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ふれあい下水道館界隈の今昔 
　
「
ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
」
と
云
う
し
ゃ
れ
た
名
前
の
施
設
が
東
京
・
小
平
市
に
あ
り

ま
す
。
正
式
名
称
は
小
平
市
公
共
下
水
道
管
理
セ
ン
タ
ー
。
西
武
国
分
寺
線
の
鷹
の
台

駅
が
最
寄
駅
で
す
。
博
物
館
法
に
則
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
小
平
市
の
水
環
境
の
歴
史

や
地
下
に
隠
さ
れ
た
下
水
道
の
実
態
を
映
像
・
模
型
・
写
真
な
ど
を
使
っ
て
説
明
し
て

い
る
四
つ
の
展
示
室
の
ほ
か
講
座
室
や
図
書
室
を
有
す
る
施
設
で
す
。
平
成
七
年
十
月

に
開
館
。

　

圧
巻
は
、
地
下
二
十
五

メ
ー
ト
ル
に
埋
設
さ
れ
て

い
る
実
際
の
下
水
道
管
の

内
部
を
見
学
で
き
る
こ
と

で
す
。
地
下
五
階
の
ふ
れ

あ
い
体
験
室
の
二
重
の
防

水
扉
を
開
け
る
と
、
そ
こ

は
内
径
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の

地
下
鉄
も
通
れ
る
ほ
ど
の

大
き
さ
の
下
水
道
管
の
中

で
、
見
学
ス
テ
ー
ジ
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

下
水
道
管
の
流
末
は
、
東

京
都
流
域
下
水
道
本
部
が
管
理
し
て
い
る
北
多
摩
一
号
水
再
生
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　

ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
の
す
ぐ
傍
を
江
戸
時
代
初
期
に
開
削
さ
れ
た
玉
川
上
水
が
東
西

に
走
り
、
清
流
復
活
事
業
で
導
水
さ
れ
た
下
水
の
高
度
処
理
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。
週

末
と
も
な
る
と
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
の
多
く
の
老
若
男
女
が
遊
歩
道
を
散
策
し

て
い
ま
す
。

　

今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、
そ
の
趣
旨
を
や
や
拡
大
解
釈
し
て
、
小
平
市
が
管
理
し

て
い
る
「
ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
」
界
隈
の
今
昔
を
「
水
と
緑
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て

訪
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
探
訪
ル
ー
ト
は
、
西
武
拝
島
線
玉
川
上
水
駅
→　
（
玉
川

上
水
沿
い
の
遊
歩
道
を
下
る
）
小
平
監
視
所
→　

上
水
小
橋
（
高
度
処
理
水
放
流
口
）

→　

鷹
の
橋
→　

ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
→　

鎌
倉
橋
→
（
旧
鎌
倉
街
道
を
南
に
辿
る
）

熊
野
神
社
→　

東
福
寺
→　

姿
見
の
池
→　

街
道
遺
構
の
切
通
し
→　
　

Ｊ
Ｒ
西
国
分
寺
駅
で
す
。　

小
平
監
視
所

玉
川
上
水
駅
で
降
り
、
玉
川
上
水

に
架
か
る
清
願
院
橋
を
渡
り
右
岸
を

下
る
と
、
ほ
ど
な
く
し
て
沈
砂
池
と

ス
ク
リ
ー
ン
を
配
し
た
東
京
都
水
道

局
の
小
平
監
視
所
が
見
え
て
き
ま
す
。

多
摩
川
の
羽
村
の
堰
か
ら
流
れ
て
き

た
水
道
原
水
は
、
こ
こ
で
砂
が
沈
め

ら
れ
流
木
な
ど
が
除
か
れ
、
そ
の
全

量
が
地
下
に
埋
設
さ
れ
た
直
径
二
メ

ー
ト
ル
の
送
水
管
に
よ
り
自
然
流
下

で
東
村
山
浄
水
場
へ
送
ら
れ
て
い
ま

す
。晩

秋
に
な
る
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
は
フ
ル
回
転
と
な
り
ま
す
。
両
岸
に
繁
茂
し
て
い

る
ク
ヌ
ギ
、
ナ
ラ
、
ケ
ヤ
キ
、
サ
ク
ラ
な
ど
か
ら
の
落
葉
が
流
れ
着
く
か
ら
で
す
。
玉

川
上
水
を
監
視
・
管
理
す
る
役
所
は
、
江
戸
時
代
に
は
水
番
屋
と
呼
ば
れ
、
明
治
以
降

は
水
衛
所
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
五
年
以
後
は
監
視
所
と
名
称
が
改
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

玉
川
上
水

　

玉
川
上
水
は
、
江
戸
の
町
の
人
口
増
に
伴
う
水
需
要
の
増
大
に
合
わ
せ
て
開
削
さ
れ

た
も
の
で
す
。
完
成
は
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
が
置
か

れ
て
か
ら
五
十
年
後
の
こ
と
で
す
。羽
村
か
ら
四
谷
大
木
戸（
今
の
新
宿
御
苑
の
一
部
）

ま
で
の
約
四
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
高
低
差
九
十
二
メ
ー
ト
ル
の
流
れ
で
す
。
四
谷
大

木
戸
か
ら
は
、
江
戸
城
を
は
じ
め
、
四
谷
、
麹
町
、
赤
坂
、
芝
、
京
橋
方
面
に
、
地
下

▲下水道管内の見学（パンフレット）

▲小平監視所（玉川上水）



ふれあい下水道館界隈の今昔 

161

に
石
樋
や
木
樋
を
埋
設
し

自
然
流
下
で
給
水
し
て
い

ま
し
た
。
飲
料
水
に
用
い

ら
れ
る
た
め
、
上
水
路
は

常
に
清
潔
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
上

水
の
管
理
者
は
清
浄
と
美

観
を
保
つ
た
め
両
岸
に
松

や
杉
を
植
え
、
そ
の
管
理

に
務
め
ま
し
た
。

　

玉
川
上
水
は
、
両
側
の

地
域
に
も
分
水
で
き
る
よ

う
に
、
台
地
上
の
分
水
嶺

を
選
ん
で
開
削
さ
れ
て
い

ま
す
。
小
さ
な
谷
が
入
り

組
ん
で
い
る
代
田
橋
（
世

田
谷
区
）
か
ら
下
流
で
は
、

水
路
が
迂
回
を
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。
江
戸
中
期
に

は
分
水
は
三
十
三
ヶ
所
に

の
ぼ
り
、武
蔵
野
の
新
田
開
発
の
重
要
な
柱
に
な
り
ま
し
た
。
柴
崎
村
用
水
、砂
川
分
水
、

野
火
止
用
水
、
小
川
村
分
水
、
鈴
木
新
田
分
水
、
国
分
寺
村
分
水
、
千
川
用
水
、
品
川

用
水
、
三
田
用
水
な
ど
で
、
全
水
量
の
約
五
十
％
が
分
水
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

