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麻
布
十
番
の
更
科
蕎
麦
（
さ
ら
し
な
そ
ば
） 

 
 

 
 

伴
 

友
貴 

 
 

更
科

さ
ら
し
な

蕎
麦

そ

ば

を
調
べ
始
め
た
ら
き
り
が
な
い
。
次
々
と
疑
問
が
わ
き
出
て
く
る
。
新
一
の
橋
の
交

差
点
に
あ
る
「
麻
布
永
坂
更
科
本
店
」
の
裏
手
に
港
区
立
麻
布
図
書
館
が
あ
る
の
で
、
行
っ
て
み

た
。
各
店
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
だ
け
で
は
心
許

こ
こ
ろ
も
と

な
く
、
江
戸
時
代
ま
で
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
資
料
を
調
べ
な
い

と
気
が
済
ま
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
。そ
こ
に
行
け
ば
郷
土
史
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
は
ず
で
、前
々

か
ら
行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
調
子
が
す
ぐ
れ
ず
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
の
日
々
が
続
い

て
い
た
け
れ
ど
、
少
し
調
子
も
良
く
な
っ
た
の
で
、
気
分
転
換
を
兼
ね
て
出
か
け
た
。 

 
本
を
読
む
の
が
唯
一
の
楽
し
み
に
な
っ
て
み
る
と
、
本
代
も
バ
カ
に
な
ら
な
い
。
何
か
ら
何
ま

で
目
に
付
く
も
の
を
買
い
漁 あ

さ

っ
て
い
て
は
家
計
が
破
産
す
る
。
図
書
館
に
行
く
の
は
二
十
年
ぶ
り

ぐ
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
図
書
館
で
、
応
対
も
親
切
で
、
な
か
な
か
感
じ
が
よ
い
。
平
日
は
午
前
九

時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
開
い
て
い
る
。
開
架
式
で
、
最
高
六
冊
を
二
週
間
借
り
出
せ
る
の
も
嬉
し

い
。
そ
こ
で
江
戸
か
ら
昭
和
ま
で
の
地
図
を
と
り
ま
と
め
た
「
東
京
都
港
区
 

近
代
沿
革
図
集
」

（
東
京
都
港
区
立
三
田
図
書
館
 

一
九
七
七
年
）、港
区
に
か
ら
む
古
代
か
ら
の
関
連
資
料
を
ま
と
め
た
労

作
の
「
港
区
史
」
（
東
京
都
港
区
役
所
 

一
九
六
〇
年
）
と
「
新
修
港
区
史
」
（
東
京
都
港
区
役
所
 
一
九
七

九
年
）
、
そ
れ
と
「
麻
布
の
名
所
今
昔
」
（
永
坂
更
科
 

一
九
六
五
年
）
と
い
う
豪
華
本
を
見
つ
け
た
。 

 
な
か
で
も
、
各
巻
の
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
ほ
ど
で
上
下
、
新
旧
あ
わ
せ
て
四
冊
の
「
区
史
」
は
中

身
が
濃
く
て
驚
か
さ
れ
る
。
「
近
代
沿
革
図
集
」
も
そ
う
で
あ
る
。
港
区
内
を
細
か
く
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
つ
い
て
、
江
戸
か
ら
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
年
）
ま
で
の
地
図
を
時
系
列
に
整

理
し
た
も
の
で
、
巻
末
の
「
町
名
・
地
名
・
坂
名
・
橋
名
の
起
源
と
変
遷
」
と
突
き
合
わ
せ
て
地
域

の
変
遷
を
知
る
の
に
き
わ
め
て
便
利
で
あ
る
。 

 
「
区
史
」
に
は
慶
應
義
塾
大
学
な
ど
が
、
ま
た
「
沿
革
図
集
」
に
は
三
田
図
書
館
の
人
た
ち
が

編
纂

へ
ん
さ
ん

に
関
わ
っ
た
と
あ
る
。
世
の
中
に
は
実
に
コ
ツ
コ
ツ
と
膨
大
な
資
料
を
整
理
分
析
す
る
な
ど

の
地
味
な
作
業
を
し
て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
ほ
と
ほ
と
感
心
す
る
と
同
時

