
銀座の街並を見守り続けて

株 式 会 社 小 寺 商 店
い 銀回

不

思
議

の
地

・
銀
座

で

○
数
々
の
歌
に
綴
ら
れ
て
き
た
銀
座

○
高
級
ブ
ラ
ン
ド
店
が
ひ
し
め
く
銀
座

○
文
人
達
が
浮
き
名
を
流
す
銀
座

銀
座
に
は
様
々
な
顔
が
あ
る

そ
の
よ
う
な
銀
座
の
顔
を
１
０
０
年

以
上
に
渡
り
、
不
動
産
を
通
し
て
見

守
っ
て
き
た
の
が
株
式
会
社
小
寺
商
店

（代
表
取
締
役
社
長
児
玉
裕
）
で
あ
る
。

小
寺
商
店
の
創
業
は
、
明
治
３８
年
で

あ
り
、
現
存
す
る
不
動
産
業
と
し
て
は

指
折
り
の
老
舗
企
業
で
あ
る
。
小
寺
商

店
の
初
代
小
寺
朔
次
郎
は
、
金
沢
の
出

身
で
あ
る
。
つ
づ
ら
を
背
負
い
、
明
治

の
活
気
あ
る
東
京

へ
と
や

っ
て
く
る
。

そ
し
て
初
代
は
、
銀
座
に
あ
っ
た
水
明

館
と
い
う
旅
館
の
下
働
き
を
す
る
こ
と

と
な
る
。
文
明
開
化
の
華
や
か
な
東
京

銀
座
は
、
歌
舞
伎
座
が
近
い
こ
と
、
そ

し
て
何
よ
り
も
新
し
い
産
業
が
興
る
こ

と
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
地
方
か
ら

水
明
館
に
泊
ま
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
中
の
何
人
か
が
、
東
京
で
商
売

を
開
く
こ
と
と
な
り
、
支
店
、
住
居
等

を
求
め
る
声
が
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。

今
日
で
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

検
索
を
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

ま
だ
情
報
手
段
の
な
い
時
代
の
こ
と
で

あ
る
。
年
に
何
回
か
く
る
宿
泊
者
は
、

当
時
若
く
て
誠
実
な
朔
次
郎

に

「ど
こ
か
に
よ
い
物
件
が
な

い
か
」
と
、
声
を
か
け
る
こ
と

社
　
　
と
な
る
の
で
あ
る
。

玉
　
　
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
繰
り

児
　
　
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の

長針
　
　
日
か
不
動
産
業
界
に
入
る
こ

軸
　
　
と
と
な
り
、
明
治
３８
年
に
小

鏃
　
　
寺
商
店
と
し
て
創
業
す
る
。

共
存
共
栄
の
意
味
は

朔
次
郎
が
創
案
し
た
小
寺
商
店
の
社

是
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、
共
存
共
栄
と

い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
地

域
社
会
銀
座
と
共
に
栄
え
よ
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
不
動
産
業
は
俗
に
言
わ
れ

る
投
機
的
な
取
引
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
多
く
の
利
益
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
地
域
の
人
か
ら

不
動
産
物
件
を
安
く
買

い
た
た
き
、
一局
く
売
る

の
で
は
共
存
共
栄
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
社
是
の
考
え
方

が
浮
き
沈
み
の
激
し
い

不
動
産
業
界
で
、
小
寺

商
店
を
１
０
０
年
以
上

に
渡
り
、
存
続
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
。

児
玉
裕

（次
女
の
婿
）

は
、
総
合
商
社
に
勤
務

後
、
小
寺
商
店
に
入
り
、
４
代
目
と
な

る
の
で
あ
る
。
現
社
長
が
先
代

（３
代

目
）
に
言
わ
れ
た
言
葉

で
印
象
深
く

残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「信

用
を
守
れ
、
信
用
を
築
く
の
は
時
間
が

か
か
る
が
、
壊
す
に
は
１
日
だ
」

ま
た
、
銀
座
で
商
売
を
す
る
時
に

「不

動
産
屋
で
あ
る
前
に
商
人
で
あ
れ
」
と

も
言
わ
れ
た
。
商
人
は
腰
が
低
く
な
く

IMコ ンサルタント代表 平 松 陽 ―
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て
は
な
ら
な
い
。
誰

が
き
て
も
頭
を
下
げ

る
、
感
謝
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
ん
な
小
寺
商

社
　
店
で
あ
る
か
ら
、
地

離
　
元
銀
座
の
お
客
様

峙
　
が
２
代
、
３
代
と
取

社絵
　
引
が
続
い
て
い
る
の

株
　
も
珍
し
く
な
い
。

一
般
的
に
、
不
動

産
業
は
楽
観
的
な
シ
ナ
リ
オ
で
顧
客
を

誘
導
す
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
「真
実
を
伝
え
、
最
悪
を
考
え

