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江
戸
の
文
化
と

心
を
伝
え
る

東
京
都
墨
田
区
に
開
館
し
、
来
年
に
は
二
〇
周
年
を
迎
え
る
東
京
都
江
戸
東
京
博
物

館
。
来
館
者
は
の
べ
三
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
、
今
や
国
の
内
外
に
認
知
さ
れ
る
博
物

館
だ
。
そ
の
構
想
段
階
か
ら
か
か
わ
り
、
一
九
九
八
年
か
ら
は
館
長
を
務
め
る
竹
内

誠
さ
ん
は
、
他
の
博
物
館
に
先
駆
け
て
体
験
型
展
示
の
充
実
を
図
る
な
ど
、
斬
新
な

手
法
で
同
館
の
成
長
を
支
え
て
き
た
。
江
戸
文
化
史
の
研
究
者
で
も
あ
る
竹
内
館
長

に
、
江
戸
の
魅
力
か
ら
博
物
館
の
あ
り
方
ま
で
、
幅
広
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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れ
ま
し
た
。

竹
内　

江
戸
の
経
済
史
か
ら
政
治
史

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
で
研
究
を

進
め
ま
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
「
ち
ょ
っ

と
違
う
な
」
と
疑
問
が
湧わ

い
て
き
ま
し

た
。
江
戸
の
歴
史
の
研
究
で
も
、
私
が

や
り
た
い
の
は
人
間
の
衣
食
住
や
日

常
生
活
に
関
す
る
歴
史
。
幕
府
の
財
政

な
ど
の
「
数
字
」
だ
け
で
研
究
を
済
ま

せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
た

の
で
す
。

　

大
学
二
、三
年
の
頃
、
恩
師
の
西
山

松
之
助
先
生
が
『
家
元
も
の
が
た
り
』

（
秀
英
出
版
）を
執
筆
さ
れ
る
際
に
、「
お

家
元
の
と
こ
ろ
で
僕
が
聞
く
話
を
メ

モ
し
て
く
れ
」
と
、
私
に
声
を
掛
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
は
先
生
の
か
ば

ん
持
ち
と
し
て
、
表
千
家
・
裏
千
家
・

江
戸
千
家
の
茶
道
か
ら
、香
道
や
華
道
、

長
唄
・
河か

東と
う

節ぶ
し

・
荻お

ぎ

江え

節ぶ
し

と
い
っ
た
邦

楽
の
家
元
ま
で
訪
ね
て
回
り
、
そ
の
芸

も
見
せ
て
も
ら
っ
て
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。
荻
江
節
を
語
っ
て

く
だ
さ
っ
た
お
家
元
な
ど
、
最
初
は
お

年
を
召
し
て
い
る
な
あ
と
私
は
拝
見

し
て
い
た
の
で
す
が
、
つ
や
の
あ
る
声

で
実
演
さ
れ
る
や
い
な
や
、
二
〇
歳
ぐ

ら
い
若
返
っ
て
見
え
て
驚
き
ま
し
た
。

芸
と
い
う
の
は
凄す

ご

い
も
の
で
す
ね
。

―
―
江
戸
東
京
博
物
館
は
、
江
戸
か

ら
東
京
に
至
る
歴
史
や
文
化
を
楽
し

み
な
が
ら
学
べ
る
博
物
館
で
す
ね
。

竹
内
館
長
ご
自
身
は
江
戸
文
化
史
の

研
究
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
道
を

志
さ
れ
た
の
で
す
か
。

竹
内　

私
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

に
東
京
の
人に

ん

形
ぎ
ょ
う

町ち
ょ
うに

生
ま
れ
ま
し
た

が
、
親
に
と
っ
て
は
遅
く
で
き
た
子

供
で
し
た
。
父
親
は
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
生
ま
れ
で
す
。
そ
ん
な

父
も
遅
く
に
で
き
た
子
で
、
父
の
父
、

つ
ま
り
私
の
祖
父
の
生
ま
れ
は
天
保

八
年
（
一
八
三
七
）
で
す
。
大
塩
平

八
郎
の
乱
が
あ
っ
た
年
で
、
ペ
リ
ー

来
航
な
ど
は
そ
れ
か
ら
も
っ
と
後
。

幕
末
前
の
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
人

が
、
私
の
祖
父
な
ん
で
す
ね
。

　

