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神
奈
川
県
と
の
境
を
為
す
多
摩
川
河
口
域
（
六
郷
川
と
称
す
）
に
は
雑
色
ポ
ン
プ
所

と
六
郷
ポ
ン
プ
所
の
吐
け
口
が
並
ん
で
い
る
ほ
か
、
や
や
離
れ
て
羽
田
ポ
ン
プ
所
と
東

糀
谷
ポ
ン
プ
所
と
が
立
地
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、
こ
れ
ら
の
ポ
ン
プ
所
が
集
中
し
て
い
る
羽
田
界
隈
の
今

昔
を
「
渡
し
場
と
漁
師
町
」
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
、
京
浜
急
行
六
郷
土
手
駅
→　

六
郷
の
渡
し
跡
→　
（
六
郷
川
沿
い
の
遊
歩

道
を
下
る
）六
郷
水
門
→　

羽
田
の
渡
し
跡
→　

羽
田
の
七
曲
→　

平
和
の
大
鳥
居（
鈴

木
新
田
跡
）
→　

穴
守
稲
荷
神
社
→　

京
浜
急
行
穴
守
稲
荷
駅　

で
す
。　
　

　

探
訪
ル
ー
ト
の
要
所
要
所
に
は
案
内
板
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
知
り
た
い
情
報
を
コ

ン
パ
ク
ト
に
提
供
し
て
く
れ
ま
し
た
。

六
郷
の
渡
し
跡

　

六
郷
土
手
駅
の
改
札
を
出
て
商
店
街
を
抜
け
る
と
数
分
で
、
六
郷
川
の
高
い
堤
防
が

見
え
て
き
ま
す
。
堤
防
の
手
前
に
北
野
天
神
（
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
落
馬
を
止
め
た

と
云
う
故
事
か
ら
「
止
め
天
神
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
あ
り
、そ
の
境
内
の
一
角
に
「
六

郷
の
渡
し
跡
」
の
案
内
板
が
あ
り
ま
す
。

『
六
郷
の
渡
し
は
、
旧
東
海
道
に
お
け
る
八
幡
塚
村
と
川
崎
宿
間
の
渡
し
で
、
江
戸

の
玄
関
口
の
渡
し
場
と
し
て
、
交
通
上
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。　

架
橋
の
記
録
は
、
永
禄
年
間
（
一
五
五
八

～
六
九
）
と
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～

一
六
一
四
）
と
に
あ
る
。
そ
の
後
貞
享
五
年

（
一
六
八
八
）
に
洪
水
に
よ
り
流
出
し
て
か
ら

は
、
橋
を
か
け
ず
渡
船
に
よ
っ
て
交
通
が
行

な
わ
れ
た
。
渡
し
の
よ
う
す
は
広
重
の
錦
絵

や
地
誌
叢
書
類
に
よ
っ
て
し
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
以
降
、
地
元
八

幡
塚
村
篤
志
家
鈴
木
佐
内
に
よ
っ
て
、
木
橋

が
か
け
ら
れ
有
料
で
通
行
さ
せ
て
い
た
が
、

数
次
の
流
失
に
あ
っ
た
。

現
在
の
橋
は
昭
和
五
十
九
年

（
一
九
八
四
）に
架
橋
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。』

　

こ
の
「
六
郷
の
渡
し
跡
」
は
、
昭
和
五
十

年
に
大
田
区
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

図
‐
１
は
文
政
初
期
に
北
寿
が
描
い
た
六

郷
の
渡
し
場
の
情
景
で
す
。
渡
し
船
の
奥
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
上
流
の
奥
多
摩
地
方

か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
木
材
を
組
ん
で
流
し
て

き
た
筏
の
繋
留
地
で
す
。
筏
師
の
た
め
の
筏

宿
は
、
渡
し
場
と
と
も
に
こ
の
地
の
繁
栄
を

支
え
て
き
ま
し
た
。

　

写
真
‐
１
は
、
明
治
三
〇
年

の
木
橋
時
代
の
六
郷
橋
で
す
。

手
前
に
筏
繋
場
が
見
え
ま
す
。

　