て
提
案
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
小

寺
商
店
で
は
貫
い
て
い
る
。

電
話
店
と
し
て

地
域
に
貢
献
す
る

ま
た
、
小
寺
商
店
は
も
う

一
つ
の
事

業
も
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
電
話
売
買

で
あ
る
。
電
話
は
逓
信
省
認
可
商
売
で

あ
つ
た
た
め
に
、
小
寺
商
店
は
初
代
の

時
に
そ
の
許
可
を
得
て
い
る
。

今
日
で
は
、
携
帯
電
話
が
普
及
し
て

い
る
た
め
に
、
転
居
と
同
時
に
電
話
を

と
い
う
意
識
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
が
、
大

正

。
昭
和
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で

は
、
商
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
引
っ
越
し

と
同
時
に
電
話
が
必
要
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
小
寺
商
店
で
は
不
動

産
業
と
電
話
業
を
併
行
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
電
話
は
有
力
な
営
業
手
段
で

も
あ
っ
た
。

○
電
話
番
号
を
い
か
に
お
客
様
に
覚
え

て
も
ら
う
か

○
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ

。
注
文
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
語
呂
の
良
い
電
話
番
号
、
縁

起
の
良
い
電
話
番
号
を
求
め
ら
れ
た
の

だ
。
こ
れ
に
小
寺
商
店
は
永
年
に
渡

っ

て
応
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

小
寺
電
話
屋
と
し
て
の
発
展
も
戦
後
高

度
成
長
期
ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
。

関
東
大
震
災
、
太
平
洋
戦
争
で

銀
座
乱
れ
ず

小
寺
商
店
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い

の
が
、
関
東
大
震
災
、
大
平
洋
戦
争
で

あ
る
。
読
者
の
皆
さ
ん
が
銀
座
を
歩
い

て
感
じ
る
の
は
、
戦
前
か
ら
の
御
幸
通

り
、
並
木
通
り
に
代
表
さ
れ
る
道
が
区

画
整
理
さ
れ
て
整
然
と
残
っ
て
い
る
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
街
並
保

存
に

一
役
買

っ
て
い
る
の
が
小
寺
商
店

で
あ
る
。

帝
都
復
興
院
総
裁
の
後
藤
新
平
に
よ

り
、
大
規
模
な
区
画
整
理
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
、
銀
座
の
街
の
地

図
の
作
成
に
携
わ
っ
た
の
が
朔
次
郎
で
あ

る
。
現
存
す
る
銀
座
の
地
図
と
し
て
は

古
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
正
確
度
に
お
い

て
も
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
地
図
を
見
て
驚
く
の
は
、
そ
の

多
く
の
部
分
に
お
い
て
、
今
日
と
所
有

者
が
そ
う
多
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。

こ
れ
は
、
こ
の
地
図
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
戦
後
の
混
乱
期
も
銀
座
で
は
ト

ラ
ブ
ル
が
あ
ま
り
起
き
な
か
っ
た
。
っ

ま
り
、
ス
ラ
ム
化
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
銀

座

の
人
達
が
家
業
と
し
て
の
商

い
を

行

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ビ
ル
に

な
っ
て
か
ら
も
そ
の
中
に
自
分
の
家
業

を
残
し
て
い
る
た
め
に
、
ビ
ル
を
売
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

銀
座
の
人
の
絆

も
う

一
つ
銀
座
の
街
を
支
え
て
い
る

も
の
に
、
そ
の
絆

（人
間
関
係
）
が
あ
る
。

と
い
う
と
、
読
者
の
中
に
は
、
東
京
の

真
ん
中
で
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
と

不
思
議
に
思
わ
れ
る
方
も
お
い
で
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

海
外
ブ
ラ
ン
ド
が
ひ
し
め
く
銀
座

で
、
ど
う
し
て
人
間
関
係
な
の
か
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
寺
商
店
の

株式会社小寺商店 本社外観
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３
代
目
邦
忠
夫
人
小
寺
江
子
に
よ
る

と
、
銀
座
で
は
古
く
か
ら
家
族
ご
と
の

親
交
が
あ
り
、
そ
こ
で
お
互
い
を
守
る

と
い
う
習
慣
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。

そ
の
象
徴
と
な
る
も
の
に
、
銀
座
の

泰
明
小
学
校
が
あ
る
。
泰
明
小
学
校
は

公
立
で
あ
る
が
、
そ
の
知
名
度
の
高
さ

か
ら
今
も
東
京
人
の
憧
れ
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
な
い
。
こ
こ
の
卒
業
生
が
地

