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児
玉 

寛
嗣  

下
町
、
谷
中
界
隈
に
は
い
く
つ
も
の
小
さ
な
博
物
館
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
大
名
時
計
博

物
館
を
訪
れ
た
。
そ
れ
は
小
高
い
丘
の
上
の
閑
静
な
屋
敷
町
の
一
郭
に
あ
る
。
門
柱
に
「
大
名
時
計

博
物
館
」
と
あ
る
門
を
く
ぐ
り
、
雑
草
が
生
い
茂
る
庭
の
飛
び
石
を
進
ん
だ
先
に
な
ん
の
変
哲
の
な

い
民
家
の
よ
う
な
建
物
が
現
れ
る
。
そ
れ
が
博
物
館
だ
。
入
る
と
静
け
さ
の
な
か
で
時
を
刻
む
音
が

ひ
と
き
わ
大
き
く
聞
こ
え
る
。
と
い
っ
て
も
そ
の
音
は
大
名
時
計
の
も
の
で
は
な
い
。
展
示
さ
れ
て

い
る
時
計
は
動
い
て
な
い
。
展
示
物
は
谷
中
の
陶
芸
家
・
上
口
愚
朗
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ベ
ー
ス

だ
。
こ
の
人
は
も
と
も
と
高
級
紳
士
服
の
仕
立
屋
を
し
て
い
た
が
、
陶
芸
の
世
界
に
入
り
、
大
名
お

抱
え
の
時
計
師
が
製
作
し
た
時
計
の
収
集
を
趣
味
に
し
て
い
た
と
い
う
変
わ
り
者
。
氏
の
没
後
、
彼

の
子
供
が
博
物
館
を
作
り
開
館
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

 

日
本
に
機
械
式
の
時
計
が
入
っ
て
き
た
の
は
ザ
ビ
エ
ル
が
来
日
し
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
の

庶
民
が
寺
の
鐘
で
時
刻
を
知
っ
た
江
戸
時
代
に
大
名
は
特
権
と
し
て
時
計
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

時
計
に
は
文
字
盤
は
な
い
。
代
わ
り
に
「
子
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
戌
」
で
終
わ
る
十
二
支
の
文
字

が
書
か
れ
た
リ
ン
グ
と
そ
の
内
側
に
円
盤
が
あ
る
。
円
盤
の
回
転
角
度
に
よ
り
二
時
間
単
位
で
時
を

知
る
こ
と
が
で
き
た
。 

当
時
は
、
夜
明
け
か
ら
日
暮
れ
ま
で
の
昼
を
六
等
分
、
日
暮
れ
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
夜
を
六
等
分

し
て
時
刻
を
表
示
す
る
不
定
時
法
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
季
節
に
よ
っ
て
夜
明
け
時
間
と
日

暮
れ
時
間
が
変
わ
る
の
で
昼
と
夜
で
一
時
の
長
さ
も
変
わ
っ
た
。
時
計
の
円
盤
を
昼
夜
同
じ
速
度
で

動
か
し
た
ら
、
時
間
が
合
わ
な
く
な
る
の
で
、
昼
と
夜
の
円
盤
の
速
度
を
調
整
す
る
役
目
の
人
が
い

た
そ
う
だ
。 

「
子
」
は
午
前
零
時
を
さ
し
て
、
正
子
と
呼
ん
で
い
た
。
正
子
か
ら
始
ま
っ
て
、
八
つ
、
七
つ
、

日
の
出
（
明
け
六
つ
）
、
五
つ
、
四
つ
、
正
午
、
八
つ
、
七
つ
、
日
の
入
り
（
暮
六
つ
）
、
五
つ
、

四
つ
、
で
正
子
に
戻
っ
た
。
ち
な
み
に
、
朝
の
四
つ
に
と
る
お
茶
を
四
つ
と
言
っ
た
。
正
午
の
午
は

「
う
ま
」
で
あ
る
。
昼
の
御
菓
子
の
時
間
は
八
つ
、
お
や
つ
の
語
源
で
も
あ
る
。 

 

展
示
物
だ
け
で
な
く
そ
の
傍
の
解
説
書
に
学
び
の
あ
る
一
日
だ
っ
た
。 

  


