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三年坂を上から見る 

      

「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
良
く
聞
く
言
葉
で
す
が
、
明

治
時
代
最
後
の
年
、
明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
方
で
も
今
年

の
誕
生
日(

た
ん
じ

ょ
う
び)

で
満
九
十
四
歳
と
な
り
ま
す
か
ら
、
確
か
に
遠

く
な
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。 

食
事
や
衛
生
環
境(

か
ん
き

ょ

う)

の
改
善
、
医
学
の
進
歩
な
ど
の
お
蔭

に
よ
っ
て
昔
と
違
っ
て
長
命
な
方
が
増
え
、
今
や
百
歳
以
上
の

方
が
日
本
全
国
で
は
二
万
人
を
越
す
と
の
こ
と
、
先
ず
は
お
め

で
た
い
限
り
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
建
築
物
と
な
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
明
治
時

代
に
造
ら
れ
た
も
の
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

特
に
東
京
の
場
合
関
東
大
震
災
そ
し
て
こ
の
前
の
戦
争
と
二
度

に
亘
っ
て
大
き
な
被
害(

ひ
が

い

)

を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
休
む
こ

と
な
く
発
展
を
続
け
て
い
て
、
建
て
て
は
壊
し
、
壊
し
て
は
建

て
る
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
の
で
建
築
物
の
寿
命(

じ
ゅ
み

ょ

う)

は
大

体
に
お
い
て
短
い
の
で
す
。 

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
神
社
仏
閣(

ぶ
っ

か
く)

は
別
と
し
て
い
わ

ゆ
る
実
用
的
な
建
築
物
と
な
り
ま
す
と
、
明
治
時
代
ど
こ
ろ
か

大
正
時
代
の
も
の
で
す
ら
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
明
治
時
代
の
建
築
物
が
こ
の
港
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
と
言
っ
て
も
信
じ
て
貰
え
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
厳
密(

げ
ん

み
つ)

な
意
味
で
「
た
て
も
の
」

と
は
呼
べ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
明
治
時
代
に
建
造
さ
れ
た

も
の
が
す
ぐ
近
く
に
あ
る
の
で
す
。 

で
は
、
そ
こ
へ
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。
セ
ン
タ
ー
を
出
ま
し

た
ら
道
路
を
新
橋
駅
に
向
か
っ
て
歩
い
て
頂
き
ま
す
。
す
ぐ
に

Ｊ
Ｒ
の
ガ
ー
ド
の
と
こ
ろ
に
出
ま
す
が
、
そ
の
手
前
で
立
ち
止

ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
目
の
前
に
あ
る
ガ
ー
ド
を
挟(

はさ)

ん

で
の
両
側
、
上
を
京
浜
東
北
線
や
山
手
線
の
電
車
が
走
っ
て
い

る
高
架(

こ
う

か

)

の
部
分
を
見
て
く
だ
さ
い
。
赤
レ
ン
ガ
を
積
み
重

ね
て
で
き
て
い
る
の
が
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
。
こ
の
赤
レ
ン

ガ
積
み
の
高
架
橋
が
完
成
し
た
の
は
新
橋
駅
か
ら
浜
松
町
駅
寄

り
の
部
分
が
明
治
四
十
二
年
、
新
橋
駅
か
ら
東
京
駅
方
面

に
か
け
て
が
明
治
四
十
三
年
で
し
た
。 

左
上
の
図
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
の
赤
レ
ン
ガ
積
み
の
高

架
橋
は
新
橋
駅
の
南
、
第
一
京
浜
道
路
と
交
差(

こ
う

さ

)

す
る

と
こ
ろ
か
ら
東
京
駅
ま
で
続
い
て
い
ま
す
（
こ
の
地
図
で

は
省
略
し
ま
し
た
が
そ
の
少
し
先
ま
で
）。
下
の
空
間
は
飲

食
店
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
業
種
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
完
成
当
時
の
姿
そ
の
ま
ま
を
見
る
こ
と
は
難
し
い

で
す
が
、
そ
れ
で
も
第
一
ホ
テ
ル
の
真
向
か
い
あ
た
り
で

す
と
何
と
か
昔
の
姿
を
偲(

しの)

