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こ
こ
に
古
い
地
図
が

二
つ
あ
り
ま
す
。
明
治

四
十
二
年
と
大
正
十
三

年
の
汐
入
地
区
の
界
隈

（
当
時
は
南
千
住
町
の

一
部
。
現
在
の
荒
川

区
南
千
住
三
、四
、八
丁

目
付
近
）
の
も
の
で
す
。

と
も
に
【
郷
土
会
記

録
】
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
手
書
き
の
地
図
で
す
。

　

平
成
九
年
に
運
転
を

開
始
し
た
白
鬚
西
ポ
ン

プ
所
は
、
こ
の
地
区
の

一
画
に
あ
り
ま
す
。
明

治
四
十
二
年
の
地
図
で

見
る
と
、
荒
川
が
大
き

く
蛇
行
し
て
い
る
角
に
あ
る
【
汐
入
の
渡
し
】
を
少
し
南
に
下
っ
た
川
沿
い
の
葦
原
辺
り

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
地
図
で
は
、
綾
瀬
川
が
合
流
し
た
後
の
ち
ょ
う
ど
汐
入
の
渡
し
の

所
よ
り
下
流
か
ら
、
荒
川
は
隅
田
川
と
名
前
を
変
え
て
い
ま
す
。
葦
原
の
、
西
隣
に
か
な

り
広
い
池
沼
が
あ
り
ま
す
。
工
場
用
地
を
土
盛
り
す
る
た
め
に
掘
っ
た
跡
に
、
水
が
溜
ま

っ
て
で
き
た
人
工
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。
大
正
十
三
年
の
地
図
の
真
ん
中
下
方
に
【
紡
績

会
社
空
地
】
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
下
に
（　

）
書
き
で
【
池
埋
立
】
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
池
沼
が
そ
の
後
埋
め
立
て
ら
れ
紡
績
会
社
の
工
場
用
地
に
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
紡
績
会
社
は
大
日
本
紡
績
（
現
在
の
ユ
ニ
チ
カ
）
の
こ

と
で
す
。

　
【
汐
入
の
渡
し
】
の
や
や
下
流
に
、
水
神
大
橋
が
昭
和
六
十
三
年
に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
地
図
の
西
端
を
か
す
め
て
い
る
鉄
路
は
【
常
磐
線
】
で
す
。
今
は
、
地
上
に
顔
を
出

し
た
地
下
鉄
日
比
谷
線
が
こ
れ
と
並
行
し
て
走
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、【
油
槽
所
】
と
記

さ
れ
て
い
る
所
は
、
現
在
、
再
開
発
事
業
の
一
環
と
し
て
学
校
建
設
の
予
定
地
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
南
に
、
い
く
つ
か
の
幅
の

広
い
水
路
が
見
え
ま
す
。
隅
田
川

貨
物
駅
の
構
内
に
出
入
り
す
る
船

が
着
岸
す
る
た
め
の
ド
ッ
ク
と
隅

田
川
に
つ
な
が
る
運
河
で
す
。
引

き
込
み
線
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
貨
物
駅
の
開
設
時
期
が
明
治

二
十
九
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
お
そ
ら
く
省
略
し
た
の
で
し

ょ
う
。
貨
車
で
運
ん
で
き
た
貨
物

を
船
に
積
み
換
え
て
い
た
の
で
す
。

隅
田
川
に
通
ず
る
運
河
の
出
入
り

口
の
横
に
当
局
の
橋
場
ポ
ン
プ
所

（
昭
和
十
三
年
稼
動
）
が
あ
り
ま

し
た
が
、
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
あ

り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
南
の
【
地
方
（
じ
か

た
）
橋
場
】
と
記
さ
れ
て
い
る

辺
り
に
は
、
石
炭
を
乾
留
し
て

ガ
ス
を
製
造
す
る
東
京
ガ
ス
の

千
住
工
場
（
明
治
二
十
六
年
操

業
開
始
）
が
あ
り
ま
し
た
。
今

で
は
、
液
化
天
然
ガ
ス
の
貯
留

施
設
に
姿
を
変
え
て
い
ま
す
。

　

