
　
　
　
第
十
三
巷
　
　
紹
　
　
　
介

た
り
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
柱
が
圓
い
か
ら
こ
れ

も
亦
圓
い
方
が
似
合
ふ
だ
ら
う
、
こ
い
ふ
位
な
石
工
の
淺

薄
な
考
へ
で
か
う
し
て
了
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
な

が
ら
雁
鎌
倉
時
代
ε
思
は
る
、
開
H
に
つ
い
て
み
る
の
で
あ
る

か
ら
、
あ
こ
の
も
の
か
も
知
れ
澱
が
一
分
異
例
ご
し
て
こ

え
掲
げ
て
お
あ
で
あ
る
（
第
二
百
十
入
・
第
二
百
十
九
圖
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
年
五
月
二
十
九
日
稿
了
）

紹

介

　
　
翻
上
代
鐸
制
の
研
究
　
　
　
　
坂
本
　
太
郎
著

　
交
通
は
祉
會
構
成
の
基
礎
的
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
の
進
歩
は
ま

た
歴
史
獲
展
の
有
力
な
る
動
因
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
黒
日
の
研

　
　
　
　
　
　
　
第
灘
號
　
　
　
側
側
　
（
四
三
四
）

究
に
於
て
は
此
の
分
野
は
今
な
ほ
未
墾
の
荒
野
ミ
し
て
取
残
さ
れ

た
る
観
な
し
、
こ
し
な
い
。
著
者
は
こ
こ
に
慨
す
る
所
あ
っ
て
そ
の

開
拓
を
留
ら
ん
、
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
正
に
其
第
一
牧

獲
で
あ
る
。
著
者
の
見
解
に
從
へ
ば
交
通
の
配
達
に
は
、
地
方
交

通
國
内
交
通
世
界
交
通
の
三
時
代
を
劃
す
べ
く
、
騨
逓
制
度
は
國

内
交
通
時
代
の
著
し
き
特
徴
を
な
す
ε
い
ふ
、
此
の
見
地
よ
り
し

て
騨
の
草
創
盛
蓬
嚢
微
を
精
密
に
説
い
て
み
る
。
其
態
度
に
聯
か

静
的
に
過
ぐ
る
の
憾
が
あ
る
。
爾
ほ
一
．
般
交
通
號
蓬
史
に
於
け
る

騨
遍
欄
の
位
置
乃
至
意
義
の
如
き
も
評
論
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
胱
會
糞
蓬
の
過
程
に
、
騨
制
を
出
現
せ
し
む
る
理
由
，
ま
た
そ

れ
の
褻
減
を
來
た
す
所
以
に
特
殊
な
る
も
の
が
あ
る
こ
ミ
を
薯
者

に
よ
っ
て
闘
く
を
得
る
な
ら
ば
、
學
界
の
幸
ミ
す
る
く
」
こ
ろ
で
あ

る
。
（
菊
版
二
七
一
頁
、
東
京
國
丈
堂
嚢
行
、
債
二
、
五
〇
）
〔
肥
後
〕

　
　
醗
封
建
説
會
の
統
制
ご
闘
孚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
．
正
　
巖
著

　
本
書
に
牧
録
さ
れ
た
十
八
編
の
論
文
は
、
各
々
研
究
謝
象
ミ
、

記
述
の
上
に
個
々
異
る
も
の
な
れ
，
ご
其
聞
、
封
建
祉
會
自
ら
の
懲

己
否
定
、
即
ち
そ
の
必
然
的
崩
壌
の
過
程
に
あ
り
・
こ
す
る
思
想
に