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
の

話
や
唄
を
父
か
ら
ず
い
ぶ
ん
聞
か
さ

れ
ま
し
た
。
父
も
ま
た
、
祖
父
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
か
さ
れ
て
、
そ

れ
を
私
に
語
り
伝
え
て
く
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
私
は
ず
っ
と
「
江
戸
は
遠

く
な
い
」
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。

―
―
江
戸
時
代
を
身
近
に
体
感
し
な

が
ら
大
き
く
な
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

竹
内　

え
え
。
ご
く
普
通
の
下
町
の

子
供
と
し
て
育
ち
ま
し
た
が
、
い
つ

も
学
校
か
ら
帰
る
と
「
大お

お
も
ん
ど
お

門
通
り
で

遊
ぼ
う
」
っ
て
、
う
ち
の
す
ぐ
そ
ば

の
通
り
に
友
達
を
誘
っ
て
い
た
ん
で

す
。
近
く
に
は
玄げ

ん

冶や

店だ
な

と
い
う
横
町

が
あ
っ
た
り
、
楽が

く

屋や

新じ
ん
み
ち道

と
い
う
通

り
が
あ
っ
た
り
、
楽
屋
風
呂
と
い
う

銭
湯
も
あ
り
ま
し
た
。
子
供
の
私
は

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

み
ん
な
江
戸
ゆ
か
り
の
俗
称
地
名
や

銭
湯
の
名
前
だ
っ
た
ん
で
す
。

　
「
大
門
」
と
は
、
吉
原
遊
郭
の
正
門

（
正
面
入
口
）
の
こ
と
で
す
。
そ
の
吉

原
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
大

火
で
焼
け
、
浅
草
の
「
新
吉
原
」
に

移
り
ま
し
た
。
元
の
場
所
は「
元
吉
原
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
近
辺
で
昭
和
の
時
代
に
生
ま
れ

た
私
が
「
大
門
通
り
で
遊
ぼ
う
」
な

ん
て
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

―
―
玄
冶
店
と
い
う
の
も
江
戸
以
来

の
名
前
で
す
か
。

竹
内　

玄
冶
店
は
歌
舞
伎
の
『
与よ

わ話

情な
さ
け

浮う
き
な
の
よ
こ
ぐ
し

名
横
櫛
』
の
科せ

り
ふ白

に
出
て
き
ま

す
ね
。
楽
屋
新
道
と
か
楽
屋
風
呂
と

い
う
の
も
、
江
戸
時
代
の
人
形
町
辺

り
は
堺

さ
か
い

町ち
ょ
う・
葺ふ

き

屋や

町ち
ょ
うと
呼
ば
れ
る
芝

居
町
で
、
中
村
座
・
市
村
座
と
い
う

二
つ
の
芝
居
小
屋
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

楽
屋
に
通
ず
る
道
が
楽
屋
新
道
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
楽
屋
が

な
く
な
っ
た
後
、
明
治
の
時
代
に
銭

湯
が
つ
く
ら
れ
て
楽
屋
風
呂
と
い
う

名
前
が
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

考
え
て
み
る
と
、
私
は
江
戸
の
地

名
に
囲
ま
れ
つ
つ
、
父
の
話
に
江
戸

の
雰
囲
気
を
感
じ
な
が
ら
育
っ
た
わ

け
で
す
。
私
は
、
こ
う
し
た
自
分
の

生
い
立
ち
の
経
験
の
中
か
ら
、
江
戸

の
研
究
に
傾
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
東
京
教
育
大
学（
現
筑
波
大
学
）

で
は
江
戸
幕
府
の
政
治
史
を
研
究
さ

「
江
戸
」を
感
じ
て
育
ち
、
研
究
の
道
へ
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唱
し
た
ん
で
す
。「
江
戸
・
東
京
学
」

で
は
な
く
、
江
戸
と
東
京
と
い
う
二
つ

の
時
代
を
一
括
し
て
と
ら
え
、
人
の
暮

ら
し
も
そ
う
し
た
視
座
か
ら
研
究
し
よ

う
と
。
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
当
館
も

「
江
戸・東
京
博
物
館
」
で
は
な
く
、「
江

戸
東
京
博
物
館
」
な
の
で
す
。

　