こ
こ
に
現
在
で
は
、
新
六
郷

橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
た
も
と
に
以
前
の
旧
い
鉄
橋

の
橋
頭
が
移
設
・
保
存
さ
れ
て

い
ま
し
た
（
写
真
‐
２
）。

　

六
郷
川
の
堤
防
上
に
は
サ
イ

ク
リ
ン
グ
道
路
が
通
っ
て
お

り
、
広
い
河
川
敷
（
一
部
は
緑

地
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

る
が
、
水
際
に
は
野
鳥
の
多
い

葦
原
が
生
い
茂
っ
て
い
る
）
を

眺
め
な
が
ら
河
口
へ
向
か
っ
て

探
訪
し
ま
し
た
。
雑
色
ポ
ン
プ
所
、
六
郷
ポ
ン
プ
所
が
相
次
い
で
左
手
に
見
え
て
き
ま

す
。

図 ‐1　六郷の渡しと筏繋場（文政期）

写真 ‐1　六郷橋と筏繋場（明治 30 年）写真 ‐2　新六郷橋と旧い橋頭
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六
郷
水
門

　

新
六
郷
橋
か
ら
一
・
五
キ
ロ
メ
ーt

る
ほ
ど
で
レ
ン
ガ
張
り
の
古
色
蒼
然
と
し
た
六
郷

水
門
に
出
ま
す
。
六
郷
用
水
の
吐
き

口
で
す
。
狛
江
市
和
泉
で
多
摩
川
の
水

を
取
水
す
る
全
長
約
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
（
途
中
で
南
堀
と
北
堀
に
分

か
れ
る
）
こ
の
用
水
は
、
慶
長
一
六

年
（
一
六
一
一
）
に
完
成
し
て
い
ま

す
。
農
業
用
水
と
し
て
の
役
割
の
ほ

か
、
六
郷
川
へ
の
雑
排
水
の
排
出
や
物

資
輸
送
の
運
河
と
し
て
の
機
能
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
に
入
る
と
田

畑
が
減
少
し
人
口
が
増
え
る
と
と
も
に

生
活
排
水
が
増
加
し
、
大
雨
の
と
き
な

ど
は
排
水
し
き
れ
ず
、
時
に
は
六
郷
川

の
水
が
逆
流
し
、
浸
水
す
る
地
域
が
広

が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
に
こ
の
水
門
が
設
置
さ
れ
た
の
で
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
す
が
、
化
粧

的
に
レ
ン
ガ
が
張
ら
れ
て
お
り
、
遠
く
か
ら
も
そ
れ
と
分
か
る
目
立
っ
た
建
造
物
で
す
。

羽
田
の
渡
し
跡

さ
ら
に
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
で
大
師
橋
（
昭
和
一
四
年
に
産

業
道
路
が
延
伸
し
て
架
橋
）
に
着

き
ま
す
。
橋
の
た
も
と
に
船
溜
り

が
あ
り
、
屋
形
船
や
遊
漁
船
が
繋

留
さ
れ
て
お
り
（
写
真
‐
５
）、
羽

田
猟
（
漁
）
師
町
の
雰
囲
気
が
よ

う
や
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
辺
り
に
か
つ
て
あ
っ
た「
羽

田
の
渡
し
」
に
つ
い
て
、
案
内
板

は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
『
古
く
か
ら
、
羽
田
漁
師
町
（
大

田
区
）
と
上
殿
町
（
川
崎
市
）
を

渡
る
「
羽
田
の
渡
し
」
が
存
在
（
現

在
の
大
師
橋
下
流
の
羽
田
三
丁
目

の
旧
城
南
造
船
所
東
側
あ
た
り
）

し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
渡
し
は
、
小
島
六
佐
衛
門
家
が
営
ん
で
い
た
の
で
「
六
佐
衛
門
の
渡
し
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
た
。
往
時
、
渡
し
場
付
近
の
川
幅
は
約
四
〇
間
（
約
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
ぐ
ら
い

で
、「
オ
ー
イ
」
と
呼
ぶ
と
対
岸
ま
で
聞
こ
え
た
と
い
う
。

　