当
初
は
飲
料
水
と
し
て
の
使
用
が
原
則
で
、
畑
や
水
田
へ
の
引
き
込
み
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
新
田
開
発
が
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
灌
漑
用

水
や
水
車
の
動
力
用
水
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
上
水
の
利
用
に

は
、「
水
銀
」
と
云
う
一
種
の
水
道
使
用
料
金
が
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。

小
平
と
玉
川
上
水

小
平
市
は
、
荒
川
水
系
と
多
摩
川
水
系
の
分
水
界
を
な
す
台
地
上
に
あ
り
、
市
域

の
縁
辺
部
が
石
神
井
川
、
黒
目
川
、
仙
川
、
野
川
の
そ
れ
ぞ
れ
の
源
流
地
帯
と
な
っ
て

い
る
だ
け
で
、
市
域
の
大
部
分
に
は
自
然
河
川
が
あ
り
ま
せ
ん
。
飲
料
・
生
活
用
水
ば

か
り
で
な
く
農
業
用
水
も
、
市
の
中
心
部
を
貫
通
し
て
流
れ
て
い
る
玉
川
上
水
か
ら
の

分
水
に
長
ら
く
依
存
し
て
き
ま
し
た
。

小
平
市
の
礎
に
な
っ
た
小
川
村
の
開
発
は
、
狭
山
丘
陵
麓
の
岸
村
出
身
の
小
川
九

郎
兵
衛
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
開
発
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
、
西
は
玉
川
上
水

と
野
火
止
用
水
の
分
水
口
よ
り
東
は
田
無
村
に
か
け
て
開
発
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ

て
、
翌
三
年
（
一
六
五
七
）
に
着
手
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

小
平
市
教
育
委
員
会
が
市
制
施
行
（
昭
和
三
十
七
年
〈
一
九
六
二
〉）
五
周
年
を
機

に
刊
行
し
た
『
郷
土
こ
だ
い
ら
』
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
武
州
多
摩
郡
小
川
村
の
名
主
小
川
弥
次
郎

が
村
内
を
流
れ
る
用
水
に
水
車
を
か
け
た
の
は

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
田

が
少
な
く
、
生
鮮
野
菜
の
産
地
と
し
て
は
江
戸

に
遠
す
ぎ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
あ
た
り
の
主
要

農
産
物
は
ム
ギ
、
ヒ
エ
、
ア
ワ
、
ソ
バ
な
ど
の

雑
穀
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
精
製
し
な
い
と

商
品
に
な
ら
な
い
。
弥
次
郎
は
そ
こ
に
目
を
つ

け
て
水
車
利
用
の
加
工
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ

る
。
手
回
し
の
臼
し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
の

動
力
に
よ
る
水
車
の
出
現
は
、
村
に
と
っ
て
は

ま
さ
に
「
産
業
革
命
」
で
あ
っ
た
。
製
粉
、
脱

穀
の
能
率
は
飛
躍
的
に
あ
が
っ
た
」

さ
ら
に
『
玉
川
上
水　

親
と
子
の
歴
史
散
歩
』（
比
留
間
博
、
た
ま
し
ん
地
域
文
化

財
団
）
は
、
小
川
新
田
の
地
割
や
雑
木
林
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

「
幕
府
か
ら
開
発
が
許
さ
れ
た
土
地
は
、
野
火
止
用
水
と
玉
川
上
水
の
あ
い
だ
で
す
。

一
軒
の
幅
は
十
か
ら
十
五
間
ぐ
ら
い
に
区
切
り
ま
す
。
青
梅
街
道
の
両
側
に
家
を
建

▲江戸の六上水と野火止用水（緑と水のひろば）

▲　水車（玉川上水）
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て
、
細
長
い
畑
が
ず
っ
と
続
き
、
奥
は
草
原
と

雑
木
林
に
し
ま
し
た
。
分
水
は
南
の
玉
川
上
水

か
ら
引
か
れ
て
き
ま
す
。
集
落
の
西
は
ず
れ
で

二
本
に
分
か
れ
、
一
本
は
街
道
を
潜
っ
て
北
側

の
集
落
へ
向
か
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
屋
敷

の
裏
を
東
へ
流
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、

水
路
の
脇
に
洗
い
場
を
こ
し
ら
え
、
そ
こ
か
ら

水
を
く
ん
で
台
所
ま
で
運
び
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
小
川
新
田
は
分
水
を
受
け
て
開
発
が
進
み
、

宿
場
村
と
な
り
ま
し
た
。」

玉
川
上
水
は
、
明
治
に
入
っ
て
も
重
要
な
水

道
施
設
と
し
て
引
き
続
い
て
使
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
明
治
三
十
一
年
十
二
月
に
近
代
的
な

改
良
水
道
（
淀
橋
浄
水
場
を
含
む
）
が
完
成
し

た
こ
と
に
よ
り
、
若
干
の
猶
予
期
間
を
置
い

た
明
治
三
十
四
年
六
月
を
も
っ
て
、
東
京
市

中
へ
給
水
す
る
と
い
う
当
初
の
務
め
は
終
り

ま
し
た
。

こ
れ
以
後
、
玉
川
上
水
の
水
路
は
、
昭
和

四
十
年
三
月
ま
で
、
淀
橋
浄
水
場
（
新
宿
区
）

へ
の
原
水
導
水
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
水
路
幅
一

杯
に
満
々
と
し
た
水
（
日
量
三
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
）
が
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
ま
し
た
。

上
水
に
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
木
立
が
茂
り
、

所
々
に
素
掘
り
の
土
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い

る
、
と
て
も
人
工
の
水
路
と
は
思
わ
れ
な
い
自
然
味
豊
か
な
流
れ
で
し
た
。

『
武
蔵
野
』
に
み
る
玉
川
上
水

明
治
二
十
八
年
の
夏
、「
ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
」
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
小
金
井
の

堤
を
上
流
に
向
か
っ
て
歩
い
た
国
木
田
独
歩
は
、『
武
蔵
野
』
に
そ
の
情
景
を
書
き
印

し
て
い
ま
す
。

「
長
堤
三
里
の
間
、
ほ
と
ん
ど
人
影
を
見
な
い
。
農
家
の
庭
先
、
或
い
は
藪
の
間
か

ら
突
然
、
犬
が
現
れ
て
、
自
分
等
を
怪
し
そ
う
に
見
て
、
そ
し
て
あ
く
び
を
し
て
隠
れ

て
仕
了
う
。
林
の
彼
方
で
は
高
く
羽
ば
た
き
を
し
て
雄
鶏
が
時
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
米

