
 
 

～
し
な
が
わ
歌
留
多
～ 

○え
江
戸
越
え
て 

銀
座
を
受
け
継
ぐ 

商
店
街 

  

コ
メ
ン
ト
：
有
名
な
「
戸
越
銀
座
」
商
店
街
は
五

反
田
か
ら
約
1
㎞
ほ
ど
南
に
あ
る
全
長
約
１．３

㎞
の

商
店
街
で
、
商
店
数
は
約
４
０
０
軒
に
の
ぼ
り
、

全
国
に
３
０
０
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
「
○

○
銀
座
」
の
第
一
号
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

「
銀
座
」
の
名
前
の
由
来
は
、
大
正
12

年
の
関

東
大
震
災
で
被
災
し
た
日
本
最
大
の
商
店
街
の
銀

座
か
ら
、
瓦
礫
と
な
っ
た
レ
ン
ガ
を
貰
い
受
け

て
、
低
地
で
ぬ
か
る
み
や
す
か
っ
た
戸
越
商
店
街

の
復
旧
を
行
っ
た
縁
と
、
併
せ
て
銀
座
の
賑
わ
い

に
も
あ
や
か
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
命

名
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
「
戸
越
」
の
地
名
に

は
、
か
ね
て
「
江
戸
越
え
の
村
」
と
呼
ば
れ
、
や

が
て
「
戸
越
」
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ

れ
を
物
語
る
よ
う
な
「
江
戸
を
越
え
て
清
水
の
上

の
成
就
庵 

ね
が
ひ
の
糸
の
と
け
ぬ
日
は
な
し
」

と
い
う
古
い
歌
碑
が
戸
越
の
鎮
守
「
戸
越
八
幡
神

社
」
に
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
編
集
長 

久
保
田
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～
し
な
が
わ
歌
留
多
～ 

 

○き
き
ゅ
り
あ
ん
で 

思
い
出
残
る 

成
人
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

コ
メ
ン
ト
：
大
井
町
駅
前
に
あ
る
「
き
ゅ
り
あ

ん
」
は
品
川
区
立
総
合
区
民
会
館
の
愛
称
で

す
。
ラ
テ
ン
語
の
「
集
会
所
」
を
意
味
す
る

「
キ
ュ
リ
ア
（c

u
ria

）
」
が
語
源
の
造
語
で
、

「
人
が
集
ま
り
、
ふ
れ
あ
う
よ
う
に
」
と
の
願

い
を
込
め
て
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
大
小
の
ホ
ー

ル
か
ら
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
、
会
議
室
や
調
理

講
習
室
な
ど
が
あ
る
複
合
施
設
で
す
。 

 
「
き
ゅ
り
あ
ん
」
で
は
毎
年
、
新
成
人
の
実

行
委
員
が
企
画
・
運
営
を
行
い
、
成
人
式
が
行

わ
れ
ま
す
。
今
年
の
式
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
と
な

り
ま
し
た
が
、
区
は
状
況
を
見
な
が
ら
今
年
度

の
新
成
人
が
集
ま
れ
る
機
会
を
設
け
る
予
定
と

の
こ
と
で
す
。
成
人
式
、
そ
し
て
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
や
公
演
、
講
座
の
開
催
が
再
開
さ
れ
、
そ

こ
に
集
ま
る
人
、
心
が
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き

る
日
々
が
来
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

（
編
集
委
員 
清
水
） 

か
る
た
に
見
る
わ
が
街
、
し
な
が
わ
② 

ご自由にお取りいただけるよう、多数部の

回覧をお願いいたします。 

WEBにも掲載しています。 

 
 

～
し
な
が
わ
歌
留
多
～ 

 

○く
黒
船
の 

来
航
示
す 

台
場
跡 

  
 

～
品
川
ふ
る
里
か
る
た
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○に
日
本
の 

夜
明
け
を
告
げ
し 

台
場
あ
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

コ
メ
ン
ト
：
１
８
５
３
年
（
嘉
永
６
年
）

７
月
、
米
人
ペ
リ
ー
が
日
本
の
開
国
を
促

す
た
め
艦
船
４
隻
を
率
い
て
浦
賀
沖
に
来

航
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
艦
船
の
船
体

が
黒
く
塗
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
わ
が

国
で
は
「
黒
船
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

来
航
に
脅
威
を
感
じ
た
日
本
は
、
国
防

の
た
め
品
川
沖
近
辺
に
７
か
所
（
６
か
所

と
の
説
も
あ
り
ま
す
）
の
台
場
（
砲
台
な

ど
を
備
え
た
場
所
の
こ
と
）
を
造
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
実
戦
に
使
わ
れ
る
こ
と
な

く
埋
め
立
て
や
撤
去
な
ど
に
よ
り
大
半
は

消
滅
し
、
現
存
す
る
の
は
第
三
台
場
と
第

六
台
場
の
２
か
所
だ
け
と
な
り
ま
し
た

が
、
こ
の
存
在
が
黒
船
来
航
の
確
た
る
証

拠
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
第
三
台
場
は
陸

続
き
で
現
在
は
公
園
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
第
六
台
場
は
無
人
島
と
な
っ
て
お
り

学
術
的
に
も
貴
重
な
存
在
な
の
で
立
ち
入

り
禁
止
で
す
。
こ
の
２
つ
の
台
場
は
国
の

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。  

（
編
集
委
員 

中
村
） 

 