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

開
通
当
時
に
発
行
さ
れ
た
絵
葉
書
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
小
さ
な
車
両
が
一
両
だ
っ
た
か
二
両
だ
っ
た
か
で
走
っ
て

い
ま
し
た
。
今
こ
こ
を
走
る
京
浜
東
北
線
は
十
両
連
結
、
山
手

線
は
十
一
両
連
結
で
す
。

し
か
も
車
両
そ
の
も
の

も
は
る
か
に
大
型
化
し

て
い
ま
す
。
で
す
が
こ
の

高
架
は
び
く
と
も
せ
ず

に
今
な
お
実
用
に
耐
え

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を

設
計
施
工(

せ
っ
け
い

せ

こ

う)

し
た

当
時
の
担
当
者
に
と
っ

て
百
年
後
の
こ
の
よ
う

な
状
況
は
果
た
し
て
想

定
内
で
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。 

（
井
上 

 

繁) 

 

西
久
保
八
幡
神
社
で
、
ご
近
所
散
策
の
挨
拶
を
し
て
か
ら
裏
側

に
回
り
込
む
よ
う
に
進
む
と
、
宗
教
団
体
の
立
派
な
建
物
の
前
に

出
る
。
そ
の
門
前
、
雁
木
坂(

が
ん
ぎ

さ

か)

を
登
り
右
側
に
も
う
少
し
歩
け

ば
、
き
れ
い
に
整
え
ら
れ
て
い
る
急
勾
配
の
坂
が
現
れ
て
、
「
三

年
坂
」
の
名
称
と
そ
の
由
来
を
書
い
た
説
明
板
が
あ
る
。
「
三
年

坂
（
産
寧
坂
）
」
と
い
え
ば
も
ち
ろ
ん
本
家
は
「
清
水
の
舞
台
」

で
知
ら
れ
る
京
都
清
水
寺
へ
の
参
道
の
一
つ
な
の
だ
が
、
こ
こ
麻

布
の
三
年
坂
に
も
よ
く
似
合
う
。 

  

こ
の
道
は
窪
地
ま
で
下
っ
て
か

ら
、
向
か
い
側
の
高
台
に
緩(

ゆる)

や

か
に
登
る
の
だ
が
、
表
通
り
か
ら

ば
か
り
眺
め
て
い
る
目
に
は
ホ
ッ

と
す
る
風
景
が
あ
た
り
に
は
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
。
暮
ら
す
人
が
工
夫

と
丹
精
を
重
ね
て
守
っ
て
い
る
、

和
や
か
な
空
気
の
漂(

た
だ

よ)

う
町
の

姿
で
あ
る
。 

 

見
上
げ
る
と
首
が
痛
く
な
る
よ
う
な
、
ナ
ン
ト
カ
長
者
達
の
お

城
の
活
気
や
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
現
代
風
も
嫌(

きら)

い
で
は
な
い
が
、
車

が
通
ら
な
い
、
行
き
交
う
人
も
少
な
い
道
を
の
ん
び
り
歩
く
の
も

悪
く
な
い
も
の
だ
。 

坂
を
登
っ
た
突
き
当
た
り
が
旧
町
名
で
麻
布
市
兵
衛
町
。
永
井

荷
風
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
す
っ
か
り
様
相
一

変
、
ビ
ル
街
に
な
っ
た
。
迷
子
に
な
り
そ
う
で
も
探
訪
に
行
っ
て

み
た
い
が
、
今
回
は
こ
こ
で
引
き
返
し
、
仙
石
山
の
細
道
を
辿
り
、

神
谷
町
方
面
に
下
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
。  

 

（
武  

恒
雄
） 
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皆
さ
ん
の
三
年
生
の
頃
は
？ 

 ―

学
校
の
よ
う
す―

 

小
学
校
で
三
年
生
か
ら
の
『
「
語
り
部
」
の
皆
さ
ん
の
三
年

生
の
頃
の
話
を
し
て
く
だ
さ
い
』
と
い
う
問
い
か
け
に
、
明

る
い
教
室
で
か
わ
い
い
子
供
の
姿
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
は