倉
の
壁
や
杉
の
森
や
林
や
藪
に
籠
っ
て
、
ほ
が
ら
か
に
聞
え
る
。
堤
の
上
に
も
家
鶏
の

群
が
幾
組
と
な
く
桜
の
陰
な
ど
に
遊
で
居
る
。
上
水
を
遠
く
眺
め
る
と
、
一
直
線
に
流

れ
て
く
る
水
道
の
末
は
銀
粉
を
撒
い
た
や
う
な
一
種
の
陰
影
の
う
ち
に
消
え
、
真
近
く

な
る
に
つ
れ
て
ぎ
ら
ぎ
ら
輝
て
矢
の
如
く
走
く
る
。
…　

橋
の
下
で
は
何
と
も
い
い
よ

う
の
な
い
優
し
い
水
音
が
す
る
。
こ
れ
は
水
が
両
岸
に
激
し
て
発
す
る
の
で
も
な
く
、

ま
た
浅
瀬
の
よ
う
な
音
で
も
な
い
。
た
っ
ぷ
り
と
水
量
（
み
ず
か
さ
）
が
あ
っ
て
、
そ

れ
で
粘
土
質
の
ほ
と
ん
ど
壁
を
塗
っ
た
よ
う
な
深
い
溝
を
流
れ
る
の
で
、
水
と
水
と
が

も
つ
れ
て
か
ら
ま
っ
て
、
揉
み
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
音
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
何
た
る

人
な
つ
か
し
い
音
だ
ろ
う
！
」

　屋
敷
林
と
雑
木
林

独
歩
が
点
景
と
し
て
触
れ
て
い
る
小
平
付
近
の
屋
敷
林
や
雑
木
林
に
つ
い
て
、『
郷

土
こ
だ
い
ら
』
は
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
ま
す
。

「
寒
風
は
だ
さ
す
頃
と
も
な
れ
ば
、
林
の
落
葉
樹
の
枝
を
透
し
て
農
家
が
見
出
せ
る
。

北
西
の
寒
風
は
北
側
の
杉
林
や
竹
林
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
南
は
日
光
が
庭
を
暖
か
く
照
ら

す
の
で
あ
る
。
カ
シ
、
杉
は
二
十
年
か
ら
三
十
年
位
で
、
ケ
ヤ
キ
が
最
も
老
齢
の
も
の

が
多
い
。
…　

江
戸
時
代
の
頃
よ
り
年
月
を
か
け
て
作
り
出
さ
れ
た
生
活
の
知
恵
で
あ

ろ
う
。
ケ
ヤ
キ
は
落
葉
が
堆
肥
に
な
り
、
家
を
建
て
替
え
る
と
き
の
柱
そ
の
他
の
用
材

に
適
し
、
カ
シ
は
成
長
も
早
く
鋤
や
鍬
の
柄
や
天
秤
棒
と
し
て
農
家
に
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
用
材
で
あ
り
、
竹
は
家
具
材
・
器
具
材
と
し
て
養
蚕
家
に
は
大
切
な
も
の
で
あ

り
、
野
菜
を
入
れ
る
籠
に
い
ろ
い
ろ
と
利
用
度
が
広
い
の
で
あ
る
。
…　

耕
地
の
中
に

▲　小川の新田地割（玉川上水）▲　野菜を洗う（緑と水のひろば）
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も
防
風
垣
が
設
け
ら
れ　

…　

冬
の
強
風
が
北
西
で

あ
る
た
め
、
茶
の
一
列
植

え
は
東
西
に
長
く
植
え
ら

れ
て
い
る
。
…　

同
時
に

桑
の
一
列
植
え
も
見
逃
す

こ
と
は
出
来
な
い
」

屋
敷
林
は
、
冬
の
北
西

の
季
節
風
が
巻
き
上
げ
る

土
ぼ
こ
り
が
家
の
中
に
入

る
の
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
、
雑
木
林
と
で
挟
ま
れ
た
畑
の
作
物
を
風
害
か
ら
守
る
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。
青
梅
街
道
と
か
五
日
市
街
道
に
沿
っ
て
ケ
ヤ
キ
が
並
ん
で
い
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
が
、
日
光
の
杉
並
木
、
東
海
道
の
松
並
木
と
は
ち
が
い
街
道
の
た
め
に
植

え
た
の
で
は
な
く
、
新
田
の
屋
敷
が
街
道
に
沿
っ
て
並
ん
で
い
る
た
め
、
隣
の
屋
敷
林

と
つ
な
が
っ
て
、
あ
た
か
も
並
木
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。

雑
木
林
の
大
事
な
働
き
の
一
つ
は
燃
料
で
す
。
そ
の
た
め
、
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
、

エ
ゴ
ノ
キ
な
ど
秋
に
葉
を
落
と
す
種
類
の
木
を
植
え
、
薪
、
木
炭
に
し
て
自
家
用
に
し

た
ほ
か
、
江
戸
へ
も
売
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
雑
木
の
落
葉
や
下
草
は
肥
料
に
し

ま
し
た
。

景
観
の
変
遷

武
蔵
野
の
景
観
の
変
遷
に
つ
い
て
、
鳥
居
龍
蔵
は
『
武
蔵
野
及
其
有
史
以
前
』（
大

正
十
四
年
）
の
中
で
、

「
洪
積
層
の
高
台
は
概
し
て
濶
葉
樹
の
森
林
が
多
く
あ
っ
た
と
見
て
よ
ろ
し
い
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
密
林
で
ほ
と
ん
ど
横
断
の
出
来
な
い
原
生
林
で
あ
る
。
ど
う
い

う
木
が
生
え
て
居
っ
た
か
と
い
う
と
、
樫
、
欅
、
椎
…　

こ
う
い
う
ふ
う
の
も
の
が
多

く
あ
っ
た
。
そ
れ
が
段
々
、
火
の
作
用
や
色
々
の
作
用
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
焼
か
れ

あ
る
い
は
伐
り
尽
く
さ
れ
た
の
で
、
今
日
の
よ
う
な
武
蔵
野
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
の
で

あ
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

鳥
居
が「
色
々
の
作
用
」と
云
っ
て
い
る
要
素
の
一
つ
に
ウ
マ
の
放
牧
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
ウ
マ
が
盛
ん
に
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
豪
族
や
武
士
が
地
方
に
お
こ

っ
て
く
る
頃
で
、
関
東
平
野
や
信
濃
、
甲
斐
な
ど
が
そ
の
中
心
で
す
。
関
東
武
士
団
は

そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
地
に
牧
場
を
持
ち
、
農
耕
と
と
も
に
常
に
軍
馬
を
養
っ
て
き
た
の
で

