
昔
は
夜
に
な
り
ま
す
と
、
天
秤

て
ん
び
ん

棒ぼ
う

で
荷に

を
か
つ
い
だ
そ
ば
屋
が
、
江
戸
の
町
々
を
流
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
る
晩
、
屋
台

や

た

い

で
一
人
の
男
が
そ
ば
を
注
文
し
ま
し
た
。

男
１

「
（
出
て
き
た
そ
ば
を
受
け
取
っ
て
）
お
ま
え
の
所
は
い
い

丼
ど
ん
ぶ
り

を
使
っ
て
い
る
ね
。
も
の
は
器

う
つ
わ

で
食
べ
さ
せ
る
と

い
う
け
れ
ど
、
器
が
よ
け
れ
ば
多
少
中
身
は
ま
ず
く
っ
て
も
・
・
・（
つ
ゆ
を
一
口
飲
ん
で
）
お
っ
、
う
ま
い
。

い
い
だ
し
を
つ
か
っ
て
い
る
ね
え
。（
ふ
う
ふ
う
ふ
き
な
が
ら
そ
ば
を
す
す
り
込
む
し
ぐ
さ
で
）
そ
ば
も
細
く
っ
て

い
い
ね
え
。
江
戸
前

え

ど

ま

え

の
そ
ば
は
こ
う
で
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
あ
あ
、
う
ま
か
っ
た
。
い
く
ら
だ
い
。
」

そ
ば
屋
「
十
六
文

じ
ゅ
う
ろ
く
も
ん

い
た
だ
き
ま
す
。」

男
１

「
手
を
出
し
な
。」

そ
ば
屋
「
へ
え
（
両
手
を
出
し
て
）、
こ
れ
へ
願ね

が

い
ま
す
。
」

男
１

「
（
一
文

い
ち
も
ん

ず
つ
お
金
を
出
す
よ
う
に
）
ひ
ぃ
、
ふ
ぅ
、
み
ぃ
、
よ
ぅ
、
い
つ
、
む
ぅ
、
な
な
、
や
ぁ
、･

･･

何
刻

な
ん
ど
き

だ
い
。
」

そ
ば
屋
「
へ
え
、
九

こ
こ
の

つ
で
。
」

男
１

「
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
、
十
四
、
十
五
、
十
六
。
ご
ち
そ
う
さ
ま
。
」

勘

定

か
ん
じ
ょ
う

を
は
ら
っ
て
、
そ
の
ま
ん
ま
、
ぷ
い
っ
と
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
て
、
こ
れ
を
少
々
の
ん
び
り
し
た
男

が
見
て
お
り
ま
し
て
、

男
２

「
べ
ら
べ
ら
お
世
辞

せ

じ

ば
か
り
並
べ

な

ら

て
、
嫌い

や

な
男
だ
。
な
ん
だ
い
、
あ
い
つ
は
。
『
い
く
ら
だ
い
。
』
っ
て
、
そ
ば
は
十

六
文
に
決き

ま
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
う
え
、
子
ど
も
み
た
い
な
数
え
方
す
る
な
ん
て
。『
ひ
ぃ
、
ふ
ぅ
、
み

ぃ
、
よ
ぅ
、
い
つ
、
む
ぅ
、
な
な
、
や
ぁ･
･
･

何
刻

な
ん
ど
き

だ
い
。』
待
て
よ
。
あ
の
男
、
変
な
と
こ
ろ
で
刻と

き

を
き
き
や
が

っ
た
な
。
な
に
も
あ
ん
な
と
こ
で
刻と

き

を
き
く
こ
と
は
ね
え
じ
ゃ
ね
え
か
。（
数
え
る
ま
ね
を
し
て
）『
ひ
ぃ
、
ふ
ぅ
、

み
ぃ
、
よ
ぅ
、
い
つ
、
む
ぅ
、
な
な
、
や
ぁ
何
刻

な
ん
ど
き

だ
い
。
』『
へ
え
、
九

こ
こ
の

つ
。
』『
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
、
十
四
、

十
五
、
十
六
。
』・
・
・
あ
れ
っ
、
お
か
し
い
な
。
も
う
一
回
や
っ
て
み
よ
う
。
い
つ
、
む
ぅ
、
な
な
、
や
ぁ
、
何
刻

な
ん
ど
き

だ
い
。
九
つ
。
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
・
・
・
あ
っ
、
あ
い
つ
、
う
ま
く
ご
ま
か
し
た
ん
だ
、
よ
し
、
お
れ
も

や
っ
て
み
よ
う
。」

こ
の

男

、
早
く
や
っ
て
み
た
く
て
し
ょ
う
が
な
く
て
、
わ
ざ
わ
ざ
細
か
い
銭ぜ

に

を
用
意
し
て
、
明
く
る
晩
、
早
目
に

出
か
け
ま
し
た
。
や
っ
て
き
た
そ
ば
屋
を
呼
び
止
め
、
そ
ば
を
頼
ん
で
食
べ
始
め
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
ま
た
、

と
ん
で
も
な
い
そ
ば
で
・
・
・
。

１
言 葉

言
葉
の
力
を
つ
け
よ
う
（
音
読
１
年
③
）

〔
古
典
落
語
「
時
そ
ば
」
〕

名 前

★
古
典
落
語

ら

く

ご

は
、
寄
席

よ

せ

と
い
わ
れ
る
ス
テ
ー
ジ
で
、
特
別
な
音
響

お
ん
き
ょ
う

や
、
舞
台

ぶ

た

い

装
置

そ

う

ち

、
衣
装
や
道
具
、
音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く(

三
味
線

な
ど
の
楽
器
や
歌)
な
ど
を
な
る
べ
く
使
わ
ず
、
た
っ
た
一
人
で
、
身
振

み

ぶ

り
と
語か

た

り
で
演
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
話

し
方
や
間ま

の
取
り
方
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
最
初
は
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
毎
日
練
習
す
れ
ば
、

す
ら
す
ら
と
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
音
読
の
楽
し
さ
を
味
わ
え
ま
す
。
次
の
「
時と

き

そ
ば
」
は
、
古
典
落
語
の
有
名
な

も
の
で
す
。
音
読
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

や
っ
て
み
よ
う

こ
の
後
の
話
は
、
ど
う
な
る
と
思
い
ま
す
か
。
男
２
は
、「
何
刻
だ
い
」
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
を
間
違
え
て
し
ま
い
、
結
局
四
文

よ
ん
も
ん

損そ
ん

を
し
て
し
ま
う
と
い
う
笑
い
話
で
す
。