い
っ
ぺ
ん
に
昔
の
教
室
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
う
で
す
。

私
の
三
年
生
は
七
十
年
位
前
に
な
り
ま
す
ね
。 

関
東
大
震
災
（
大
正
十
二
年
九
月
一
日
）
で
学
校
が
焼
け
て

し
ま
っ
た
の
で
、
私
が
一
年
生
に
入
学
し
た
と
き
の
学
校
は
バ

ラ
ッ
ク
で
木
造
二
階
建
て
で
し
た
。
二
年
生
の
秋
に
鉄
筋(

て
っ

き
ん)

三
階
建
て
の
立
派
な
校
舎
が
で
き
あ
が
り
、
そ
こ
で
勉
強
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
教
室
に
は
二
人
並
ん
で
座
る
机
、
机
の

ふ
た
を
開
け
る
と
、
教
科
書
や
筆
箱
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、

ラ
ン
ド
セ
ル
は
腰
掛
の
背
中
に
か
け
て
お
き
ま
し
た
。
新
し
い

学
校
は
、
音
楽
室
、
図
画
室
、
工
作
室
、
理
科
室
。
理
科
室
は

準
備
室(

じ
ゅ
ん

び
し
つ)

、
器
械(

き
か

い

)

や
標
本(

ひ
ょ
う

ほ

ん)

い
っ
ぱ
い
の
標
本
室

と
合
わ
せ
て
三
つ
の
部
屋
。
骨
格(

こ
っ

か
く)

標
本
は
ガ
イ
コ
ツ
と
い

っ
て
、
み
ん
な
で
そ
っ
と
見
に
行
き
ま
し
た
。
講
堂(

こ
う

ど
う)

と
い

っ
て
今
の
体
育
館
で
す
ね
、
体
育
を
や
っ
た
り
、
入
学
式
・
卒

業
式(

そ
つ
ぎ
ょ

う

し

き)

・
祝
祭
日(

し
ゅ
く
さ

い

じ

つ)

の
式
な
ど
を
し
ま
し
た
。 

教
室
に
は
ス
チ
ー
ム
と
い
っ
て
、
ボ
イ
ラ
ー
で
石
炭
を
燃
や

し
て
お
湯
を
沸
か
し
、
そ
の
お
湯
が
教
室
に
設
置(

せ
っ

ち

)

さ
れ
た

金
属
の
管
の
中
を
通
っ
て
暖
房
さ
れ
、
暖
か
い
教
室
で
勉
強
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で
も
戦
争
中
に
こ
の
装
置(

そ
う

ち

)

は
取

り
払
わ
れ
、
金
属
の
管
は
供
出
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
は
じ
め

は
教
室
に
大
き
な
火
鉢
に
木
炭
、
そ
の
次
は
石
炭
ス
ト
ー
ブ
、

そ
し
て
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
と
い
う
よ
う
に
長
い
年
月
の
間
に
変
化

し
て
き
ま
し
た
。
今
は
冷
暖
房
完
備(

か
ん

び

)

の
教
室
、
昔
の
人
は

こ
ん
な
よ
い
設
備(

せ
つ

び

)

に
な
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

一
年
生
の
頃
の
写
真
を
見
る
と
、
女
の
子
は
オ
カ
ッ
パ
で
白

い
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
て
友
だ
ち
と
写
っ
て
い
ま
す
。
担
任(

た
ん

に
ん)

の
先
生
は
着
物
を
き
て
袴(

は
か

ま

)

を
は
い
て
い
ま
し
た
。
洋
服
を

き
て
い
た
女
の
先
生
も
い
ま
し
た
。 

 
 
  
 
 
 

（
廣
畑 

美
恵
） 

 

着 

物 
 
―

着
物
・
羽
織
・
帯 

着
て
き
ま
し
た―

 

 

私
が
小
学
三
年
生
の
頃
は
、
お
母
さ
ん
は
い
つ
も
着
物
を
着

て
、
割
烹
着(

か
っ
ぽ

う

ぎ)