に
、
お
陰
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た 
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ま
ず
「
麻
布
十
番
」
と
い
う
名
前
の

ゆ
え
ん

所
以
で
あ
る
。
「
麻
布

あ
ざ
ぶ

」―
―

今
の
元
麻
布
一
〜
三
丁
目

あ
た
り
の
高
台
は
、
古
く
は
「
阿 あ

佐 さ

布 ぶ

」
と
か
「
阿 あ

左 さ

布 ぶ

」
と
書
か
れ
て
い
た
。
「
麻
布
十
番
」
の

商
店
街
を
横
切
っ
て
奥
に
入
る
と
中
世
以
前
か
ら
門
前
町
が
発
達
し
て
い
た
善
福
寺
（
浄
土
真
宗
）

が
あ
る
。
そ
こ
に
は
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
年
）
の
北
条
氏
朱
印
状
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
年
）
の

豊
臣
氏
朱
印
状
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
い
ず
れ
も
「
阿 あ

佐 さ

布 ぶ

善
福
寺

ぜ
ん
ぷ
く
じ

」
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
が
正
徳
三
年
（
一
六
九
〇
年
）
、
町
奉
行
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
ろ
、
付
近
で
百
姓

が
副
業
に
麻
を
作
っ
て
布
に
織
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
麻
布

あ
ざ
ぶ

」
の
文
字
に
書
き
改
め
ら
れ
た
そ

う
だ
。 

 
い
ま
の
麻
布
十
番
商
店
街
（
麻
布
十
番
一
丁
目
）
付
近
の
発
展
は
、
善
福
寺
付
近
よ
り
遙
か
に

後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
は
、
長
ら
く
原
野
と
「
古
川

ふ
る
か
わ

」
の
水
が
溢
れ
る
湿
地
だ
っ

た
ら
し
い
。
そ
れ
が
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
年
）
、
幕
府
が
直
営
事

業
と
し
て
行
っ
た
「
古
川

ふ
る
か
わ

」
の
改
修
の
以
降
だ
と
い
う
。
こ
の
工
事
の
時
、「
将
監

し
ょ
う
か
ん

橋 ば
し

」
か
ら
「
一

の
橋
」
ま
で
が
十
の
工
区
に
わ
け
ら
れ
、
こ
の
付
近
が
そ
の
「
十
番
目
」
に
当
た
り
、
そ
の
表
示

杭
が
後
ま
で
残
っ
て
、
十
番
の
地
名
の
起
こ
り
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の

説
が
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。 

 
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
年
）
ご
ろ
に
は
、
市
街
の
体
裁

て
い
さ
い

を
整
え
て
き
た
と
い
う
。
享
保
十
四
年
（
一

七
二
九
年
）
に
は
、
い
ま
の
麻
布
十
番
一
丁
目
の
端
か
ら
東
麻
布
三
丁
目
に
か
け
て
、
東
西
に
長
い

馬
場
が
で
き
た
。
「
十
番
馬
場
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
仙
台
駒
の
市
は
有
名
で
、
付
近

の
仕
立
屋
が
考
案
し
た
馬
乗
り

は
か
ま

袴
は
「
十
番
仕
立
」
と
言
っ
て
珍
重
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

 
幕
末
の
状
況
は
「
御
府
内
往
還
其
外
沿
革
図
書
」（
文
久
二
年
 

一
八
六
二
年
）
に
描
か
れ
て
い
る
。

古
川

ふ
る
か
わ

（
新
堀
川
）
は
「
二
の
橋
」
方
向
か
ら
き
て
「
一
の
橋
」
で
直
角
に
流
れ
の
向
き
を
変
え
て
、

「
中
の
橋
」
、
「
赤
羽
橋
」
へ
と
向
か
う
。
「
一
の
橋
」
付
近
は
、
掘
留
と
呼
ば
れ
、
炭
や
薪 た

き
ぎ

の

集
積
場
に
な
っ
て
い
る
。
流
れ
に
並
行
し
て
東
西
に
細
長
い
馬
場
も
あ
る
。
麻
布
十
番
商
店
街
あ

た
り
は
、
麻
布
新
網
町
一
丁
目
、
飯
倉
新
町
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
武
家
屋
敷
が
大
半
を
占
め