元
で
多
い
の
で
あ
る
。
最
近
は
減

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
銀
座
に
住
ん
で
い

る
人
が
多

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

事
実
、
小
寺
商
店
で
は
今
で
も
現
本
社

ビ
ル
の
上
階
に
居
住
し
て
い
る
。
ま
た
、

銀
座
の
店
舗
に
も
う

一
度
住
も
う
と
リ

フ
ォ
ー
ム
を
し
て
い
る
若
い
経
営
者
も

い
る
。

銀
座
に
は
銀
座
百
店
会
、銀
実
会

（若

い
世
代
の
後
継
者
が
会
員
）
に
代
表
さ

れ
る
組
織
が
数
多
く
あ
る
。
こ
れ
は
、

代
々
受
け
継

い
で
い
く
も
の
で
あ
る
。

会
と
し
て
の
結
束
が
実
に
固
い
。

著
者
は
、
仕
事
の
関
係
で
地
方
の
商

店
街
に
行
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

多
く
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
化
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
見
掛
け
る
。
そ
こ
の
経

営
者
が
口
を
揃
え
て
言
う
の
が
、

「大
型
商
業
施
設
が
出
来
た
た
め
に
、

お
客
が
来
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
発
言
を
聞
い
て
い
る
と
、
何
を

言

っ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
こ
と
が
多
々

あ
る
。
そ
れ
は
商
店
街
を
守
る
の
は
、

商
店
主
で
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
努
力

を
し
な
い
で
他
の
責
任
と
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る

こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
銀
座

の
街
が
、

先
の
戦
争
に
代
表
さ
れ
る
破
減
の
危
機

に
何
回
も
遭
遇
し
な
が
ら
も
生
き
残

っ

て
き
て
い
る
の
は
、
絆
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
は
仕
事

の
関
係

で
三

陸

の
被
災
地
に
毎
月

の
よ
う
に
行

っ

て
い
る
。

そ
こ
で
は
人
の
絆
が
多
く
の
命
を
救
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
銀
座
の
街
の
何
代

に
も
渡
る
人
間
関
係
を
見
て
い
る
と
、

被
害
地
の
そ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

銀
座
地
価
の
誤
解

銀
座
と
い
う
と
、
何
事
に
つ

け
そ
の
地
価
が
話
題
と
な
る
。

し
か
し
、
誰
が
考
え
て
も
あ

の
高
い
地
価
で
何
の
商
売
が
成

り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
が
、
商
売
を
し
て
い

る
以
上

一
度
は
銀
座
に
出
て
み

た
い
と
思
う
の
は
、
ご
く
自
然

な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
出
店
し
た
多
く
の

会
社
、
商
店
が
何
年
も
経
た
な

い
う
ち
に
撤
退
し
て
い
く
の
を

見
て
き
た
。
外
資

・
ブ
ラ
ン
ド

店
と
て
例
外
で
は
な
い
。

何
故
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る

の
か
、
そ
れ
は
銀
座
の
人
の
絆
を
ベ
ー

ス
に
し
た
家
業
的
商
売
を
理
解
で
き
な

い
か
ら
だ
。
銀
座
で
あ
れ
ば
高
く
て
も

売
れ
る
と
い
う
の
は
思
い
過
ご
し
で
あ

る
。
銀
座
で
商
い
を
し
て
い
る
人
達
は
、

必
死
で
家
業
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
表
面
を
見
た
だ
け
で
は
理
解
で

き
な
い
奥
の
深
い
努
力
を
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
銀
座

ヘ

の
出
店
は
そ
の
間
口
が
狭
い
わ
け
で
は

な
い
。

「銀
座
は
外
に
対
す
る
間
回
は
広
い
。

し
か
し
、
銀
座
と
い
う
地
名
に
頼
る
の

で
は
な
く
、
自
立
し
た
商
い
す
る
こ
と

が
大
切
だ
。」
と
児
玉
社
長
が
結
ん
で

く
れ
た
。

さ
て
、
５
代
日
で
あ
る
が
、
４
代
目

の
子
息
が
成
人
を
過
ぎ
て
い
る
。

ま
だ
後
継
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
は

し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
４
代
目
と
同

様
に
銀
座
を
支
え
て
い
る
人
々
の
子
息

と
の
関
係
が
５
代
目
を
作

っ
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一Ｖ
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
コ
ン
サ
ル
一ア
ィ
ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
ｌ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
イ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業
に

入
り
管
理
職
を
兼
務
“
主
な
著
書
Ｆ
ｃ
の
老
舗

に
学
べ
只
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
×
『必
ず
売
れ
る
営

業
マ
ン
に
な
れ
る
』
「営
業
幹
部
の
た
め
の
指
導

力
倍
増
講
座
穴
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

3・ 11依頼、銀座ではあちらこちらで耐震

工事が行われている。
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