そ
の
昔
、
徳
川
家
康
が
狩
り
に
来
た
帰
り
に
、
お
供
の
者
と
別
れ
て
一
人
で
こ
の
渡
し

場
に
来
た
と
こ
ろ
、
船
頭
は
家
康
と
は
知
ら
ず
に
馬
の
ア
ブ
ミ
を
取
っ
た
と
い
う
伝
説
が

伝
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
使
わ
れ
た
渡
し
船
は
、
二
〇
～
三
〇
人
の
人
々
が
乗
れ
る
か
な
り
大
き
な
も
の

で
、
こ
の
船
を
利
用
し
て
魚
介
類
、
農
産
物
、
衣
料
品
な
ど
、
生
活
に
必
要
な
品
々
が
羽

写真 ‐3　サイクリングロードと六郷水門写真 ‐4　レンガ張りの六郷水門

写真 ‐5　大師橋（右）と高速大師橋（左）に挟まれた船溜り
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田
と
川
崎
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
。

　

江
戸
の
末
に
は
、
穴
守
稲
荷
と
川
崎
大
師

参
詣
へ
行
き
交
う
多
く
の
人
々
が
、
大
森
か

ら
糀
谷
、
羽
田
を
通
り
、
こ
の
「
羽
田
の
渡

し
」
を
利
用
し
た
た
め
、
対
岸
の
川
崎
宿
で

は
商
売
に
差
し
つ
か
え
る
の
で
、
こ
の
渡
し

の
通
行
を
禁
止
し
て
欲
し
い
と
公
儀
に
願

い
出
る
ほ
ど
の
賑
い
を
み
せ
て
い
た
と
い

う
。

　

ま
た
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
は
、
川
遊
び
を
す
る
船
も
往
来
し
て
い

た
。

　

物
資
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生

活
・
文
化
な
ど
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た

羽
田
の
渡
し
は
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
多

く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和

十
四
年
に
大
師
橋
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
廃

止
さ
れ
た
。』

　

図
‐
３
の
略
図
の
真
ん
中
を
走
っ
て
い
る

「
京
浜
急
行
」
は
、
本
線
の
蒲
田
駅
か
ら
分
岐

し
た
支
線
の
穴
守
線
の
こ
と
で
、
大
正
半
ば
頃

で
は
、
糀
谷
、
大
鳥
居
、
稲
荷
橋
そ
し
て
海
老

取
川
を
渡
っ
た
先
に
終
点
の
穴
守
の
各
駅
が
あ

り
ま
し
た
。

　

高
速
道
路
の
下
を
潜
っ
て
か
ら
は
、
堤
防
上

の
道
か
ら
や
や
下
が
っ
た
旧
道
（
旧
堤
防
の
上
）

に
降
り
、
羽
田
漁
師
町
の
中
心
地
域
に
向
か
い

ま
し
た
。「
羽
田
の
七
曲
」と
呼
ば
れ
た
処
で
す
。

羽
田
は
漁
師
町
と
云
わ
れ
な
が
ら
、
現
金
の

や
り
と
り
の
激
し
い
商
人
の
町
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。
羽
田
の
渡
し
を
中
心
に
し
て
、

大
森
、
糀
谷
、
大
師
方
面
か
ら
購
買
の
客

が
や
っ
て
来
た
か
ら
で
す
。「
羽
田
の
七
曲
」

に
は
商
店
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
羽
田
漁
師
町
の
経
済
力
が
バ
ッ
ク

に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

写
真
‐
６
の
道
路
右
端
に
続
い
て
い
る

少
し
高
く
な
っ
て
い
る
塀
の
よ
う
に
見
え

る
も
の
は
、
六
郷
川
の
旧
堤
防
（
レ
ン
ガ

造
り
）
の
天
端
部
分
で
す
。
こ
の
道
路
の

右
側
は
か
つ
て
は
河
川
敷
で
、
左
側
に
漁

師
町
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
旧
提
防

の
外
側
に
新
し
い
堤
防
が
出
来
て
か
ら
、

新
旧
の
堤
防
間
の
土
地
が
埋
め
立
て
ら
れ
住
宅
地
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
名
残
り
で
し