て
い
た
麻
布
地
域
で
は
例
外
的
に
町
屋
の
比
率
が
高
い
地
域
だ
っ
た
。
す
で
に
今
の
麻
布
十
番
商

店
街
の
素
地
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
。 
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「
善
福
寺

ぜ
ん
ぷ
く
じ

」
に
は
幕
末
、
ア
メ
リ
カ
公
使
館
が
置
か
れ
る
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
）
か
ら
下
田

に
い
た
総
領
事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
年
）
に
公
使
に
昇
格
。
ハ
リ
ス
は

直
ち
に
老
中
に
「
自
分
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
公
使
に
昇
格
し
た
。
大
統
領
よ
り
の
親
書
を
将
軍
に

手
渡
し
た
の
で
、
そ
の
さ
い
江
戸
に
留
ま
る
住
居
を
設
け
て
欲
し
い
」
と
手
紙
を
書
い
た
。
こ
れ

を
受
け
て
幕
府
が
あ
て
が
っ
た
の
が
善
福
寺

ぜ
ん
ぷ
く
じ

で
あ
っ
た
。安
政
六
年
六
月
八
日
、ハ
リ
ス
は
善
福
寺

ぜ
ん
ぷ
く
じ

に
入
っ
た
。
「
本
堂
南
間

み
な
み
ま

脇 わ
き

の
間
を
居
所
に
、
次
の
間
を
応
接
室
に
、
下
陣
の
南
縁
側
を
食
堂
と

し
て
不
便
な
生
活
を
忍
ん
で
い
た
」
（
善
福
寺
略
史
）
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）
に
は
ハ
リ
ス

の
肖
像
と
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
れ
を
善
福
寺
住
職
は
太
平
洋
戦
争
中
、
反
米
熱
が
高
ま
る

中
で
守
り
通
し
た
。
い
ま
こ
の
あ
た
り
に
は
諸
外
国
の
大
使
館
や
公
使
館
が
集
中
し
て
い
る
。
地

理
的
条
件
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
歴
史
や
気
風
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 
戦
前
、
麻
布
十
番
は
神
楽
坂
と
並
ぶ
山
の

手
の
代
表
的
な
繁
華
街
に
発
展
し
、
今
は
も

う
な
い
け
れ
ど
も
、
花
街
や
映
画
館
や
寄
席

ま
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
麻
布
十
番
と
い

う
の
は
、
こ
う
し
た
発
展
を
遂
げ
て
い
る
間

も
、
ず
っ
と
俗
称
だ
っ
た
。「
十
番
通
り
」
と

い
う
名
前
は
、
す
で
に
大
正
年
間
の
東
京
逓

信
局「
東
京
市
麻
布
区
図
」に
出
て
く
る
け
れ

ど
も
、
こ
れ
が
町
名
と
し
て
正
式
に
採
用
さ

れ
た
の
は
、
ず
っ
と
後
の
昭
和
三
十
七
年
（
一

九
六
二
年
）の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
年
に
行
わ
れ

た
区
画
整
理
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
新

網
町
二
丁
目
、網
代
町
、山
元
町
と
呼
ば
れ
て

い
た
一
帯
が
、そ
れ
ぞ
れ
だ
い
た
い
、い
ま
の

麻
布
十
番
一
丁
目
、麻
布
十
番
二
丁
目
、麻
布

十
番
三
丁
目
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
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「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」 