を
掛
け
て
一
日
中
働
い
て
お
り
ま
し
た
。 

朝
に
し
て
も
お
母
さ
ん
は
朝
ご
飯
の
支
度(

し
た

く

)

を
す
る
た
め

家
族
の
誰
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
起
き
て
い
ま
し
た
。
私
が
目

を
覚
ま
す
と
プ
ー
ン
と
お
味
噌(

み
そ

し
る)

汁
の
匂
い
が
し
て
、
台
所

(

だ
い
ど

こ

ろ)

か
ら
は
ト
ン
ト
ン
と
ま
な
板
の
上
で
何
か
を
刻
む
包
丁

の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。 

母
が
着
て
い
た
着
物
で
す
が
、
夏
は
ゆ
か
た
、
冬
は
暖
か
い

綿
入
れ
の
着
物
や
半
纏(

は
ん

て
ん)

な
ど
、
季
節
に
応
じ
て
違
い
ま
し

た
。
母
の
絣(

か
す

り

)

の
着
物
姿
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

学
校
へ
は
反
物(

た
ん

も
の)

を
持
っ
て
行
き
、
生
徒
さ
ん
に
一
反
の

長
さ
を
測
っ
て
貰
い
ま
し
た
ら
12
メ
ー
ト
ル
49
セ
ン
チ
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
一
反
の
布
か
ら
裁
ち
方(

た
ち

か
た)

に
よ
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
着
物
が
出
来
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
が
、
三
年
生
に
は

と
て
も
不
思
議(

ふ
し

ぎ

)

に
思
わ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 
一
反
の
布
は
三
千
個
の
「
繭(

まゆ)

」
か
ら
で
き
る
こ
と
も
お
話

し
ま
し
た
。
繭
か
ら
絹
織
物(

き
ぬ
お

り
も
の)

が
で
き
る
こ
と
も
驚
き
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
蚕(

か
い

こ

)

が
桑(

くわ)

の
葉
を
食
べ
て
育
ち
や
が
て
繭

と
な
り
、
そ
こ
か
ら
取
れ
る
絹
の
糸
で
反
物
が
織
ら
れ
る
と
い

う
、
ご
く
普
通
に
思
わ
れ
た
こ
と
が
今
の
日
本
で
は
余
り
に
も

遠
く
に
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
が
着
て
い
た
羽
織(

は
お

り

)

を

着
て
み
た
い
と
い
う
の
で
、
着
せ
て
あ
げ
た
ら
軽
く
て
暖
か
い

と
喜
ん
だ
男
の
子
。
足
袋(

たび)

を
見
て
「
指
が
二
つ
な
ん
だ
ね
」

と
可
愛(

か
わ

い

)

ら
し
く
目
を
輝(

か
が

や

)

か
せ
た
子
。
一
枚
の
布
が
、

着
物
、
寝
巻(

ね
ま

き

)

、
お
し
め
、
最
後(

さ
い

ご

)
は
雑
巾(

ぞ
う

き
ん)

と
大
切

(

た
い

せ
つ)

に
大
切
に
使
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
含
め
、
昔
の
生
活
は
手

が
か
か
り
、
時
間
も
か
か
る
け
ど
、
心
に
伝
わ
る
も
の
が
あ
る

と
生
徒
さ
ん
に
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
熱
心(

ね
っ

し
ん)

に
聞
い
て
く

れ
ま
し
た
。 

 

着
物
を
着
て
い
る
と
、
春
夏
秋
冬
が
袖
口(

そ
で

ぐ
ち)

、
衿
元(

え
り

も
と)

か

ら
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。
四
季
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
帯

(

おび)

を
締(

し)

め
る
と
背
筋(

せ
す

じ

)

が
ぴ
ー
ん
と
な
り
、
気
持
ち
が

引
き
締
ま
り
ま
す
。
私
が
小
学
校
一
年
生
の
と
き
黒
板
の
上
の

と
こ
ろ
に
「
姿
勢(

し
せ

い

)

正
し
く
、
礼
儀(

れ
い

ぎ

)