明
治
四
十
二
年
の
地
図
の
中

程
に
、
貨
物
駅
の
ド
ッ
ク
の
横

を
抜
け
、
油
槽
所
の
前
を
通
り

荒
川
の
堤
防
の
手
前
で
西
へ
直
角
に
曲
が
り
、
常
磐
線
の
線
路
の
方
に
向
か
っ
て
い
る
道

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
五
世
紀
末
（
室
町
時
代
の
末
頃
）
に
造
ら
れ
た
汐
入
堤
の
土
手

▲　明治 42 年の地図

▲　大正 13 年の地図
▲　近年の地図
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に
つ
け
ら
れ
た
道
の
名
残
で
す
。
こ
の
辺
り
一
帯
は
、
昔
か
ら
し
ば
し
ば
洪
水
に
襲
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
土
手
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
明
治
に
入

り
ま
わ
り
の
土
地
が
土
盛
り
さ
れ
た
た
め
、
今
で
は
土
手
と
い
う
感
じ
は
ま
っ
た
く
し
ま

せ
ん
。
ご
く
普
通
の
道
に
見
え
ま
す
。
多
少
、
道
筋
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
拡
幅
整
備
さ

れ
バ
ス
が
通
る
重
要
な
道
路
と
し
て
今
で
も
機
能
し
て
い
ま
す
。

　

大
正
十
三
年
の
地
図
に
【
魚
市
場
】
と
あ
る
の
は
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
後

に
臨
時
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
、
一
年
半
ほ
ど
使
わ
れ
ま
し
た
。
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
の
や

や
北
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
【
魚
市
場
】
の
西
に
人
家
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
汐
入
の
集
落
で
す
。
人
家
の
そ

ば
に
耕
地
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
載
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
明
治
十
三
年
の
地
図

を
見
る
と
、
先
に
述
べ
た
こ
の
集
落
の
南
の
工
場
や
貨
物
駅
が
あ
る
一
帯
は
、
今
の
明
治

通
り
の
辺
り
ま
で
、
ず
ー
っ
と
耕
地
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
胡
録
神
社

の
南
に
あ
る
【
毛
織
会
社
】
は
明
治
三
十
九
年
の
創
業
で
、
後
に
鐘
ヶ
淵
紡
績
に
引
き
継

が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
何
枚
か
の
昔
の
地
図
を
眺
め
て
い
る
と
、
素
朴
な
農
村
で
あ
っ
た
汐
入
地
区

が
明
治
の
中
頃
か
ら
、
か
な
り
速
い
テ
ン
ポ
で
物
資
流
通
の
拠
点
へ
、
ま
た
近
代
的
な
工

業
地
帯
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
現
在
で
は
、
こ
の
地
区
の
約
半
分
が
都
市
再
開
発
事
業
の
計
画
地
域

に
入
っ
て
お
り
、
高
層
住
宅
を
中
心
と

し
た
建
設
工
事
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら

れ
、
す
で
に
一
部
は
入
居
が
開
始
さ
れ

て
い
ま
す
。
汐
入
の
集
落
に
は
、
小
中

学
校
と
地
区
の
守
り
神
の
【
胡
録
（
こ

ろ
く
）
神
社
】
と
が
残
っ
て
い
る
の
み

で
す
。
胡
録
神
社
の
前
に
は
当
局
の
汐

入
ポ
ン
プ
所
（
昭
和
十
六
年
稼
動
）
が

あ
り
ま
し
た
が
、
橋
場
ポ
ン
プ
所
、
南

千
住
ポ
ン
プ
所
（
昭
和
九
年
稼
動
）
と

同
様
に
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
（
計
画
排
水
面
積
：
約
百
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
計
画
排
水
量
：

晴
天
時
約
四
万
七
千
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
）
の
開
設
に
伴
い
平
成
九
年
に
廃
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
界
隈
の
今
昔
を
略
史
的
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

汐
入
地
区
の
開
拓
　

　

汐
入
地
区
は
、
東
北
地
方
へ
通
じ
る
奥
州
街
道
の
第
一
番
目
の
宿
場
町
千
住
の
千
住
下

宿
（
南
千
住
）
に
隣
接
し
て
お
り
、
東
流
し
て
い
た
荒
川
が
ほ
ぼ
直
角
に
湾
曲
し
て
南
流

に
転
じ
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
、
舌
状
の
袋
小
路
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
す
。
古
く