江
戸
東
京
学
の
具
体
的
な
研
究
は
、

民
俗
学
・
考
古
学
・
建
築
学
な
ど
多
様

な
専
門
家
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口

で
進
め
ま
し
た
。
私
も
江
戸
文
化
史
の

専
門
家
と
し
て
加
わ
り
、み
ん
な
で
『
江

戸
東
京
学
事
典
』（
三
省
堂
）
と
い
う
分

厚
い
本
を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
本
が

江
戸
東
京
博
物
館
の
構
想
に
貢
献
す
る

こ
と
に
な
り
、
現
在
で
も
展
示
の
企
画

な
ど
の
た
め
に
参
照
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
お
手
元
に
お
持
ち
い
た
だ
い
た

こ
の
事
典
は
、
一
九
八
七
年
刊
と
な

っ
て
い
ま
す
。
博
物
館
が
開
館
す
る

六
年
前
で
す
ね
。

竹
内　
『
江
戸
東
京
学
事
典
』
に
携
わ

っ
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
、
私
も
含
め
た
五

人
の
大
学
の
研
究
者
が
展
示
監
修
委
員

会
を
つ
く
り
、
江
戸
東
京
博
物
館
の
構

想
を
練
り
ま
し
た
。
当
時
の
鈴
木
俊
一

東
京
都
知
事
か
ら
は
「
学
問
的
検
証
に

き
ち
ん
と
堪
え
う
る
展
示
を
」
と
言
わ

れ
て
い
た
の
で
、
五
人
を
中
心
に

二
〇
〇
名
余
り
の
研
究
者
で
開
館
準

備
を
進
め
ま
し
た
。
私
は
い
ろ
い
ろ
な

先
生
に
「
ご
指
導
く
だ
さ
い
」
と
頭
を

下
げ
る
係
で
し
た
が
、
三
代
目
の
館
長

に
な
り
ま
し
て
、
今
年
で
就
任
一
四
年

目
に
な
り
ま
す
。

―
―
展
示
に
つ
い
て
外
部
か
ら
注
文

が
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
か
。

竹
内　

そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し

た
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
る
と
、
女
性

団
体
の
代
表
が
お
見
え
に
な
っ
て
「
男

性
の
考
え
る
展
示
は
男
性
オ
ン
リ
ー

の
歴
史
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ぜ
ひ

女
性
コ
ー
ナ
ー
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ

に
対
し
、
私
は
「
逆
差
別
に
な
り
ま
せ

ん
か
」
と
。
そ
こ
か
ら
あ
あ
だ
こ
う
だ

の
議
論
に
発
展
し
て
、
私
は
「
歴
史
は

男
と
女
で
つ
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
展

示
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
女
性
を
出

し
ま
し
ょ
う
」
と
約
束
す
る
こ
と
に
な

っ
た
ん
で
す
。

　

そ
こ
で
考
え
た
展
示
の
一
つ
が
、
長

屋
で
の
お
産
の
場
面
で
す
。
長
屋
の
展

示
と
い
う
と
、
職
人
や
棒ぼ

て手
振
り
商
人

（
注
）
を
見
せ
る
と
い
っ
た
内
容
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
当
館
で
は
お
産
婆
さ

ん
が
赤
ち
ゃ
ん
を
た
ら
い
に
入
れ
、
産

湯
を
使
っ
て
い
る
場
面
を
再
現
し
ま
し

体
験
型
の
博
物
館
を
目
指
す

―
―
竹
内
館
長
は
、
江
戸
東
京
博
物

館
の
構
想
の
段
階
か
ら
、
か
か
わ
っ

て
い
ら
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

竹
内　

え
え
。
そ
れ
よ
り
以
前
に
、

西
山
先
生
が
江
戸
町
人
研
究
会
と
い

う
勉
強
会
を
立
ち
上
げ
、
私
ど
も
を
指

導
し
な
が
ら
、
客
観
性
の
あ
る
「
江
戸

学
」
を
学
問
的
に
位
置
付
け
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。『
江
戸
学
事
典
』（
弘
文
堂
）

が
そ
の
成
果
で
す
。

　

続
い
て
西
山
先
生
の
門
下
生
の
小

木
新
造
さ
ん
が
「
江
戸
東
京
学
」
を
提

　