 
す
っ
か
り
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
。

な

じ

馴
染
み
の
な
い
人
に
は
興
味
が
湧 わ

か
な
い
だ
ろ
う
。
話
を
本

筋
に
戻
す
。「
御
府
内
往
還
其
外
沿
革
図
書
」（
文
久
二
年
 

一
八
六
二
年
）
に
は
、
更
科

さ
ら
し
な

蕎
麦

そ

ば

の
生
み

の
親
で
あ
る
「
信
州
の
布
屋
太
兵
衛
」
を
反
物
商
と
し
て
招
い
て
住
ま
わ
せ
た
と
い
う
「
領
主
・

保
科

ほ
し
な

の
江
戸
屋
敷
」
が
確
か
に
描
か
れ
て
い
た
。
「
二
の
橋
」
か
ら
「
一
の
橋
」
に
か
け
て
の
「
古

川
」
に
面
し
た
一
角
で
、
い
ま
の
麻
布
十
番
三
丁
目
当
た
り
で
あ
る
。
善
福
寺

ぜ
ん
ぷ
く
じ

に
対
し
て
通
り
を

境
に
反
対
側
に
位
置
し
て
い
る
。 

 
布
屋
太
兵
衛
が
、
領
主
・
保
科
に
そ
ば
打
ち
の
腕
を
見
込
ま
れ
、
そ
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
麻
布

永
坂
に
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」
の
看
板
を
掲
げ
て
開
業
し
た
の
は
寛
永
元
年
（
一
七
九
八
年
）
の
こ
と

だ
と
店
の
小
冊
子
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
保
科
家

ほ
し
な
け

は
関
ヶ
原
の
武
勲
で
大
名
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
譜
代
大
名
で
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
年
）
に
は
将
軍
秀
忠
の
第
三
子
を

よ
う
し
し

養
嗣
子
（
家
督
相
続
人
た
る

べ
き
養
子
）
に
迎
え
入
れ
た
。
そ
の
く
ら
い
将
軍
家
と
は
近
い
。
そ
の
保
科
家
の
後
ろ
盾
が
も
の
を

言
っ
た
と
想
像
す
る
の
は
易
い
。
領
地
の
特
産
の
蕎
麦
を
売
り
込
む
と
い
う
狙
い
も
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
徳
川
家
の

ぼ
だ
い
じ

菩
提
寺
で
あ
る
増
上
寺

ぞ
う
じ
ょ
う
じ

と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
う
な
ず

け
る
。
ち
な
み
に
「
永
坂
更
科
」
が
発
行
し
た
「
麻
布
の
名
所
今
昔
」
（
昭
和
四
十
年
 
一
九
六
五
年
）

に
は
、
当
時
の
店
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 
永
坂
更
科
は
寛
政
の
初
め
麻
布
永
坂
に
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
、
布
屋
太
兵
衛
」
の
看
板
を
掲
げ
て