す
。
こ
れ
ら
の
牧
場
は
ス
ス
キ
原
で
あ
り
、
武
蔵
野
の
ス
ス
キ
原
は
関
東
武
士
の
故
郷

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

小
平
の
近
く
に
野
火
止
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
広
大
な
武
蔵
野
を
開

拓
す
る
に
は
林
野
を
焼
き
払
っ
て
そ
の
灰
を
肥
料
に
し
て
、
牧
場
や
畑
を
拓
い
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
農
耕
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
景
観
が
鎌
倉
・
室
町
時

代
に
見
ら
れ
た
広
大
な
ス
ス
キ
原
だ
っ
た
の
で
す
。

シ
イ
や
カ
シ
の
常
緑
広
葉
樹
林
を
切
り
拓
い
て
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
、
ク
ヌ

ギ
や
コ
ナ
ラ
な
ど
の
雑
木
林
に
な
り
ま
す
が
、
毎
年
く
り
か
え
し
て
低
木
を
切
り
と
っ

た
り
、
草
を
刈
っ
た
り
、
家
畜
を
放
牧
し
続
け
る
と
、
林
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、

ス
ス
キ
や
シ
バ
の
草
原
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
で
こ
の
ス
ス
キ
原
も
、
採
草
や

放
牧
を
し
な
い
で
放
置
し
て
お
く
と
、
数

十
年
の
間
に
雑
木
林
に
変
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。

小
平
で
は
江
戸
時
代
か
ら
養
蚕
・
製

糸
業
が
か
な
り
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

明
治
の
中
頃
に
な
る
と
九
割
近
く
が
養

蚕
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
と
も
な

い
桑
畑
が
増
加
し
て
き
ま
し
た
。
見
渡
す

限
り
の
桑
畑
が
続
き
、
そ
の
間
に
甘
藷
や

陸
稲
の
畑
が
点
在
す
る
と
い
う
景
観
が

作
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
土
地
が
痩
せ
水
の

便
の
悪
い
と
こ
ろ
で
も
栽
培
で
き
る
桑

は
、
小
平
に
は
絶
好
の
作
物
だ
っ
た
の
で

す
。
養
蚕
の
最
盛
期
は
、
明
治
四
十
年
頃

か
ら
大
正
中
期
に
か
け
て
で
す
。

▲　青梅街道のケヤキ並木（郷土　こだいら）

▲　桑畑と林地分布（郷土こだいら）
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通
船明

治
二
年
、
羽
村
の
名
主
源
兵
衛
、
福
生
村
の
名
主
半
十
郎
、
砂
川
村
の
名
主
源

五
右
衛
門
ら
の
連
名
で
明
治
政
府
に
通
船
計
画
が
出
願
さ
れ
、
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
一

年
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
、
橋
の
か
さ
上
げ
・
架
け
替
え
、
水
路
幅
の
拡
張
、
船
溜
り
・

荷
揚
場
の
設
置
な
ど
の
工
事
が
進
め
ら
れ
、
明
治
三
年
四
月
か
ら
通
船
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。「
ふ
れ
あ
い
下
水
道
館
」
の
す
ぐ
横
を
通
る
府
中
街
道
に
架
か
る
久
右
衛
門
橋

の
た
も
と
に
も
船
溜
り
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

下
り
の
船
は
水
の
流
れ
に
乗
っ
て
そ
の
ま
ま
下
り
、
上
り
の
船
は
船
頭
が
一
人
船

に
乗
り
舵
を
取
り
、
他
の
二
人
が
上
水
の
両
岸
に
設
け
ら
れ
た
引
船
道
を
、
ロ
ー
プ
で

船
を
引
っ
張
り
な
が
ら
歩
い
た
そ
う
で
す
。

東
京
へ
の
下
り
の
荷
物
は
、
野
菜
、
茶
、
織
物
、
薪
、
木
炭
な
ど
が
、
ま
た
、
東

京
か
ら
の
上
り
は
、
米
、
塩
、
魚
類
な
ど
が
運
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
物
資
ば
か
り

で
な
く
人
も
乗
せ
ま
し
た
。

漢
学
者
・
林
鶴
梁
が
青
梅
・
奥
多
摩
を
旅
行

し
た
折
（
明
治
四
年
秋
）
の
紀
行
文
に
こ
ん
な
記

事
が
あ
り
ま
す
。

「
青
梅
か
ら
多
摩
川
の
下
り
の
船
に
乗
る
。
船

は
三
十
人
乗
り
で
あ
る
。
羽
村
に
出
て
多
摩
川
の

本
流
か
ら
直
接
玉
川
上
水
に
乗
り
入
れ
た
。
川
幅

は
極
め
て
狭
い
。
小
金
井
ま
で
下
る
と
風
が
背
後

か
ら
起
こ
り
船
が
走
り
、
両
岸
の
桜
の
枝
が
揺
れ

る
。
午
後
に
な
る
と
皆
弁
当
を
開
き
、
行
商
を
行

う
」巴

河
岸
（
現
在
の
立
川
市
砂
川
）
か
ら
四
谷

大
木
戸
ま
で
の
約
三
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
運
賃

は
、
下
り
が
一
人
銀
六
匁
、
上
り
が
銀
十
二
匁
、

荷
物
一
駄
（
約
四
十
貫
）
が
一
人
分
の
運
賃
と
同

額
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
狭
い
水
路
で
の
頻
繁
な
通
船
の
往

来
は
水
質
汚
染
を
招
き
、
ま
た
両
岸
の
崩
壊
に
も
繋
が
る
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
五
年

五
月
に
禁
止
さ
れ
て
し
ま
い
、
玉
川
上
水
の
通
船
は
わ
ず
か
二
年
一
ヶ
月
で
終
わ
り
ま

し
た
。

清
流
の
途
絶
と
復
活

昭
和
四
〇
年
三
月
を
も
っ
て
、
淀
橋
浄
水
場
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

上
流
の
羽
村
取
水
堰
か
ら
小
平
監
視
所
ま
で
の
区
間
（
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
、

代
替
の
東
村
山
浄
水
場
へ
水
道
原
水
を
送
る
導
水
路
の
一
部
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
よ
り
下
流
は
昭
和
四
十
六
年
以
降
、
空
堀
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
清
流
復
活
事
業
の
実
施
に
よ
っ
て
、
小
平
監
視
所
か
ら
浅
間
橋
（
杉
並