は
塩
入
の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
地
名
の
由
来
は
、
こ
の
辺
り
ま
で
満
潮
時
に
は

海
の
塩
水
が
隅
田
川
を
遡
上
し
て
く
る
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

汐
入
地
区
に
入
る
に
は
、
昔
で
す
と
、
西
か
ら
は
千
住
大
橋
（
一
五
九
四
年
架
橋
）
の

際
か
ら
隅
田
川
に
平
行
し
て
続
く
汐
入
堤
の
道
を
辿
る
か
、
南
か
ら
は
平
安
時
代
の
有
名

な
歌
人
で
あ
る
在
原
業
平
も
東
下
り
の
際
に
渡
っ
た
と
い
う
、
橋
場
の
渡
し
（
今
は
白
鬚

橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
大
正
三
年
架
橋
）
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
っ
た
石
浜
神
社
の
横
を
通
っ

て
い
た
道
を
川
に
沿
っ
て
上
流
に
向
か
う
か
、
東
か
ら
は
隅
田
川
の
対
岸
の
鐘
ヶ
淵
と
を

結
ぶ
汐
入
の
渡
し
を
利
用
す
る
か
、
の
三
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
汐
入

の
渡
し
は
明
治
二
十
三
年
に
な
っ
て
か
ら
正
式
に
営
業
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
江

戸
時
代
は
も
っ
ぱ
ら
二
つ
の
道
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

宿
場
町
や
古
く
か
ら
の
渡
し
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

地
区
の
開
拓
は
遅
れ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
、
川
中
島
の
合
戦
で
敗
れ
た
上
杉
謙
信
の
家
臣
高
田
氏
と
そ
の
同
志
が
落
ち

の
び
て
来
て
、
こ
の
地
区
の
自
然
堤
防
上
に
住
み
着
き
、
刀
を
捨
て
、
鍬
を
と
っ
て
田
畑

を
開
墾
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
入
植
時
は
、
葦
原
が
広
が
り
池

沼
が
点
在
し
水
鳥
が
飛
び
交
う
荒
漠
た
る
野
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
地

元
の
有
志
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
【
汐
入
の
守
護
神
】
と
称
す
る
記
念
碑
に
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

明
治
二
十
六
年
時
点
で
の
こ
の
集
落
の
戸
数
は
二
十
九
で
、
明
治
の
末
頃
ま
で
は
当
初

か
ら
の
三
つ
の
姓
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
稲
作
の
ほ
か
に
、
江
戸
の
近
郊
農
村
の
地

の
利
を
生
か
し
た
野
菜
作
り
が
盛
ん
で
、
な
か
で
も
大
根
が
名
産
で
汐
入
大
根
の
名
前
で

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

▲ 橋場ポンプ所と汐入ポンプ所
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汐
入
の
胡
粉
づ
く
り

　

胡
粉
（
ご
ふ
ん
）
づ
く
り
は
、
こ
の
地

区
の
農
家
の
副
業
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
胡
粉
と
は
、
貝
殻

を
焼
い
て
つ
く
る
白
色
の
顔
料
の
こ
と
で

す
。
日
本
画
の
白
い
絵
の
具
の
材
料
と
し

て
、
ま
た
、
能
面
の
顔
や
、
雛
人
形
な
ど

の
人
形
の
顔
や
手
足
を
白
く
塗
る
た
め
に

使
わ
れ
ま
し
た
。
汐
入
の
も
の
は
き
め
が

細
か
く
良
質
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

原
料
の
貝
殻
は
こ
の
辺
り
の
地
下
に
塊

ま
っ
て
い
る
蛎
殻
を
掘
り
上
げ
た
も
の
が

用
い
ら
れ
、
明
治
の
中
頃
ま
で
は
蛎
殻
が

道
路
に
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

胡
録
神
社
の
境
内
に
は
蛎
殻
を
細
か
く
す
り
つ
ぶ
す
た
め
に
使
っ
た
石
臼
が
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

再
開
発
事
業
の
一
環
と
し
て
新
し
く
建
て
ら
れ
た
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
建
物
の