正
し
く
」
と
書
か

れ
た
額(

がく)

が
掲
げ(

か
か

げ

)

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
子
供
た
ち
に
お
話

し
て
い
る
と
そ
の
額
が
目
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
も
機
会(

き
か

い

)

が
あ
れ
ば
生
徒
さ
ん
と
共
に
昔
の
生

活
を
も
う
一
度
振
り
返
り
、
日
々
心
豊(

ゆ
た

か

)

か
に
暮
ら
し
て
行

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。  

 
 

  
 
   (

中
嶋 

房
子) 

 

私
が
子
供
の
こ
ろ
、
数
を
数
え
る
と
き
、

一
、
二
、
三
、
四
と
数
え
る
の
と
は
違
っ
た

子
供
な
り
の
数
え
方
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま

し
た
。 

そ
の
ひ
と
つ
が 

「
は
・
ま
・
ぐ
・
り
・
は
・
む
・
し
・
の
・

ど
・
く
」 

鬼(

おに)

ご
っ
こ
や
か
く
れ
ん
ぼ
で
は
、
鬼
は

遅(

おく)

れ
て
動
き
出
し
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に

鬼
は
例
え
ば
三
十
数
え
て
か
ら
動
く
と
き
め

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
一
、
二
、

三
と
三
十
ま
で
数
え
る
代
わ
り
に 

「
の
・
ぎ
・
さ
・
ん
・
は
・
え
・
ら
・
い
・
ひ
・
と
」 

を
三
回
繰(

く)

り
返
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ゆ
っ
く
り
と
言
わ
な
く

て
い
け
ま
せ
ん
。
早
く
言
っ
て
は 

『
ず
る
い
よ
』
と
言
っ
て
叱

(

しか)

ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

二
つ
ず
つ
を
ま
と
め
て
の
数
え
方
と
し
て 

「
ち
ゅ
う
・
ち
ゅ
う
・
た
こ
・
か
い
・
な
」 

と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。 

「
い
ち
じ
く
・
に
ん
じ

ん
・
さ
ん
し
ょ
に
・
し
い
た

け
・
ご
ぼ
う
に
・
む
か
ご
・

な
な
く
さ
・
や
え
な
・
こ
こ

の
め
・
と
う
な
す
」。 

こ
れ
は
ま
り
つ
き
遊
び

で
ま
り
を
つ
く
回
数(

か
い

す
う)

や
、

お
は
じ
き
遊
び
で
お
は
じ
き

の
石
を
分
け
っ
こ
す
る
と
き

な
ど
に
、
歌
っ
た
数
え
歌
で

す
。 

私
が
幼
い
と
き
面
倒
を
見
て
く
れ
た
の
が
明
治
八
年
生
ま
れ

の
祖
母(

そぼ)

で
し
た
。
そ
の
祖
母
が
よ
く
口
に
し
て
い
た
言
葉
に

次
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
聞
か
さ
れ
る
こ
と

何
千
回
に
も
な
り
ま
し
た
の
で
、
幼
い
な
が
ら
も
私
の
頭
の
中

に
し
っ
か
り
沁(
し)
み
こ
ん
で
、
八
十
に
な
っ
て
も
忘
れ
ま
せ
ん
。 

「
伊
勢
・
新
潟
・
三
河
・
信
州
・
神
戸
・
武
蔵
・
名
古
屋
・
函

館
・
九
州
・
東
京
」 

（
い
せ
・
に
い
が
た
・
み
か
わ
・
し
ん
し
ゅ
う
・
こ
う
べ
・
む
さ

し
・
な
ご
や
・
は
こ
だ
て
・
き
ゅ
う
し
ゅ
う
・
と
う
き
ょ
う
） 

（
松
本 

ト
ミ
子
）  

  

  

私
た
ち
『
語
り
部
』
は
港
区
内
の
学
校
か

ら
の
依
頼(

い
ら

い

)

で
戦
前
戦
中
の
暮
ら
し
の

様
子
を
生
徒
に
お
伝
え
す
る
活
動
を
し
て

お
り
ま
す
。
平
成
十
七
年
度
は
５
校
に
招

か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
話
し
た
一
部
を

紹
介(

し
ょ
う

か

い)