開
業
し
た
の
が
始
め
で
、
爾
来

じ
ら
い

江
戸
名
物
と
し
て
江
湖

こ
う
こ

（
世
の
中
）
に
知
ら
れ
現
在
に
至
る
。 

 
そ
の
蕎
麦
は
独
特
の
風
味
を
持
ち
、
将
軍
大
奥
の
御
用
を
承
る
に
及
び
「
御
前
そ
ば
」
の
名
を
許
さ

れ
た
。…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

 
江
戸
時
代
蕎
麦
は
庶
民
に
好
ま
れ
、
町
民
の
み
な
ら
ず
、
武
家
、
大
名
、
僧
侶
の
間
に
も
大
い
に
愛

好
さ
れ
、
永
坂
更
科
の
い
わ
ゆ
る
「
御
前
そ
ば
」
は
将
軍
大
奥
の
御
用
を
承
る
に
及
ん
だ
。 

 
永
坂
更
科
は
代
々
信
仰
篤 あ

つ

く
高
祖

こ
う
そ

供
養
の
た
め
、
増
上
寺
托
鉢

た
く
は
つ

僧
そ
の
他
宗
門
を
問
わ
ず
、
門
前

に
立
つ
僧
が
あ
る
と
、
こ
れ
を
請
じ
入
れ
て
蕎
麦
を
御
馳
走

ご
ち
そ
う

し
祖
先
へ
の
供
養
と
し
た
の
で
、
僧
侶

達
は
こ
れ
を
徳
と
し
て
そ
の
味
を
忘
れ
ず
、
後
年
諸
国
に
住
職
と
な
る
に
及
び
、
江
湖
の
話
題
と
し

た
の
で
、
永
坂
更
科
の
名
声
は
期
せ
ず
し
て
全
国
に
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
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で
も
、
本
当
に
そ
ん
な
に
有
名
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
前
味
噌
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
気
に
な
り
出
す
と
止
ま
ら
な
い
。
「
新
修
港
区
史
」
に
「
江
戸
買
物
独
案
内
」
（
文
政
七
年
 

一
八
二
四
年
）
や
「
江
戸
名
物
酒
飯
手
引
草
」（
嘉
永
元
年
 

一
八
四
八
年
）
な
ど
か
ら
の
抜
粋
が
載
っ
て

い
た
。
で
、
そ
の
中
か
ら
蕎
麦
屋
を
拾
っ
て
み
た
。 

兼
房
町
 
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 
砂
場
安
兵
エ 

備
前
町
 
 
 
 

信
州
更
科
そ
ば
 
 
 
 
増
田 

芝
口
三
丁
目
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 
大
阪
屋
市
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 

白
菊
そ
ば
 
 
 
 
 
 

出
世
庵
市
五
郎 

宇
田
川
町
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 
大
村
松
五
郎 

浜
松
町
一
丁
目
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 
千
秋
庵 

天
徳
寺
門
前
町
 

御
膳
手
打
生
蕎
麦
所
 
 
小
倉
平
兵
エ 

神
谷
町
 
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 
加
賀
屋 

金
杉
通
一
丁
目
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

竹
島
長
蔵 

本
芝
二
丁
目
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

三
河
屋
仁
三
郎 

本
芝
四
丁
目
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

清
好
庵
小
兵
エ 

田
町
四
丁
目
 
 

白
菊
そ
ば
 
 
 
 
 
 

上
総
屋 

同
朋
町
 
 
 
 

末
広
そ
ば
 
 
 
 
 
 

越
後
屋
庄
之
助 

松
本
町
 
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

丸
屋 

 
 
 
 
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

松
屋 

三
田
二
丁
目
 
 

更
科
そ
ば
 
 
 
 
 
 

春
日
野 

車
町
 
 
 
 
 

浦
し
ま
そ
ば
 
 
 
 
 

岡
田
屋
寅
吉 

 
 
 
 
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

亀
屋 

元
赤
坂
町
 
 
 

御
膳
生
蕎
麦
 
 
 
 
 

福
寿
庵
宇
兵
エ 

永
坂
町
 
 
 
 

御
膳
信
州
更
科
蕎
麦
処
 

布
屋
太
兵
エ 

 

 
一
八
四
八
年
刊
の
「
江
戸
名
物
酒
飯
手
引
草
」
に
は
、
い
ま
の
港
区
地
域
だ
け
で
、
な
ん
と
二

十
軒
以
上
も
の
蕎
麦
屋
が
載
っ
て
い
た
。
で
も
、
そ
の
二
十
年
以
上
前
の
一
八
二
四
年
に
出
さ
れ

た
「
江
戸
買
物
独
案
内
」
に
も
載
っ
て
い
た
の
は
、
布
屋
太
兵
衛
の
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」
一
軒

だ
け
だ
っ
た
。 

 
そ
れ
以
外
の
蕎
麦
屋
が
、
そ
の
二
十
年
あ
ま
り
の
間
に
開
業
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、