外
壁
を
飾
る
十
数
枚
の
陶
板
絵
の
一
枚
に
、

農
家
の
庭
先
で
胡
粉
を
つ
く
っ
て
い
る
様

子
を
描
い
た
、
昔
の
絵
を
複
製
し
た
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
山
と
積
ま
れ
た
蛎
殻
、【
箕
】

で
蛎
殻
を
ふ
る
っ
て
不
純
物
を
取
り
除
い

て
い
る
と
こ
ろ
、
蛎
殻
を
【
突
き
臼
】
で
粉

砕
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
細
か
く
す
る

た
め
に
水
を
流
し
な
が
ら
力
い
っ
ぱ
い
【
石

臼
】
を
ひ
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
水
流
を
利
用

胡
粉
の
粒
度
を
そ
ろ
え
、
さ
ら
し
て
か
ら
丸

め
【
天
日
乾
燥
】
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
の

情
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

胡
粉
づ
く
り
が
、
当
時
の
汐
入
の
村
を
活
気
づ
け
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

隅
田
川
貨
物
駅
の
開
業

　

も
と
も
と
、
こ
の
汐
入
地
区

に
隣
接
す
る
南
千
住
や
橋
場
は
、

舟
運
が
盛
ん
だ
っ
た
江
戸
時
代

に
は
、
河
岸
場
と
し
て
栄
え
て

い
た
所
で
す
。
橋
場
（
今
の
白

鬚
橋
の
や
や
下
流
）
に
は
、
航

行
す
る
荷
船
の
積
み
荷
を
調
べ

る
「
船
番
所
」
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
舟
運
と
の
関
係
で
い

う
と
鉄
道
に
は
、
河
川
の
流
れ

に
沿
っ
て
従
来
の
舟
運
と
並
行

し
て
走
る
路
線
と
、
舟
運
の
終

点
部
を
横
断
的
に
連
絡
す
る
路

線
と
が
あ
り
ま
す
が
、
常
磐
線

は
こ
の
二
つ
の
性
格
を
合
わ
せ

持
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

江
戸
時
代
以
来
、
構
築
さ
れ
て

き
た
沿
岸
の
湊
と
内
陸
の
河
川

の
河
岸
と
を
結
ぶ
水
運
路
を
使
っ
た
江
戸
（
東
京
）
へ
の
物
資
輸
送
シ
ス
テ
ム
を
、
鉄
道

路
に
代
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
拠
点
と
な
っ
た
の
が
隅
田
川
貨
物
駅
で
す
。
開
業
は
明
治
二
十
九
年
で
、
近
接
し

て
い
る
旅
客
駅
の
南
千
住
駅
も
一
緒
で
す
。
た
だ
、
現
在
の
よ
う
に
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
陸

上
運
送
が
、
ま
だ
ま
だ
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
と
、
大
口
の
貨
物
の
受
取
人
で
あ
る
工

場
、
問
屋
な
ど
が
川
沿
い
に
立
地
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
駅
で
貨
物
を
船
に
積
み
換
え
て

昔
な
が
ら
の
舟
運
を
使
っ
て
各
戸
に
配
達
し
て
い
ま
し
た
。
隅
田
川
貨
物
駅
は
、
水
陸
の

▲ 胡粉づくり風景 ( 荒川ふるさと文化館常設展示図録より )▲ 石臼

▲ 水門跡
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運
送
路
が
会
合
す
る
、
新
し
い
意
味
で
の
物
資
集
散
の
一
大
拠
点
で
し
た
。

　

常
磐
線
は
、
当
初
、
私
鉄
の
日
本
鉄
道
会
社
が
経
営
し
て
お
り
海
岸
線
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
沿
線
に
あ
っ
た
常
磐
炭
坑
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
石
炭
が
主
な
貨
物
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
常
磐
線
と
改
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