区
、
現
在
は
な
い
）
ま
で
の
中
流
の
区
間

（
約
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
、
多
摩
川
上

流
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
高
度
処
理
水
（
日
量

二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
強
、
往
時
の
十
数
分
の

一
）
が
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和

六
十
一
年
な
っ
て
か
ら
で
す
。

清
流
復
活
事
業
は
、
東
京
に
残
さ
れ
た

貴
重
な
水
辺
空
間
で
あ
る
中
小
河
川
や
用
水

路
の
水
源
が
枯
渇
し
平
常
時
の
水
量
が
激
減

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
打
開
策
で
す
。
各

種
住
民
団
体
か
ら
の
要
望
を
受
け
、「
マ
イ

タ
ウ
ン
東
京
構
想
」
の
一
環
と
し
て
、
下
水

の
高
度
処
理
水
や
ビ
ル
湧
水
な
ど
を
活
用
し

清
流
を
復
活
さ
せ
、
都
民
に
身
近
な
親
し
め
る
水
辺
空
間
を
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
企

画
さ
れ
た
も
の
で
す
。

高
度
処
理
水
に
つ
い
て
で
す
が
、当
初
は
【
二
次
処
理
＋
砂
ろ
過
処
理
】
で
し
た
が
、

平
成
三
年
に
オ
ゾ
ン
処
理
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
平
成
十
三
年
か
ら
は
嫌
気
・
無
酸
素
・

好
気
法
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲　引船道（玉川上水ワンポイントガイド）

▲　多摩川上流水再生センター
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最
下
流
の
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
多
く

は
暗
渠
化
さ
れ
、
そ
の
上
は
高
速
道
路
や
公

園
や
遊
歩
道
路
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ほ
ん
の
一
部
は
開
渠
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
側
岸
は
崩
れ
浅
く
な
り
、
わ
ず
か

な
滲
み
出
し
水
が
細
々
と
流
れ
て
い
る
の
で

す
。小

平
監
視
所
の
直
下
に
新
た
に
上
水
小
橋

が
架
け
ら
れ
、
水
辺
ま
で
下
り
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
関
東
ロ
ー
ム（
赤

土
）
の
厚
い
層
を
開
削
し
て
、
こ
の
上
水
路

が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
こ
か
ら
西
武
国

分
寺
線
鷹
の
台
駅
付
近
ま

で
の
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
区
間
は
、
新
堀
用
水
が

並
流
し
て
い
ま
す
。　

新
堀
用
水
は
、
明
治
三

年
に
玉
川
上
水
で
通
船
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
き
、
小
平
監
視
所
か
ら
桜
橋
（
小
平
市
）
ま
で
の
左
岸
に
新
た
に
開
削
さ
れ
た
も
の

で
す
。
こ
の
用
水
へ
は
多
摩
川
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
道
原
水
の
一
部
が
流
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
区
間
で
は
、
再
生
水
の
流
れ
と
多
摩
川
か
ら
の
流
れ
（
大
雨

の
後
で
は
濁
水
と
な
る
）
と
を
左
右
に
見
比
べ
な
が
ら
の
贅
沢
な
散
策
を
満
喫
で
き
ま

す
。玉

川
上
水
は
、
貴
重
な
歴
史
的
土
木
文
化
遺
産
と
し
て
平
成
十
五
年
、
文
化
財
保

護
法
に
基
づ
き
「
国
の
史
跡
」
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
範
囲
は
下
流
部
の
暗
渠
部

分
を
除
い
た
約
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
土
地
の
所
有
・
管
理
者
は
東
京
都
水
道
局

で
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
平
成
十
一
年
に
す

で
に
、
玉
川
上
水
周
辺
の
雑
木
林
を
含
め
た
一
帯

は
東
京
都
歴
史
環
境
保
全
地
域
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
玉
川
上
水
に
関
連
し
て
、
昭
和
五
十
九

年
に
野
火
止
用
水
が
、
ま
た
千
川
上
水
は
平
成
元

年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
途
絶
え
て
い
た
清
流
が
復
活
し

て
い
ま
す
。　

津
田
塾
大
学
と
玉
川
上
水

玉
川
上
水
と
府
中
街
道
と
が
交
わ
っ
て
い
る
角

地
に
鬱
蒼
と
し
た
緑
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
津

田
塾
大
学
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
特
別
教
室
で
平
成
二
十
四
年
九
月
に
玉
川
上
水
サ
ミ

ッ
ト
が
開
か
れ
ま
し
た
。
小
平
市
制
施
行
五
十
周
年
を
記
念
し
て
の
企
画
で
す
。
こ
の

と
き
、
津
田
塾
大
学
の
飯
野
正
子
学
長
が
「
玉
川
上
水
と
津
田
塾
大
学
」
と
題
し
て
基

調
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

「
津
田
塾
大
学
の
前
身
は
、
麹
町
・
五
番
町
で
十
人
の
学
生
を
も
っ
て
一
九
〇
〇
年

に
設
立
し
た
女
子
英
学
塾
で
す
。
創
設
者
は
日
本
初
の
女
子
留
学
生
の
一
人
と
し
て
岩

倉
遣
外
使
節
団
に
同
行
・
渡
米
し
た
津
田
梅
子
で
す
。
そ
の
後
、
学
校
の
拡
張
に
あ
た

っ
て
校
地
を
郊
外
に
求
め
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
二
二
年
に
小
平
の
現
在
地
に
決
定
し

ま
す
。
契
約
の
締
結
は
、
関
東
大
震
災
の
起
き
る
九
ヶ
月
前
の
こ
と
で
す
。
住
所
は
北

多
摩
郡
小
平
村
大
字
小
川
字
鷹
野
街
道
外
。
二
万
五
千
坪
で
、
買
収
価
格
は
十
万
円
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
校
地
選
定
の
理
由
は
、
静
け
さ
、
清
ら
か
な
眺
め
で
あ
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。

玉
川
上
水
の
両
岸
は
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
緑
が
美
し
く
、
晴
れ
た
日
に
は
北
に

富
士
山
が
望
ま
れ
、
青
梅
街
道
が
東
西
に
延
び
ケ
ヤ
キ
の
並
木
が
高
ら
か
に
そ
び
え
て

い
ま
し
た
。
青
梅
街
道
と
玉
川
上
水
を
斜
め
に
結
ん
で
い
る
畑
の
中
の
道
が
「
た
か
の

街
道
」
で
し
た
。

一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
九
月
、
五
番
町
の
校
舎
は
関
東
大
震
災
で
灰
燼
に
帰

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
寄
付
金
を
募
っ
て
資
金
を
集
め
、
こ
こ
に
校
舎
を
建
て
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
二
七
年
に
建
築
計
画
が
で
き
、
ま
ず
最
初
に
手
が
け
た
の

