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私
の
実
家
は
、
当
時
元
の
懐
徳
堂
と
は
東
横
堀
川
を
へ
だ
て
て

西
ヘ
一
丁
目
の
場
所
に
住
ん
で
い
た
。
私
の
兄
弟
姉
妹
六
人
、
隣

に
は
従
弟
妹
が
六
人
、
ど
ち
ら
の
家
で
も
子
供
が
小
学
校
四
年
生

に
な
る
と
、
懐
徳
堂
へ
漠
文
の
素
読
に
通
わ
せ
る
事
に
な
っ
て
い

た
。
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
す
ぐ
に
和
綴
じ
の
孝
経
そ
の
他
を
持

た
せ
ら
れ
、
一
目
散
に
懐
徳
堂
へ
か
け
て
行
く
の
が
日
課
の
一
っ

に
な
っ
て
い
た
。
本
町
橋
を
渡
る
と
き
、
中
程
に
四
角
に
へ
こ
ん

だ
所
が
あ
り
、
其
所
に
大
体
い
つ
も
乞
食
が
す
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
人
の
前
を
通
る
の
が
一
番
の
難
所
で
、
こ
の
人
が
こ
こ
に
い
る

為
に
、
吾
々
子
供
達
は
一
生
懸
命
に
橋
を
か
け
ぬ
け
て
走
っ
た
。

左
に
ま
が
る
と
懐
徳
堂
の
お
ご
そ
か
な
門
が
建
っ
て
い
た
。
門
を

通
る
と
正
面
に
は
よ
り
お
ご
そ
か
な
玄
関
が
あ
っ
た
。
額
が
か
か

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
扉
は
大
抵
閉
っ
て
い

た
。
素
読
の
ク
ラ
ス
の
教
室
は
左
に
ま
が
る
と
脇
の
入
口
が
あ
り

昭
和
初
期
に
通
っ
た
懐
徳
堂

昭
和
初
期
に
通
っ
た
懐
徳
堂

蒲
暗
い
廊
下
の
は
じ
め
の
部
屋
で
あ
っ
た
。
長
い
板
の
机
が
あ

り
、
長
い
板
の
腰
掛
で
、
空
い
て
い
る
席
に
、
そ
の
板
を
ま
た
い

で
す
わ
り
、
お
じ
ぎ
を
一
っ
し
て
持
参
し
た
本
を
開
き
、
前
回
読

方
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
箇
所
を
、
大
声
を
上
げ
て
よ
ん
だ
。
十

人
位
は
す
わ
れ
た
よ
う
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。
一
杯
つ
ま
っ
て
い

る
時
に
は
仕
方
が
な
い
の
で
後
に
立
っ
て
誰
か
帰
る
の
を
待
っ
て

い
た
。
普
通
は
五
・
六
人
が
並
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
に
読
ん
で
い
た
。

こ
の
素
読
の
ク
ラ
ス
で
は
、
後
に
母
か
ら
き
い
た
所
に
よ
る
と
、

四
書
だ
け
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
で
あ
っ
た
が
、
或
い
は
そ
れ
以
上

の
も
の
を
読
む
程
長
く
は
続
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
四
年
生
か
ら
六
年
生
の
夏
休
み
前
迄
の

間
に
孝
経
、
中
庸
、
大
学
、
論
語
と
読
み
進
み
、
次
は
孟
子
と
先
生

が
お
っ
し
や
っ
た
と
覚
え
て
い
る
。
論
語
ま
で
は
和
綴
の
古
く
な

っ
て
い
た
く
ろ
っ
ぽ
い
本
を
持
た
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
本
に
は
か
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（重建恢徳堂講棠内部）

え
り
点
、

昭
和
初
期
に
通
っ
た
恢
徳
堂

――

―――一
の
し
る
し
等
漢
文
を
日
本
読
み
に
す
る
の
に
便

利
な
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
た
が
、
次
に
渡
さ
れ
た
本
は
支
那
本
で

か
え
り
点
な
ど

一
切
な
く
て
執
字
ば
か
り
が
づ
ら
づ
ら
と
並
ん
だ

本
で
あ
っ
た
。
全
く
閉
口
し
て
し
ま
っ
た
。
先
生
は
「
こ
の
本
は

支
那
の
本
や
か
ら
な
か
な
か
よ
い
本
や
。
大
事
に
し
な
さ
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
。
私
が
結
婚
し
て
後
、
母
が
送
っ
て
よ
こ
し
て
く

れ
た
手
筑
笥
の
中
に
こ
の
本
が
入
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
時
、

懐
徳
堂
の
辺
り
の
思
い
出
が
坊
彿
と
湧
き
、
戦
争
中
に
失
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
あ
の
建
物
の
娯
色
を
目
の
前
に
見
る
思
い
を
し
た
こ

と
で
あ
っ
た
。

当
時
の
教
授
法
は
現
在
の
学
校
の
授
業
方
法
に
な
じ
ん
で
い
る

吾
々
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
あ
の
頃
は
髭
の
黒
い
先
生
が
、
め