南
千
住
四
丁
目
を
中
心
と
す
る
広
大
な
駅
構
内
に
は
、
た
く
さ
ん
の
引
き
込
み
線
が
引

か
れ
、
ド
ッ
ク
が
何
本
も
掘
ら
れ
ま
し
た
。
貨
車
で
運
ば
れ
て
き
た
石
炭
や
木
炭
な
ど
の

貨
物
は
モ
ッ
コ
で
担
い
で
荷
揚
げ
さ
れ
、
待
機
し
て
い
た
ダ
ル
マ
船
に
積
み
換
え
ら
れ
ま

し
た
。
近
く
の
工
場
の
貯
炭
場
ま
で
は
馬
車
で
運
び
ま
し
た
。
馬
車
屋
や
蹄
鉄
屋
そ
れ
に

回
船
問
屋
も
集
ま
っ
て
お
り
、
馬
車
の
わ
だ
ち
が
で
き
な
い
よ
う
に
木
で
舗
装
し
た
道
も

つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
出
入
り
す
る
船
の
船
頭
や
荷
揚
げ
の
労
働
者
で
た
い
へ
ん
賑
わ

っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
駅
の
近
く
に
は
、
石
炭
を
原
料
と
す
る
東
京
ガ
ス
の
工
場
（
明
治
二
十
六
年
操
業

開
始
）
が
、
ま
た
少
し
離
れ
て
石
炭
を
燃
料
と
す
る
東
京
電
力
の
火
力
発
電
所
（
明
治

三
十
九
年
操
業
開
始
、
現
在
の
南
千
住
七
丁
目
、
当
局
の
南
千
住
ポ
ン
プ
所
の
辺
り
、
お

化
け
煙
突
で
有
名
だ
っ
た
北
千
住
の
火
力
発
電
所
の
前
身
）
が
あ
り
、
東
京
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
セ
ン
タ
ー
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
火
力
発
電
所
は
大
正
の
中
頃
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た

が
、
ガ
ス
会
社
は
現
在
で
も
原
料
を
石
炭
か
ら
天
然
ガ
ス
に
代
え
て
そ
の
業
務
を
継
続
し

て
い
ま
す
。

大
工
場
の
進
出

　

明
治
三
十
九
年
の
東
京
毛
織
物
会
社
（
後
に
鐘
紡
の
南
千
住
工
場
）
に
引
き
続
い
て
、

四
十
二
年
に
東
京
紡
績
の
工
場
が
操
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
か
ら
輪

入
し
た
綿
を
紡
い
で
綿
糸
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
国
産
の
綿
糸
の
輸
出
は
、
日
本
に
お

け
る
産
業
革
命
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
し
た
。
蒸
気
動
力
を
利
用
し
た
生
産
性
の
高
い
紡

績
機
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
石
炭
で
す
。
こ
の
会
社
は
大
日
本
紡
績

を
経
て
現
在
、
ユ
ニ
チ
カ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
盛
期
に
は
二
千
六
百
人
も
の
従
業
員
が

勤
め
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
の
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
来
た
た
く
さ
ん
の
女
工
さ
ん
が
、
寮
生
活
を
し
な
が
ら
朝

晩
二
交
替
の
一
日
十
二
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
三
交
替
に
な
っ
た
の
は
昭

和
の
初
め
に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
す
。【
汐
入
の
民
俗
】に
載
っ
て
い
る
聞
き
書
き
に
は
、

　
『
大
正
八
年
に
十
三
歳
で
来
た
当
時
の

汐
入
は
、
道
な
ん
か
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
わ
、
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
明
か
り
が
見

え
る
だ
け
で
真
っ
暗
。
夏
な
ん
て
カ
エ

ル
の
鳴
き
声
が
う
る
さ
か
っ
た
』

　
『
そ
ん
な
苦
労
を
何
年
も
重
ね
て
出
世

し
て
い
く
の
で
す
。
助
っ
人
、
見
習
い
、

そ
し
て
台
（
機
械
）
を
持
っ
て
、
タ
マ

ア
ゲ
に
な
っ
て
、
裏
回
り
に
な
っ
て
、

そ
れ
か
ら
見
回
り
の
役
が
つ
く
ん
で
す
。

見
回
り
と
い
う
の
は
、
十
五
台
く
ら
い

の
台
の
責
任
者
に
な
る
の
よ
ね
』

　
『（
南
千
住
）
三
丁
目
に
餅
と
か
豆
菓

子
を
売
っ
て
い
る
和
菓
子
屋
が
今
で
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
そ
こ
か
ら
よ
く
買