▲　再生水の玉川上水への導水口▲　再生水が流れる玉川上水

▲　小平グリーンロード
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は
、
季
節
風
が
吹
く
と
砂
塵
が
舞
い
上
が
る
の
で
防
風
林
と
し
て
赤
松
、
カ
シ
、
ヒ
ノ

キ
な
ど
を
校
地
に
植
え
る
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し
て
今
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
緑
が
始
ま

っ
た
の
で
す
。
玉
川
上
水
の
流
れ
と
マ
ッ
チ
し
良
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
二
九
年
の
秋
に
設
計
図
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
病
を
お
し
て
校
地
を
見
に
来
た

梅
子
は
、
せ
め
て
校
門
だ
け
で
も
先
に
建
て
て
欲
し
い
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
校
舎
や
学
生
寮
の
完
成
を
見
ず
に
こ
の
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
校
名
を

津
田
英
学
塾
と
改
称
し
た
の
も
、
こ
の
年
で
す
。
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
に
新
校
舎

が
落
成
し
ま
す
。

ち
な
み
に
二
年
後
の
一
九
三
三
年
に
、
東
京
商
科
大
学
（
現
在
の
一
橋
大
学
）
の

予
科
が
こ
の
近
く
に
移
転
し
て
き
ま
し
た
。

玉
川
上
水
縁
の
遊
歩
道
は
「
ラ
バ
ー
ズ
・
レ
イ
ン
（
恋
人
の
小
路
）」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
一
橋
の
学
生
が
こ
ち
ら
に
迎
え
に
来
て
、
津
田
の
学
生
と
連
れ

立
っ
て
近
く
を
散
策
し
て
い
る
姿
が
よ
く
見
か
け
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
小
路
か
ら

た
く
さ
ん
の
カ
ッ
プ
ル
が
生
ま
れ
、そ
の
後
結
婚
さ
れ
た
方
も
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、

サ
ー
ク
ル
活
動
で
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
た
人
た
ち
に
は
、
こ
の
玉
川
上
水
縁
が
全
力
疾

走
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
で
あ
っ
た
の

で
、「
過
酷
な
コ
ー
ス
」
と
の
印
象
が
強
か

っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
東
京
の
大
学
に

入
る
と
言
っ
て
上
京
し
て
来
た
の
に
「
こ

こ
が
東
京
か
し
ら
」
と
、
落
胆
し
た
思
い

を
も
っ
た
方
も
い
た
よ
う
で
す
。

そ
う
し
た
卒
業
生
に
在
学
時
に
心
に
残

っ
た
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
大
学
周
辺
の
自

然
の
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
の
折
々

の
美
し
さ
を
上
げ
る
人
が
多
く
い
ま
す
。

教
育
的
に
み
て
も
、
自
然
と
の
対
話
は
こ

れ
か
ら
一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
点
、
こ
の
地
域
は
自
然
が
非
常

に
重
い
価
値
を
も
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、

校
舎
を
増
設
し
た
時
も
、
緑
の
中
で
学
ん
で
い
る
と
い
う
雰
囲
気
を
出
来
る
だ
け
残
す

よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
」

校
舎
を
建
築
中
の
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
頃
の
校
地
は
、
以
前
の
土
地
利
用
形

態
が
耕
地
で
あ
っ
た
せ
い
か
全
く
の
裸
地
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
今
見
ら
れ
る
キ
ャ
ン

パ
ス
の
樹
林
は
、
そ
の
後
の
植
林
の
成

果
だ
っ
た
の
で
す
。　

旧
鎌
倉
街
道

　

玉
川
上
水
沿
い
の
津
田
塾
大
学
の

キ
ャ
ン
パ
ス
の
緑
が
尽
き
る
と
こ
ろ
に

架
か
っ
て
い
る
人
道
橋
に
「
鎌
倉
橋
」

と
い
う
名
称
が
つ
い
て
い
ま
す
。

鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
る
と
、
い

つ
で
も
鎌
倉
に
馳
せ
参
じ
ら
れ
る

よ
う
、
鎌
倉
と
各
地
を
結
ぶ
道
路

網
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の

橋
の
辺
り
に
も
そ
の
よ
う
な
鎌
倉
へ
通

じ
る
道
（
鎌
倉
街
道
）
が
通
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
に
入
り
新
田

の
開
発
が
進
む
と
と
も
に
、
姿
を
消
し

て
し
ま
っ
た
部
分
が
多
い
そ
う
で
す
。

す
ぐ
近
く
の
住
宅
地
の
中
に
立
つ

「
小
平
市
散
歩
道
（
鎌
倉
街
道
コ
ー
ス
）」

の
標
柱
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
、
府
中
街

道
（
昭
和
十
九
年
に
開
通
）
に
並
行
し

て
い
る
こ
の
旧
道
ら
し
き
道
を
辿
っ
て

み
ま
し
た
。
北
へ
行
く
と
小
川
、
東
村

山
、
所
沢
を
経
て
高
崎
へ
、
南
に
行
く

と
国
分
寺
、
府
中
、
町
田
を
経
て
鎌
倉

に
至
る
古
道
の
名
残
と
思
わ
れ
ま
す
。
国
分
寺
方
面
に
向
か
う
（
実
際
に
は
畑
や
住
宅

▲　津田塾大学キャンパスの森

▲　鎌倉橋

◀
　小
平
付
近
の
旧
鎌
倉
街
道
（
多
摩
）

▲　姿見の池
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や
鉄
路
に
よ
り
各
所
で
寸
断
）
と
、
や
が
て
こ
ん
も
り
と
し
た
古
社
・
熊
野
神
社
に
行

き
着
き
ま
し
た
。
境
内
に
、
旧
鎌
倉
街
道
に
あ
っ
た
道
標
が
移
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

さ
ら
に
南
に
少
し
下
る
と
低
地
に
出
ま
す
。
こ
こ
が
恋
ヶ
窪
で
す
。
昭
和
四
十
五

年
頃
ま
で
は
一
面
の
水
田
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
大
部
分
が
住
宅
地
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、「
姿
見
の
池
」
が
あ
っ
た
辺
り
は
、
復
元
整
備
さ
れ
遊
歩
道
が
付
け
ら
れ
緑

地
保
全
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
恋
ヶ
窪
用
水
も
せ
せ
ら
ぎ
と
し
て
残
さ
れ