伝
統
的
な
家
元
だ
け
で
な
く
、
大
衆

芸
能
の
大
神
楽
と
か
、
家
元
と
名
が
つ

け
ば
訪
ね
歩
き
、
一
七
代
目
・
松
井
源

水
さ
ん
に
は
、
こ
ま
回
し
を
目
の
前
で

見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
神
業

に
近
い
見
事
な
芸
で
し
た
。

―
―
貴
重
な
ご
経
験
か
ら
江
戸
の
文

化
史
的
な
知
識
も
得
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

竹
内　

西
山
先
生
の
ご
指
導
の
お
か

げ
で
、
知
識
と
い
う
よ
り
、
自
然
と
体

に
沁し

み
込
み
ま
し
た
。し
ば
ら
く
し
て
、

私
は
江
戸
の
文
化
史
や
社
会
史
を
中
心

に
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
結
局
、

自
分
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
体
験
が
、

江
戸
東
京
博
物
館
の
仕
事
に
も
役
立
つ

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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博
物
館
の
常
設
展
示
室
に
は
、
浮
世
絵
や
絵
巻
、
着
物
、
古
地
図
な
ど
約
二
五
〇
〇
点
、
大
型
模
型
な
ど
約
五
〇
点
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
後
期
の
日
本
橋
の
北
側
半
分
（
左
上
）
や
、
棟む
ね
わ
り
な
が

割
長
屋や

で
の
暮
ら
し
（
右
上
）
も
実
物
大
で
復
元
。 
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館
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た
。
こ
れ
に
は
多
く
の
お
客
様
が
び
っ

く
り
さ
れ
ま
し
た
ね
。

　

長
屋
で
の
お
産
の
場
面
と
い
う
展

示
の
意
義
は
、
時
と
と
も
に
変
化
し
て

き
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
と
、
今
は
病
院
で
お
産
を
す
る
時
代

に
な
り
、
お
産
婆
さ
ん
を
見
掛
け
な
く

な
り
ま
し
た
ね
。
そ
う
す
る
と
、
子
供

連
れ
の
お
母
さ
ん
が
「
あ
の
人
は
誰
で

し
ょ
う
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
し
ら
」
と
、

展
示
を
見
て
首
を
か
し
げ
る
ん
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
歴
史
的
職
業
と
し
て
お
産

婆
さ
ん
の
解
説
も
付
け
な
い
と
い
け

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う

に
展
示
は
、時
と
と
も
に
、い
わ
ば
「
成

長
」
し
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

―
―
館
内
に
は
江
戸
後
期
の
日
本
橋

の
姿
も
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
実

際
の
橋
の
北
側
半
分
、
長
さ
は
一
四

間
分
（
約
二
五
メ
ー
ト
ル
）
も
あ
り

ま
す
。

竹
内　

パ
リ
の
オ
ル
セ
ー
美
術
館
に

行
っ
た
と
き
に
、
そ
の
発
想
が
浮
か
び

ま
し
た
。
オ
ル
セ
ー
の
建
物
は
か
つ
て

の
駅
舎
で
、
大
き
な
空
間
が
吹
き
抜
け

に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
当
の
こ
と
を
言

う
と
、
実
物
大
の
日
本
橋
を
新
し
い
博

物
館
の
入
口
に
つ
な
が
る
野
外
の
ア

プ
ロ
ー
チ
と
し
て
再
現
で
き
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
、
博
物

館
の
建
物
の
中
に
橋
の
一
部
を
再
現

し
た
わ
け
で
す
。

　

私
は
、「
既
存
の
博
物
館
と
は
異
な

る
体
験
型
の
博
物
館
を
つ
く
り
た
い
」

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
の

絵
画
に
は
木
造
の
太
鼓
橋
を
思
わ
せ

る
日
本
橋
が
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す

ね
。「
ち
ょ
っ
と
勾こ

う
ば
い配
が
大
げ
さ
で
は

な
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
見
え
る
の
で

す
が
、
実
際
の
設
計
通
り
に
再
現
し
て

み
る
と
、
そ
れ
が
誇
張
で
な
い
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
お
客
様
が
欄ら

ん
か
ん干

を
頼
り

に
こ
わ
ご
わ
渡
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
も
、「
こ
れ
が
お
江
戸
日