い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
を
ね
、
夜
業
（
遅
番
）
の
時
に
は
眠
気
ざ
ま
し
に
食
べ
な
が
ら
働
い

た
も
の
で
す
』

　

と
あ
り
ま
す
。

　

日
紡
や
鐘
紡
の
南
に
は
す
で
に
、
日
本
石
油
の
油
槽
所
（
明
治
三
十
四
年
操
業
開
始
）

が
、
そ
し
て
隅
田
川
貨
物
駅
の
南
に
は
東
京
ガ
ス
の
工
場
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
工

場
に
勤
め
る
人
達
は
、
南
千
住
駅
の
ほ
か
、
汐
入
、
水
神
、
橋
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
渡
し
を

利
用
し
て
通
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
狭
い
地
区
に
、
ま
る
で
近
代
工
業
の
見
本
市
の
よ
う
に
様
々
な
業
種
の
工
場
が
立

地
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
区
が
古
く
か
ら
の
舟
運
の
拠
点
と
新
た
な
鉄
道
輸
送
の
拠
点

と
の
接
点
に
位
置
し
て
お
り
、
原
料
や
燃
料
の
調
達
に
便
利
で
あ
っ
た
と
い
う
好
条
件
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

汐
入
地
区
の
耕
地
は
当
初
、
三
十
八
町
歩
（
約
三
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
も
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
う
し
た
大
工
場
の
進
出
に
よ
り
、
大
正
の
中
頃
に
は
三
町
歩
に
ま
で
減
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
後
に
は
、
汐
入
の
集
落
の
近
く
に
わ
ず
か
に
残

っ
て
い
た
耕
地
も
急
速
に
宅
地
化
さ
れ
農
村
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。 ▲ 汐入の渡し
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紡
績
工
場
の
撤
退
と
貨
物
駅
の
縮
小

　

昭
和
に
入
り
、
世
界
恐
慌

の
あ
お
り
を
受
け
た
日
本
経

済
は
深
刻
な
不
況
に
陥
り
、

木
綿
の
値
段
が
暴
落
し
、
こ

れ
に
産
業
構
造
の
変
化
が
追

い
討
ち
を
か
け
、
紡
績
工
場

は
操
業
短
縮
、
減
給
な
ど
の

合
理
化
対
策
が
強
く
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
太
平
洋
戦
争
中

は
、
軍
需
工
場
に
転
用
さ

れ
、
飛
行
機
の
部
品
や
落
下

傘
の
生
地
を
つ
く
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
戦
後
、
大
日
本

紡
績
の
工
場
は
進
駐
軍
に
数

年
間
接
収
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
操
業
を
再
開
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
年

代
の
後
半
に
工
場
が
移
転
し

た
た
め
、
そ
の
跡
に
広
大
な

空
地
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
昭

和
四
十
年
代
の
後
半
に
、
こ

の
敷
地
の
一
部
を
使
っ
て
ボ
ー
リ
ン
グ
場
や
ゴ
ル
フ
練
習
所
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
自

動
車
教
習
所
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
代
の
後
半
に
は
鐘

紡
も
撤
退
し
ま
し
た
。

　

東
京
都
が
、
日
紡
、
鐘
紡
、
日
本
石
油
そ
れ
に
汐
入
の
集
落
を
計
画
区
域
と
す
る
、
都

市
再
開
発
事
業
を
決
定
し
た
の
は
昭
和
五
十
年
代
の
後
半
で
す
。
建
設
工
事
が
始
ま
る
ま

で
の
土
地
の
有
効
利
用
と
し
て
自
然
広
場
や
運
動
場
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
隅
田

川
貨
物
駅
の
構
内
も
、
舟
運
の
衰
退
か
ら
ド
ッ
ク
や
運
河
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
貨

物
輸
送
の
ト
ラ
ッ
ク
へ
の
移
行
に
よ
り
、
鉄
道
に
よ
る
貨
物
輸
送
そ
の
も
の
が
陸
上
運
送

に
お
け
る
独
占
的
な
地
位
を
奪
わ
れ
、
今
日
で
は
コ
ン
テ
ナ
輸
送
に
そ
の
役
割
を
変
え
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
敷
地
の
一
部
は
、
昭
和
三
十
六
年
に
開
通
し
た
営
団
地
下
鉄
の
駅
舎
、

