
情
趣
を
描
く
、
い

わ
ゆ
る
大
和
絵
の
萌
芽
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
画

題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
名
所
を
描
い
た
名
所
絵
が
流
行
す
る
。

明
石
浦
、
須
磨
の
浦
、
天
の
橋
立
、
竜
田
川
、
富
士
山
、
等
々
。

当
時
の
作
品
は
遺
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
を
詠

ん
だ
和
歌
に
合
わ
せ
、
特
定
の
季
節
に
対
応
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。「
例
え
ば
春
日
野
は
春
の
若
菜

摘
み
、
竜
田
川
は
秋
の
紅
葉
と
い
っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
季
節

に
結
び
つ
い
た
、
そ
の
表
象
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
。

実
際
の
景
観
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
あ
ま
り

関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
一

九
九
〇
年
企
画
展
図
録
『
画
家
と
旅
│
描
か
れ
た
自
然
Ⅱ
』
所
収
の
辻
惟の

ぶ

雄お

氏
の
解
説
「「
真
景
」
か
ら
「
写
真
」
へ
」）。