く
ら
縞
の
消
物
に
木
綿
の
袴
を
召
し
て、

三
•

四
十
糎
の
竹
の
棒

で
机
の
向
う
側
に
立
っ
て
、
一
人
一
人
に
そ
れ
ぞ
れ
が
読
ん
で
い

る
個
所
を
、
先
生
の
側
か
ら
で
は
さ
か
さ
ま
に
字
を
指
し
な
が
ら

読
み
方
を
大
き
な
声
で
教
え
て
下
さ
っ
た
。
私
は
現
在
教
師
を
し

て
居
り
、
ク
ラ
ス
の
中
で
私
語
に
熱
心
な
学
生
の
雑
音
に
悩
ま
さ

れ
て
ほ
と
ほ
と
閉
口
し
て
い
る
自
分
を
考
え
る
と
、
小
さ
な
部
屋

の
中
で
数
人
の
弟
子
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
本
を
大
声
で
読
ん
で

い
る
こ
と
を

一
人
一
人
と
聞
き
分
け
、
問
迎
っ
て
い
る
と
、
サ
ッ

と
そ
の
前
に
現
れ
て
正
し
い
読
み
方
を
教
え
て
下
さ
っ
た
当
時
の

先
生
の
脱
術
に
近
い
教
授
法
は
、
思
い
出
す
毎
に
不
思
議
の
感
に

打
た
れ
る
。
ど
う
す
れ
ば
数
人
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
事
を
言

っ
て

い
る
の
が
分
る
の
か
、
昔
の
弘
法
大
師
の
物
語
の
通
り
だ
っ
た
と

思
う
。
不
思
議
な
先
生
で
あ
っ
た
。
当
時
の
私
は
十

一
、
二
歳
で

「先
生
」
と
い
う
以
外
先
生
の
お
名
前
も
覚
え
て
い
な
い
し
、
う

か
が
い
度
い
と
も
考
え
ず
、
週
二
、
一二
回
の
ク
ラ
ス
に
通
っ
て
い

た
。
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
四
因
に
ど
ん
な
む
つ
か
し
い
内
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容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
本
に
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
か
な

ど
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
が
、
漠
文
を
よ
む
と
い
う
事
に
馴
れ
て

い
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
だ
っ
た
。
後
年
私
は
英
語
を
専
門
と
す

る
事
に
な
り
、
当
時
の
専
門
学
校
で
は
教
科
の
中
に
漠
文
が
あ

り
、
十
八
史
略
を
教
科
書
に
用
い
て
い
た
。
私
は
素
読
は
苦
労
な

く
て
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
困
る
と
、
先
生
に
「
そ
の
先
を
読
み
な
さ

い
」
と
名
指
し
さ
れ
、
半
分
得
意
、
半
分
気
ま
り
の
悪
さ
を
覚
え

な
が
ら
素
読
を
し
た
。
し
か
し
解
釈
を
す
る
と
い
う
段
階
に
な
る

と
怠
者
の
私
は
よ
く
出
来
な
い
で
「
君
は
読
む
だ
け
か
」
と
し
か

ら
れ
て
恐
縮
し
た
も
の
だ
っ
た
。
今
当
時
を
思
い
出
す
と
、
懐
徳

堂
で
教
え
ら
れ
た
素
読
と
い
う
作
業
が
私
の
体
の
中
に
住
み
つ
い

て
い
た
が
、
そ
れ
を
日
本
語
と
の
関
連
に
於
て
解
釈
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
観
念
は
湧
い
て
来
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
従
っ
て

そ
う
い
う
予
習
を
し
な
か
っ
た
。

戦
争
が
終
結
し
平
和
が
も
ど
っ
た
頃
私
は
自
分
の
子
供
達
を
育

て
て
い
た
。
或
時
ふ
と
思
い
立
ち
夏
休
み
で
も
あ
っ
た
の
で
古
い

孝
経
の
本
を
取
出
し
、
「
素
読
を
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
、
お
母
さ

昭
和
初
期
に
通
っ
た
懐
徳
堂

ん
に
つ
い
て
こ
の
本
を
よ
み
な
さ
い
」
と
や
り
は
じ
め
た
が
、
こ

れ
は
不
成
功
に
終
り
子
供
逹
は
つ
い
て
来
な
か
っ
た
。
私
は
時
代

が
違
う
の
か
な
と
簡
単
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
。

「
身
体
髪
府
之
を
父
母
に
受
く
。
あ
え
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
孝
の

は
じ
め
な
り
」
と
い
う
句
を
子
供
達
に
分
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
私
の
下
心
で
あ
っ
た
。
親
の
私
が
自
分
に
親
孝
行
を
要
求
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
て
強
制
出
来
な
か
っ
た
の
が
当
時
の
私
の
思

い
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
頃
の
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
当
時

の
子
供
も
皆
大
人
に
な
り
、
私
自
身
も
老
境
の
仲
間
入
り
を
す
る

此
頃
、
懐
徳
堂
へ
当
然
の
こ
と
の
様
に
通
い
素
読
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
教
育
は
、
何
の
役
に
立
っ
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
言
う
こ

と
は
出
来
な
い
か
も
分
ら
な
い
が
、
何
か
し
ら
私
の
体
内
で
一
っ

の
要
素
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
生
き
つ
づ
け
て
来
た
よ
う
に
思

ぅ
半
世
紀
も
昔
の
私
の
育
っ
た
船
場
辺
り
の
家
庭
教
育
の
―
つ
の

あ
り
方
で
あ
っ
た
。

1
0三