て
い
ま
し
た
。「
姿
見
の
池
」
か
ら
の
流
れ
と
、
こ
の
東
方
に
あ
る
日
立
製
作
所
中
央

研
究
所
内
の
池
（
武
蔵
野
段
丘
か
ら
の
湧
き
水
が
水
源
）
よ
り
流
れ
出
る
小
川
と
が
合

流
し
て
野
川
と
な
り
ま
す
。

『
武
蔵
野
夫
人
』
に
み
る
恋
ヶ
窪

戦
後
の
自
由
な
解
放
感
を
バ
ッ
ク
に
し
た
恋
愛
心
理
小
説
『
武
蔵
野
夫
人
』（
大
岡

昇
平
）
は
、
野
川
や
狭
山
丘
陵
を
舞
台
に
し
て
お
り
、
武
蔵
野
の
自
然
が
克
明
に
描
写

さ
れ
て
い
ま
す
。『
武
蔵
野
夫
人
』
の
恋
ヶ
窪
の
場
面
を
次
に
紹
介
し
ま
す
。（　

）
内

は
筆
者
が
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
す
。

「
川
（
野
川
の
源
流
の
一
つ
。
日
立
製
作
所
中
央
研
究
所
か
ら
の
流
れ
と
は
別
の
源

流
）
は
し
か
し
自
然
に
細
く
な
っ
て
、
よ
う
や
く
底
の
泥
を
見
せ
始
め
、
往
還
（
田
無

～
小
平
～
府
中
の
通
り
）
を
一
つ
越
え
る
と
、
流
域
は
細
い
水
田
と
な
り
川
は
斜
面
の

雑
木
林
に
密
着
し
て
流
れ
、
一
条
の
小
道
が
そ
れ
に
沿
っ
て
い
た
。

線
路
（
Ｊ
Ｒ
中
央
線
）
の
土
手
へ
登
る
と
向
う
側
に
は
意
外
に
広
い
窪
地
が
横
た

わ
り
、
水
田
が
発
達
し
て
い
た
。
右
側
を
一
つ
の
支
線
（
西
武
国
分
寺
線
）
の
土
手
に

限
ら
れ
た
下
は
萱
や
葦
の
密
生
し
た
湿
地
で
、
水
が
大
き
な
池
（
姿
見
の
池
）
を
湛
え

て
溢
れ
、
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
土
管
（
中
央
線
の
線
路
の
下
を
潜
っ
て
い
る
）
に
向

か
っ
て
動
い
て
い
た
。
こ
れ
が
水
源
で
あ
っ
た
。

土
手
を
斜
め
に
切
っ
た
小
径
を
降
り
て
二
人
は
池
の
傍
に
立
っ
た
。
水
田
で
稲
の

苗
床
を
い
じ
っ
て
い
た
一
人
の
中
年
の
百
姓
は
、
明
ら
か
な
疑
惑
と
反
感
を
見
せ
て
二

人
を
見
た
。

「
こ
こ
は
な
ん
て
と
こ
ろ
で
す
か
」
と
勉
は
訊
い
た
。

「
恋
ヶ
窪
さ
」
と
相
手
は
ぶ
っ
き
ら
棒
に
答
え
た
。

道
子
の
膝
は
力
を
失
っ
た
。
そ
の
名
は
前
に
勉
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。「
恋
」

と
は
宛
字
ら
し
か
っ
た
が
、伝
説
に
よ
れ
ば
こ
こ
は
昔
有
名
な
鎌
倉
武
士
（
畠
山
重
忠
）

と
傾
城
（
遊
女
）
の
伝
説
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
傾
城
は
西
国
に
戦
い
に
行
っ
た
男

を
慕
っ
て
こ
の
池
に
身
を
投
げ
て
い
る
。
…　

彼
女（
道
子
）は
お
び
え
た
よ
う
に
あ
た
り
を
見
廻
し
た
。
分
れ
る
二
つ
の
鉄
路（
西

武
国
分
寺
線
と
Ｊ
Ｒ
中
央
線
）
の
土
手
に
よ
っ
て
視
野
は
囲
わ
れ
て
い
た
。
…　

見
す
ぼ
ら
し
い
二
輌
連
結
の
電
車
が
、
支
線
の
鉄
路
（
西
武
国
分
寺
線
）
を
傾
い

て
曲
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
音
は
彼
女
を
戦
慄
さ
せ
た
。

彼
女
は
恋
人
（
勉
）
を
見
た
。
彼
は
無
心
に
立
っ
て
た
だ
や
っ
と
得
た
水
源
を
眼

で
調
べ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
…　

な
お
池
に
注
ぐ
細
い
溝
が
あ
っ
た
。
そ
の
水
も
豊
か
で
早
く
流
れ
て
い
た
。
勉
は

さ
ら
に
そ
の
溝
を
遡
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

溝
に
面
し
て
農
家
が
あ
っ
た
。
菜
を
洗
っ
て
い
る
農
婦
に
何
か
訊
ね
て
い
る
勉
を

お
い
て
、
道
子
は
先
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
追

い
つ
い
た
勉
が
、
こ
の
溝
の
水
は
や
は
り
玉

川
上
水
か
ら
引
い
た
も
の
（
国
分
寺
村
分
水

か
ら
さ
ら
に
分
か
れ
た
恋
ヶ
窪
用
水
）
だ
そ

う
だ
か
ら
、
要
す
る
に
野
川
の
源
は
多
摩
川

の
源
と
同
じ
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
く

ど
く
ど
い
っ
て
い
る
の
を
、
道
子
は
聞
い
て

い
な
か
っ
た
。
…
」

旧
鎌
倉
街
道
は
、
東
福
寺
の
南
で
Ｊ
Ｒ
中

央
線
の
西
国
分
寺
駅
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
が
、

そ
の
手
前
に
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
切
り
通
し

の
小
道
（
約
三
十
メ
ー
ト
ル
）
が
あ
り
、
そ

こ
に
か
ろ
う
じ
て
旧
街
道
の
面
影
を
見
つ
け

ま
し
た
。
こ
の
先
は
街
中
に
消
え
辿
れ
ま
せ
ん
が
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
に
進
ん

だ
国
分
尼
寺
跡
の
木
立
の
中
に
凹
状
の
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
旧
道
跡
が
残
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

▲　旧鎌倉街道の面影
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悲
し
い
ロ
マ
ン
ス

東
福
寺
は
、
こ
の
辺
り
で
は
国
分
寺
に
つ
ぐ
古
刹
で
す
。
こ
こ
に
三
代
目
と
い
わ

れ
る
「
一
葉
（
ひ
と
は
）
の
松
」
が
あ
り
、
そ
の
脇
に
「
傾
城
の
墓
」
が
ひ
っ
そ
り
と

た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。「
一
葉
の
松
」
は
、
松
の
葉
が
枝
か
ら
一
枚
で
出
て
い
る
と
い