そ
の
前
か
ら
開
業
し
て
い
た
も
の
な
の
か―

―

そ
れ
は
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
、
「
信
州
更
科
蕎

麦
処
」
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
、

ひ
と
き
わ

一
際
、
有
名
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ

そ
う
で
あ
る
。 
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江
戸
か
ら
東
京
へ 

 
明
治
時
代
の
東
京
の
有
名
店
約
四
十
店
を
収
録
し
た
「
商
人
名
家
東
京
買
物
独
案
内
」
（
明
治
二

十
三
年
 

一
八
九
〇
年
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
地
域
の
有
名
店
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
蕎
麦
屋
は
た
だ
一
店
、
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
収
録
さ
れ
て

い
る
約
四
十
店
の
う
ち
一
八
二
四
年
刊
の
「
江
戸
買
物
独
案
内
」
に
も
あ
る
の
は
わ
ず
か
五
店
に

す
ぎ
な
い
。
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
激
し
い
時
代
の
変
化
の
流
れ
に
翻
弄

ほ
ん
ろ
う

さ
れ
、
多
く
の
名
店
が
姿

を
消
し
た
な
か
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」
は
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
更
科
の
そ
ば
は
よ
け
れ
ど
た
か
い
な
り
（
高
稲
荷
） 

 
 
 
 
 

も
り
（
森
）
を
な
が
め
て
二
度
と
コ
ン
コ
ン 

 
永
坂
高
稲
荷
（
三
田
稲
荷
）
下
に
店
が
あ
っ
た
こ
ろ
、
こ
こ
を
訪
れ
た
蜀 し

ょ
く

山
人

さ
ん
じ
ん

が
よ

 詠
ん
だ
狂
歌

で
あ
る
。
そ
の
当
時
か
ら
、
旨
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
値
段
が
高
い
こ
と
で
も
有
名
で
あ
っ

た
ら
し
い
。も
っ
と
も
、
蜀 し

ょ
く

山
人

さ
ん
じ
ん

が
二
度
と
来
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、定
か
で
は
な
い
。多
分
、

ま
た
食
べ
に
行
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。 

 
と
こ
ろ
で
先
に
紹
介
し
た
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
刊
の
「
商
人
名
家
東
京
買
物
独
案
内
」

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。 

 
蕎
麦
 
 

麻
布
永
坂
高
稲
荷
下
 
 

信
州
更
科
蕎
麦
処
・
布
屋
 
 

堀
井
太
兵
衛 

 
堀
井
太
兵
衛―

―

聞
い
た
記
憶
の
あ
る
名
前
で
あ
る
。
そ
う
「
総
本
家
 

更
科
堀
井
」
の
小
冊

子
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
名
前
で
あ
る
。 

明
治
八
年
（
一
九
七
五
年
）
名
字
必
称
の
令
に
よ
り
、
職
業
に
ち
な
ん
だ
屋
号
「
布
屋
」
改

め
「
堀
井
」
を
名
の
り
、
五
代
目
よ
り
堀
井
太
兵
衛
と
し
て
伝
統
の
更
科
そ
ば
を
今
日
に
伝

え
て
お
り
ま
す
。―

―

創
業
二
百
年
、
変
わ
ら
ぬ
老
舗
の
美
味
を
今
、
直
系
八
代
目
、
堀
井

太
兵
衛
の
総
本
家
更
科
堀
井
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。 

 
「
更
科
堀
井
」
の
説
明
は
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
や
は
り
「
信
州
更
科
蕎
麦
処
」
の
直
系

は
「
永
坂
更
科
」
で
は
な
く
、
「
更
科
堀
井
」
だ
っ
た
。
で
も
、
い
つ
か
ら
「
更
科
堀
井
」
と
「
永

坂
更
科
」
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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推
測
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
永
坂
更
科
」
が
「
麻
布
の
名
所
今
昔
」

と
い
う
豪
華
本
を
発
刊
し
た
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
年
）
以
降
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
に

は
、
発
行
者
と
し
て
「
総
本
家
 

永
坂
更
科
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
総
本
家
」
と
い
う
、
い
ま
は

「
更
科
堀
井
」
し
か
使
っ
て
い
な
い
呼
称
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
麻
布
十
番
に
二
店
舗
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
も
、
こ
の
頃
「
永
坂
更
科
別
館
」
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
「
更
科
堀