し
ま
す
。 

語り部 

小学校へ 

なつかしい 

数え歌 

 
 

新
橋
の
昔
を
語
る
（座
談
会
） 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
通
信 

残
暑
が
ま
だ
厳
し
い
折
で
す
が
、
季
節
は
確
実
に
「
秋
」
へ

と
向
か
っ
て
お
り
ま
す
。
食
欲
の
秋
、
読
書
の
秋
な
ど
一
年
で

一
番
好
き
な
季
節
で
す
。 

 
 

こ
の
四
月
か
ら
担
当
が
代
わ
り
ま
し
た
。
前
任
に
負
け
な
い

よ
う
頑
張
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
指
導
・
ご
支
援
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

毎
月
二
回
、
第
二
・
四
水
曜
日
に
港
区
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
「
さ
く
ら
だ
記
念
室
」
に
語
り
部
の
皆
様
が
集
ま
り
、「
港
区

の
今
・
昔
」
の
勉
強
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
活
動
成

果
を
、「
み
な
と 

今
・
む
か
し
新
聞
」
と
し
て
発
刊
し
、
学
校

教
育
や
生
涯
学
習
の
参
考
と
し
て
提
供
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

「
温
故
知
新
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
港
区
の
昔

と
今
の
姿
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
も
良
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
関
心
が
あ
り
ま
す
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

（
Ｋ
・
Ｋ
） 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

問
い
合
わ
せ 

 

３
４
３
１
・
１
６
０
６ 

 
 
 
 

 
 

発 
 
 

行 
 

港
区
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

平
成
十
八
年
九
月
一
日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   

問
合
せ 

３
４
３
１.

・
１
６
０
６ 

発
行 

港
区
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

平
成
１８
年
９
月
１
日 

（
次
号
は
来
年
３
月
発
行
予
定
で
す
。
） 

 

 

（
第
４
号
か
ら
の
続
き
） 

Ｄ 
 

話
は
変
る
け
ど
、
私
の
と
こ
ろ
は
５
人
き
ょ
う
だ
い
全
員
が
氏
神

(

う
じ

が
み)

さ
ま
の
烏
森(

か
ら
す

も

り)

神
社
で
名
前
を
付
け
て
頂
い
た
。 

Ｂ 
 

う
ち
も
そ
う
だ
。
で
も
誰
の
も
変
わ
り
映(

ば)

え
し
な
い
と
い
う

か
、
近
所
に
よ
く
似
て
い
る
名
前
が
多
か
っ
た
。 

Ｃ 
 

で
も
そ
れ
は
別
に
烏
森
神
社
の
せ
い
で
な
く
て
、
昭
和
の
初
め
頃

は
、
女
の
子
の
名
前
に
は
ナ
ニ
子
っ
て
下
に
子
が
つ
い
た
の
が

多
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
の
ナ
ニ
子
の
ナ
ニ
に
当
る

と
こ
ろ
の
字
は
違
う
ん
だ
け
ど
、
読
み
方
が
同
じ
の
が
多
か
っ

た
か
ら
、
名
前
を
呼
ん
だ
と
き
に
は
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

Ｅ 
 

マ
サ
コ
と
か
、
ヨ
シ
コ
と
か
、
ト
シ
コ
と
か
な
ん
か
多
か
っ
た
わ

ね
。 

Ｂ 
 

女
の
子
の
名
前
の
お
し
ま
い
に
は
「
コ
」
が
多
か
っ
た
け
ど
、
男

の
子
で
は
「
ヲ
」
で
終
わ
る
の
が
多
か
っ
た
。 

Ｃ 
 

そ
の
「
ヲ
」
の
と
こ
ろ
は
雄
、
男
、
夫
。
字
で
は
違
う
け
れ
ど
、

呼
ぶ
と
な
る
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 
 

（
次
号
に
続
く
） 

新
橋
の
昔
を
語
る(

座
談
会) 

 

（
第
４
号
か
ら
の
続
き
） 
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