本
橋
の
歩
き
心
地
な
の
か
」
と
体
験
し

て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。

―
―
千
両
箱
や
、
火
消
し
の
と
び
が

振
る
纏

ま
と
い
な
ど
を
手
に
で
き
る
体
験
コ

ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
ね
。
博
物
館
が

体
験
型
の
手
法
を
多
用
す
る
こ
と
に

批
判
な
ど
は
な
か
っ
た
で
す
か
。

竹
内
「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
じ
ゃ
あ
る
ま

い
し
」
な
ど
と
い
う
声
は
、
す
ぐ
に
消

え
ま
し
た
。
来
館
す
る
と
体
験
型
の
良

さ
を
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
し

ょ
う
。
現
在
で
は
、
私
ど
も
の
手
法
が

全
国
の
博
物
館
に
広
が
っ
て
い
ま
す

ね
。
ま
た
常
設
展
示
の
ス
タ
ン
ス
と
し

て
、
展
示
物
を
一
点
ず
つ
見
せ
る
の
で

は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
展
示
が
構
成
す

る
空
間
全
体
で
一
つ
の
テ
ー
マ
を
表

現
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
努
力
が
実
っ
て
「
こ
の
博
物
館
は

何
度
来
て
も
楽
し
い
ね
」
と
言
っ
て
く

だ
さ
る
お
客
様
が
多
い
ん
で
す
。
全
体

の
お
客
様
の
う
ち
、
リ
ピ
ー
タ
ー
が
約

三
五
％
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

江
戸
の
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
展
示

の
内
容
は
、
庶
民
の
暮
ら
し
が
中
心
で

す
。
江
戸
の
文
化
は
生
活
の
中
か
ら
生

ま
れ
て
い
ま
す
。
浮
世
絵
も
、
家
々
の

壁
や
柱
に
張
ら
れ
た
暦
か
ら
生
ま
れ
、

や
が
て
絵
師
・
彫ほ

り

師し

・
摺す

り

師し

の
職
人
が

技
を
合
わ
せ
た
三
位
一
体
の
多
色
摺

り
の
版
画
（
錦
絵
）
に
な
り
ま
し
た
。

今
や
何
十
万
円
も
す
る
芸
術
品
と
し

て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
江
戸
で
は
蕎
麦
一

（
注
） 

天
秤
棒
を
担
い
で
魚
や
野
菜
を
売
り

歩
く
商
人
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展
示
物
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
地
震
が

来
て
も
壊
れ
な
い
展
示
の
仕
方
を
心

掛
け
て
い
ま
す
。

　

第
二
は
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
お
客
様
が
江
戸
東
京
の
歴

史
を
楽
し
み
な
が
ら
学
べ
る
よ
う
に

質
の
高
い
展
示
を
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
客
様
に
は
外
国
人

の
方
も
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
職
員
は
、

誰
に
対
し
て
も
優
し
く
、
お
も
て
な
し

の
心
を
も
っ
て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ

く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
博

物
館
と
し
て
地
域
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
四
月
末
の
連
休
に
開
催
さ
れ
た

「
両
国
に
ぎ
わ
い
祭
り
」
と
い
う
イ
ベ

ン
ト
で
は
、
私
ど
も
が
事
務
局
を
引
き

受
け
て
い
ま
す
。
国
技
館
の
方
々
、
Ｊ

Ｒ
や
地
下
鉄
の
駅
で
働
く
方
々
、
地
元

の
商
工
会
や
町
会
の
方
々
と
一
緒
に

準
備
や
運
営
を
し
て
、
最
後
は
打
ち
上

げ
も
し
ま
す
か
ら
、
今
で
は
お
互
い
顔

な
じ
み
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
地
域
に
根
差
し
た
活
動
で
す
ね
。

竹
内　

地
域
と
日
常
的
な
つ
な
が
り

が
で
き
る
と
、
博
物
館
に
と
っ
て
大
き

い
で
す
ね
。
両
国
駅
で
「
博
物
館
は
ど

っ
ち
？
」と
迷
っ
て
い
る
お
客
様
に
は
、

駅
員
さ
ん
が
懇
切
丁
寧
に
案
内
し
て

く
だ
さ
い
ま
す
（
笑
）。

　