う
珍
し
い
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
（
文
化
二
年
〈
一
八
一
五
〉）
に
書
か
れ
た
『
武
蔵
野
話
』（
斎
藤
鶴
磯
）
に
、

「
一
葉
の
松
」
に
ま
つ
わ
る
悲
し
い
ロ
マ
ン
ス
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
畠
山
重
忠
は
、
嵐
山
の
菅
谷
館
か
ら
た
び
た
び
鎌
倉
に
赴
く
時
、
恋
ヶ
窪
で
し
ば

し
の
休
息
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
一
の
美
男
子
と
謳
わ
れ
た
若
き
日
の
武
将
・
重

忠
と
、
い
つ
し
か
た
だ
な
ら

ぬ
仲
と
な
っ
た
美
し
い
遊
女
・

夙
妻
（
あ
さ
づ
ま
）
太
夫
。

折
か
ら
の
平
家
討
伐
に
義
経

の
軍
に
加
わ
っ
て
出
陣
し
た

重
忠
は
勇
名
を
は
せ
た
、
か

の
愛
馬
三
日
月
を
背
負
っ
て

一
の
谷
を
降
り
た
と
さ
れ
る

時
な
の
で
す
。
し
か
し
、
重

忠
の
恋
敵
の
男
が
い
て
、
重

忠
戦
死
と
い
う
嘘
を
太
夫
の

耳
に
入
れ
る
の
で
す
。
夙
妻

太
夫
は
悲
し
み
、
姿
見
の
池

に
身
を
投
じ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た

村
人
は
、
こ
の
夙
妻
太
夫
の

た
め
に
松
を
植
え
た
そ
う
で

す
が
、
そ
の
松
は
不
思
議
に

も
一
葉
の
松
に
な
っ
た
そ
う
で
す
」

も
っ
と
も
、
こ
の
話
は
後
世
の
創
作
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に

「
い
と
に
ぎ
わ
い
た
る
駅
亭
な
り
し
か
ば
、
遊
妓
な
ど
も
を
り
し
故
、
そ
れ
ら
の
因

に
よ
り
て
村
名
も
起
れ
り
と
い
ふ
、
里
正
作
左
衛
門
の
屋
敷
に
一
葉
の
松
あ
り
、
古
木

は
枯
て
う
え
継
し
も
の
な
る
べ
し
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
往
時
こ
の
寺
の
近
く
に
宿
駅
が
あ
っ
た
こ
と
と
「
一

葉
の
松
」
の
存
在
は
確
か
な
よ
う
で
す
。

参
考
資
料
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

「
玉
川
上
水
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ガ
イ
ド
」
小
平
・
玉
川
上
水
再
々
発
見
の
会

「
多
摩　

風
土
と
そ
の
歴
史
」
米
光
秀
雄
ら　

武
蔵
書
房

「
旧
鎌
倉
街
道　

探
索
の
旅　

上
道
編
」
芳
賀
善
次
郎　

さ
き
た
ま
出
版
会

「
多
摩
と
甲
州
街
道
」　

新
井
勝
紘
ら
編　

吉
川
弘
文
館

「
鎌
倉
街
道
伝
説
」
宮
田
太
郎　

ネ
ッ
ト
武
蔵
野　

「
雑
木
林
の
博
物
誌
」
足
田
輝
一　

新
潮
選
書

探
訪
余
話

旧
鎌
倉
街
道
を
辿
り
西
国
分
寺
駅
近
く
の
姿
見
の
池
を
巡
り
、
東
福
寺
の
傾
城
の

墓
に
詣
で
た
後
、
旧
道
沿
い
の
そ
ば
屋
さ
ん
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
思
わ
ぬ
収
穫
を
得

ま
し
た
。
そ
の
店
の
壁
に
「
詩
」
が
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
店
の
話
で
は
、
こ
の
詩

の
作
者
は
こ
の
界
隈
を
散
策
す
る
折
に
何
回
か
来
店
し
て
く
れ
た
藤
木
さ
ん
と
い
う
初

老
の
方
だ
そ
う
で
す
。
あ
る
日
、こ
の
詩
を
書
い
た
色
紙
を
店
に
寄
贈
し
て
立
ち
去
り
、

そ
れ
っ
き
り
店
に
姿
を
み
せ
な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
演
歌
の
御
当
地
ソ
ン
グ
の

よ
う
な
雰
囲
気
の『
国
分
寺
情
話
』と
い
う
題
の
三
番
ま
で
あ
る
詩
で
す
。「
一
葉
の
松
」

に
ま
つ
わ
る
恋
ヶ
窪
の
ロ
マ
ン
ス
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。も
し
か
す
る
と
、

こ
の
詩
の
作
者
は
若
き
頃
、
津
田
塾
大
学
の
学
長
さ
ん
の
話
に
も
出
て
き
た
「
恋
人
の

小
路
」
の
散
策
を
実
践
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？　

そ
し
て
、
玉
川
上
水
縁
か
ら
旧

▲　一葉の松と傾城の墓
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道
沿
い
に
国
分
尼
寺
辺
り
ま
で
足
を
延
ば
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
一
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
？　

な
ど
と
勝
手
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
探
訪
の
記
念
に
と

こ
の
詩
を
手
帳
に
メ
モ
っ
て
き
ま
し
た
。

国
分
寺
情
話

　
　
　
　
　
　
　藤
木
宗
春

　作
詞

１
．　

開
け
ご
ら
ん
よ　

む
さ
し
野
は

　
　
　

風
に
木
の
葉
の
恋
し
ぐ
れ

　
　
　

私
の
夢
が
咲
い
た
街

　
　
　

ふ
り
む
き
歩
る
く
国
分
寺

　
　
　

悲
恋
は
遠
く
消
え
な
が
ら

　
　
　

姿
見
池
に
あ
ゝ
面
影
し
ず
む

　
２
． 

聞
い
て
ご
ら
ん
よ　

む
さ
し
野
は

　
　

風
の
便
り
か
遠
く
き
く

　
　

足
音
わ
び
し
お
鷹
み
ち

　
　

恋
の
咲
け
な
い
尼
寺
よ

　
　

偲
べ
ば
く
も
る
恋
ヶ
窪

　
　

都
忘
れ
の
あ
ゝ
雨
が
降
る

３
． 

歩
る
い
て
ご
ら
ん
よ　

む
さ
し
野
は

　
　

風
が
耳
う
つ
ま
わ
り
道

　
　

鎌
倉
街
道
蔭
に
泣
く

　
　

落
ち
る
枯
れ
に
似
る
よ
う
な

　
　

一
葉
の
松
の
も
の
が
た
り

　
　

多
摩
の
流
れ
に
あ
ゝ
風
が
舞
う 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）