電
車
区
、
車
両
工
場
あ
る
い
は
超
高
層
住
宅
用
地
な
ど
に
転
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

再
開
発
事
業
の
建
設
工
事
の
狭
間
で

　

梅
雨
の
合
間
の
日
差
し
の
強
い
六
月
の
あ
る
日
に
、
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
の
す
ぐ
北
に
あ

る
公
園
を
抜
け
て
、
汐
入
の
集
落
が
あ
っ
た
所
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
人
は
ほ
と
ん
ど
住

ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
学
校
帰
り
の
子
供
達
と
は
行
き
交
い
ま
し
た
。
転
居
し

た
高
層
住
宅
に
帰
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
新
し
い
校
舎
が
で
き
る
ま
で
と
か
。

屋
敷
に
植
え
て
あ
っ
た
木
々
と
縦
横
に
走
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
生
活
道
路
と
何
軒
か
の
家

が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
更
地
に
な
っ
た
空
地
は
フ
ェ
ン
ス
や
柵
で
囲
わ
れ
、
立
入

り
を
禁
ず
る
と
書
か
れ
た
立
て
札
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
見
た
、
高
く
伸
び

た
ビ
ワ
の
木
に
た
わ
わ
に
実
っ
て
い
た
橙
色
の
実
が
妙
に
印
象
的
で
し
た
。
山
本
周
五
郎

の
「
樅
の
木
は
残
っ
た
」
な
ら
ぬ
「
枇
杷
の
木
は
残
っ
た
」
の
風
情
で
し
た
。

　

取
り
壊
す
寸
前
と
思
わ
れ
る
廃
屋
と
、
こ
れ
と
は
別
の
家
の
門
を
写
真
に
撮
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
廃
屋
に
は
酒
屋
の
看
板
が
掛

か
っ
て
い
ま
し
た
。
酒
屋
を
営
ん
で
い
た
頃

は
、
近
所
の
人
た
ち
の
情
報
の
交
差
点
と
し

て
の
機
能
も
併
せ
持
ち
、
こ
の
集
落
の
人
々

の
交
流
の
場
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
、
立
派
な
庭
木
が
茂
る
旧
家
と

思
わ
れ
る
屋
敷
跡
に
残
さ
れ
て
い
た
瓦
屋
根

の
門
構
え
は
、
朽
ち
か
け
て
い
る
と
は
い
え
、

ど
っ
し
り
と
し
た
趣
を
見
る
人
に
与
え
る
も

の
で
し
た
。「
栄
枯
盛
衰
、
人
の
世
の
こ
と

わ
り
。
古
い
も
の
を
新
し
い
も
の
に
再
生
す

る
再
開
発
事
業
の
宿
命
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と

感
慨
に
耽
る
こ
と
し
き
り
で
し
た
。

▲ 現在の貨物駅

▲ 門
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そ
し
て
、
こ
の
探

訪
の
日
か
ら
し
ば
ら

く
た
っ
た
あ
る
日
、

参
考
資
料
を
図
書
館

で
調
べ
て
い
た
と
き

目
に
し
た
の
が
、「
東

京
い
ま
、
む
か
し
」

に
載
っ
て
い
た
桐
谷

逸
夫
氏
の
描
い
た
汐

入
の
商
店
街
の
ス
ケ

ッ
チ
で
す
。
あ
の
酒

屋
さ
ん
も
、
こ
の
商

店
街
の
ど
こ
か
に
描

か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
、
虫
メ
ガ

ネ
で
探
し
た
く
な
る

ほ
ど
に
細
密
な
絵
で

す
。
本
人
の
「
消
え

ゆ
く
町
汐
入
」
と
題

す
る
エ
ッ
セ
イ
が
添

え
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
読
ん
で
ま
た
ビ

ッ
ク
リ
。「
雨
の
中

で
じ
っ
と
夕
焼
け
を

見
て
い
た
ら
、
遠
く

か
ら
酒
屋
の
お
や
じ

さ
ん
が
、「
古
い
傘

だ
け
ど
持
っ
て
い
く

か
い
」
と
声
を
か
け

て
く
れ
た
。
小
降
り

だ
っ
た
の
で
丁
重
に
辞
し
て
帰
路
に
つ
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
桐
谷
氏
に