井
」
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

 
大
東
亜
戦
争
で
永
坂
の
店
は
焼
失
。
戦
後
（
昭
和
二
十
四
年
十
月
）
麻
布
十
番
に
再
開
し
、
同

三
十
五
年
十
一
月
現
在
の
店
が
新
築
さ
れ
た
。
瀟
洒
な
和
風
座
敷
も
あ
る
。
こ
の
本
店
の
他

に
現
在
新
丸
ビ
ル
、
渋
谷
、
新
海
上
ビ
ル
、
溜
池
、
日
本
橋
、
自
由
が
丘
、
青
山
、
川
崎
、
新

宿
に
支
店
を
持
ち
、
新
た
に
十
番
通
り
に
面
し
て
永
坂
更
科
別
館
、
ス
ナ
ッ
ク
・
サ
ラ
シ
ナ

も
開
店
し
、
尚
旧
地
「
永
坂
」
に
此
の
程
本
社
及
び
工
場
が
出
来
た
。 

 

 
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
僕
の
記
憶
と
一
致
す
る
。
初
め
て
麻
布
に
「
更
科

さ
ら
し
な

蕎
麦

そ

ば

」
を
食

べ
に
来
た
昭
和
四
十
年
代
の
初
め
の
こ
ろ
、
今
の
「
永
坂
更
科
」
を
本
店
と
呼
び
、
近
く
に
別
館

が
出
来
た
け
れ
ど
、や
っ
ぱ
り
こ
こ
の
方
が
良
い
と
い
っ
た
類 た

ぐ
い

の
話
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
友

人
Ｈ
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。 

 

 
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
支
店
や
工
場
は
、
い
ま
も
「
永
坂
更
科
」
の
も
の
で
あ
る
。
今
の
「
飯

倉
片
町
」
の
交
差
点
か
ら
「
一
の
橋
」
の
交
差
点
に
向
か
う
下
り
坂
の
途
中
の
小
道
に
「
永
坂
」

と
い
う
標
識
が
あ
る
が
、
そ
の
標
識
と
は
大
通
り
を
反
対
側
に
あ
る
ビ
ル
屋
上
に
「
永
坂
更
科
」

と
い
う
大
き
な
看
板
が
か
か
っ
て
い
る
。
高
速
道
路
の
陰
に
な
っ
て
見
づ
ら
い
け
れ
ど
、
こ
れ
が

発
祥
の
地
で
、
そ
こ
に
今
で
も
「
永
坂
更
科
」
の
工
場
が
あ
る
ら
し
い
。
見
当
た
ら
な
い
の
は
麻

布
十
番
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
永
坂
更
科
別
館
と
ス
ナ
ッ
ク
・
サ
ラ
シ
ナ
で
あ
る
。

永
坂
更
科
別
館
と
い
う
の
が
、
今
の
「
更
科
堀
井
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
「
ス
ナ
ッ
ク
・

サ
ラ
シ
ナ
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。 

 

 
余
談
だ
け
れ
ど
、
「
永
坂
更
科
」
が
発
行
し
た
「
麻
布
の
名
所
今
昔
」
（
昭
和
四
十
年
 

一
九
六
五
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年
）
と
い
う
豪
華
本
の
序
に
は
「
永
坂
更
科
 

小
林
 

勇
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
堀
井
姓
で
は
な
く

小
林
姓
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
の
「
永
坂
更
科
」
の
経
営
者
も
小
林
姓
で
、
「
更
科
堀
井
」
の
経

営
者
は
堀
井
姓
で
あ
る
。
な
ん
だ
か
「
永
坂
更
科
」
と
「
更
科
堀
井
」
と
に
分
か
れ
た
仲
違
い
の

原
因
は
、
週
刊
誌
の
ゴ
シ
ッ
プ
欄
を
賑
わ
す
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
こ

う
い
う
の
を
下
種
の

か
ん
ぐ

勘
繰
り
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
 ―

―

 
。 

 

（
一
九
九
七
年
春
） 