そ
れ
か
ら
第
三
の
「
Ｓ
」
は
セ
ン
ス・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
、
つ
ま
り
感
動
す
る

博
物
館
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

博
物
館
は
知
識
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
知
よ
り
も
情
や

五
感
に
訴
え
る
、
心
を
揺
さ
ぶ
る
博
物

館
で
あ
り
た
い
で
す
ね
。

―
―
博
物
館
の
近
く
に
、
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
と
い
う
新
名
所
も
で
き
ま

し
た
。

竹
内　

鍬く
わ
が
た
け
い
さ
い

形
蕙
斎
と
い
う
絵
師
の

『
江え

ど戸
一ひ

と

目め

ず図
屏

び
ょ
う

風ぶ

』（
岡
山
県
指
定

重
要
文
化
財
）
に
は
、
当
時
の
江
戸
の

景
観
が
鳥

ち
ょ
う
か
ん瞰
図ず

と
し
て
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
眺
め
を
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
の
展
望
台
か
ら
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
ん
で
す
。た
だ
し
、『
屏
風
』

の
景
観
は
水
と
緑
が
あ
ふ
れ
、
お
堀
や

江
戸
城
も
美
し
い
の
に
対
し
、
現
在
の

東
京
の
景
観
は
水
も
緑
も
減
り
、
比
較

に
な
り
ま
せ
ん
。
江
戸
の
昔
と
変
わ
り

な
く
あ
る
の
は
隅
田
川
ぐ
ら
い
で
す
。

そ
の
景
観
の
違
い
と
隅
田
川
の
存
在

に
人
々
が
気
付
く
と
、
現
在
進
行
中
の

隅
田
川
再
生
の
取
り
組
み
が
後
押
し

さ
れ
、
東
京
再
生
の
起
爆
剤
の
一
つ
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は

そ
ん
な
予
感
が
し
ま
す
。

　

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
お
客
様
の

流
れ
は
、
江
戸
東
京
博
物
館
に
も
つ
な

が
る
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
子
供
か
ら

定
年
後
の
方
々
ま
で
、
多
様
な
お
客
様

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
博
物
館

は
生
涯
学
習
の
拠
点
で
す
。
さ
ら
に
、

館
内
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
食
事
や
、
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
の
買
い
物
が

目
的
の
お
客
様
が
い
ら
し
て
も
い
い
。

ど
の
年
代
の
方
に
も
楽
し
い
場
と
し

て
、
ま
た
、
生
き
が
い
と
な
る
も
の
を

提
供
で
き
る
場
と
し
て
博
物
館
を

人
々
に
開
い
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長・鮎
瀬
典
夫
）

―
―
博
物
館
の
運
営
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

竹
内　

江
戸
東
京
博
物
館
で
は
、
三

つ
の
「
Ｓ
」
か
ら
成
る
「
３
Ｓ
方
針
」

を
立
て
て
、運
営
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
第
一
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
な
運

営
を
実
行
す
る
こ
と
で
す
。
お
客
様
は

も
ち
ろ
ん
、
博
物
館
で
働
く
職
員
も
含

め
た
全
員
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
た

上
で
運
営
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

人
々
に
開
か
れ
た
博
物
館
で
あ
り
た
い

杯
ほ
ど
、
一
六
文
で
買
え
る
日
用
品
だ

っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
の
手
作
り
の
職
人
の
技
は
、
当

時
、
世
界
最
高
の
水
準
で
し
た
。
髪
の

く
し
の
職
人
も
、手
塩
に
か
け
て
作
り
、

気
に
入
ら
な
い
物
は
商
品
に
し
ま
せ

ん
。
画
一
的
に
作
ら
れ
て
い
な
い
く
し

は
、
一
つ
一
つ
に
個
性
が
あ
っ
て
、
買

う
人
も
自
分
の
髪
に
合
っ
た
物
を
選

ん
で
大
切
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
江
戸
文
化
の
神
髄
は
「
心
と

質
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
二
〇

世
紀
は
「
物
と
量
」
の
時
代
で
し
た
。

大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
暮
ら
し
か
ら
、

二
一
世
紀
の
新
し
い
暮
ら
し
に
向
か

う
中
で
、
江
戸
文
化
に
学
ぶ
と
こ
ろ
は

た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。