声
を
か
け
た
お
や
じ
さ
ん
と
は
、
あ
の
廃
屋
の
酒
屋
の
主
人
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
も
っ

と
も
、
こ
の
地
区
に
は
公
衆
浴
場
が
二
軒
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
酒
屋
さ
ん

も
こ
の
店
に
限
ら
ず
何
軒
か
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
の
で
、
そ
の
確
率
は
低
い
の
で
す
が
。

再
開
発
地
区
の
完
成
予
定
図

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
区
の
再
開
発
事
業

は
、
対
岸
の
墨
田
区
白
鬚
東
地
区
の
防
災

拠
点
づ
く
り
と
ペ
ア
ー
に
な
っ
て
い
る
も

の
で
、
震
災
や
大
火
な
ど
の
万
が
一
の
災

害
に
備
え
た
街
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
着
々
と
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
完
成
の
暁
に
は
、
次
の
よ
う
に
な
る

と
の
こ
と
。

　
「
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
の
す
ぐ
南
隣
は
航
空

高
専
で
真
新
し
い
立
派
な
星
型
の
校
舎
で

す
。
現
在
地
よ
り
少
し
北
寄
り
か
ら
移
転

し
て
き
た
の
で
す
。
高
専
の
道
路
を
挟
ん

だ
西
側
に
は
、
高
層
住
宅
が
建
ち
並
び
ま

す
。
小
学
校
も
で
き
ま
す
。
ポ
ン
プ
所
の

北
は
公
園
で
、
こ
の
公
園
を
抜
け
て
水
神

大
橋
（
避
難
用
）
に
つ
な
が
る
道
路
を
渡
る
と
汐
入
の
集
落
の
跡
で
す
が
、
そ
こ
に
も
高

層
住
宅
が
林
立
し
ま
す
し
、
そ
の
、
一
画
に
は
移
転
し
建
て
替
え
ら
れ
た
中
学
校
が
見
え

ま
す
。
隅
田
川
沿
い
は
、
ス
ー
パ
ー
堤
防
や
緩
傾
斜
型
堤
防
と
こ
れ
に
続
く
幅
の
広
い
帯

状
の
緑
地
（
避
難
広
場
）
が
め
ぐ
っ
て
い
ま
す
。
堤
防
に
は
遊
歩
道
が
設
け
ら
れ
、
緩
や

か
な
傾
斜
で
水
辺
に
降
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
水
神
大
橋
の
上
流
に
も
う
一
つ
、
避
難
用
の
橋
を
架
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
胡
録
神
社
も
今
よ
り
手
前
に
移
さ
れ
る
と
の
こ
と
。
下
水
道
関
係
も
、
管
き
ょ
、
ポ

ン
プ
所
と
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
す
。
い
ち
早
く
で
き
た
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
も
こ
の
一

環
で
す
。
ま
さ
に
、
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
が
再
開
発
、
再
構
築
で
す
」
こ
う
し
て
新
し
く

▲ 酒屋の廃屋▲ 商店街 ( スケッチ )

▲ 完成予想図
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生
ま
れ
変
わ
っ
た
街
の
中
で
、
純
和
風
の
大
屋
根
で
ポ
ン
プ
所
全
体
を
覆
っ
た
、
斬
新
な

デ
ザ
イ
ン
の
白
鬚
西
ポ
ン
プ
所
は
、
ス
ー
パ
ー
堤
防
と
と
も
に
、
浸
水
か
ら
こ
の
地
区
を

守
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料

「
荒
川
区
史
跡
散
歩
」　

学
生
社

「
江
戸
東
京
を
歩
く
宿
場
」　

三
一
書
房

「
汐
人
の
民
俗
」　

荒
川
区

「
南
千
住
の
民
俗
」　

荒
川
区

「
東
京
い
ま
む
か
し
」　

日
貿
出
版
社

情
報
提
供　

武
藤
勝
男
氏

▲ 白鬚西ポンプ所と航空高専