ょ
う
か
、
右
側
の
住
宅
は
道
路
面
よ
り
か
な
り
低
い
処
に
あ
り
ま
す
。

羽
田
の
漁
業

　

再
度
、
大
田
区
の
案
内
板
の
登
場
で
す
。

　
『
羽
田
浦
の
漁
業
は
、
約
八
三
〇
年
前
の
平
治
年
間
、
羽
田
に
七
人
の
落
人
が
住
み
つ

い
た
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
漁
船
、
漁
師
は
、
参
勤
交
代
の
と
き
に
六
郷
川
（
多
摩
川

の
河
口
部
）
の
船
橋
や
補
役
と
し
て
、
ま
た
大
阪
城
夏
の
陣
に
は
軍
船
と
し
て
使
用
さ
れ

た
。

　

こ
の
羽
田
浦
は
、
魚
介
類
の
大
切
な
栄
養
源
と
な
る
淡
水
が
多
摩
川
よ
り
大
量
に
流
れ

出
る
た
め
、
そ
の
周
辺
は
絶
好
の
漁
場
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
地
で
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
の
鮮
度
は
高
く
、
徳
川
将
軍
家
に
献
上
し
た
り
、
江

戸
の
町
に
運
ん
で
い
た
事
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
羽
田
洲
は
、「
干
潟
広
大
に
し

て
諸
貝
を
産
し
、
中
で
も
蛤
貝
を
名
産
と
し
、
汐
吹
貝
、
赤
貝
多
し
」
と
「
羽
田
史
誌
」

図 ‐2　江戸時代の羽田漁師町（阿部公洋画）
図 ‐3　大正 6 年頃の羽田の略図（阿部公洋画）

写真 ‐6　現在の羽田七曲
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に
記
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
多
く
の
貝
類
が
漁
獲
さ
れ
て
い
た
。

　

か
つ
て
江
戸
湾
内
の
優
良
漁
場
で
あ
っ
た
羽
田
浦
は
、
昭
和
三
十
年
か
ら
始
ま
っ
た
羽

田
空
港
拡
張
の
埋
め
立
て
と
航
路
づ
く
り
の
た
め
、
昭
和
三
七
年
一
二
月
を
も
っ
て
漁
業

権
が
放
棄
さ
れ
た
。』

　

羽
田
浦
は
中
世
以
来
の
海
村
で
あ
り
、「
魚
猟
」
に
従
事
す
る
「
漁
師
」
が
定
着
し
て

生
計
を
営
み
、「
羽
田
猟
（
漁
）
師
町
」
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
方
中
世
の
小
田

原
に
居
を
構
え
る
関
東
の
雄
、
後
北
条
氏
に
仕
え
る
水
軍
の
兵
士
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
羽
田
猟
師
町
が
羽
田
村
の
内

に
あ
り
、
天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
ま
で
は
、
後
北
条
氏
の
家
臣
団
に
連
な
る
行
方
与

次
郎
と
い
う
武
士
の
支
配
地
だ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
元
禄
年
間
に
な
る
と
、
羽
田
浦
に
は
田
地
が
増
え
て
き
て
、
羽
田
猟
師
町

の
な
か
に
も
農
家
が
増
加
し
て
き
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
地
が
多
摩
川
の
河
口
と

い
う
立
地
条
件
に
あ
り
、
肥
沃
な
土
砂
が
堆
積
し
て
き
て
、
そ
の
面
積
が
拡
張
す
る
に
つ

れ
て
河
口
の
陸
地
が
し
だ
い
に
農
地
化
し
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。
海
村
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
は
漁
師
と
農
民
と
が
共
生
す
る
土
地
柄
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

川
舟
の
往
来

　
『
空
港
の
と
な
り
町　

羽
田
』（
写
真
：
横
山
宗
一
郎
、
本
文
：
宮
田
登
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
界
隈
を
特
徴
付
け
る
も
の
の
一
つ
に
砂
利
船
の
存
在
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

『
漁
業
の
ほ
か
に
特
筆
す
べ
き
は
砂
利
採
取
業
で
あ
っ
た
。
多
摩
川
の
舟
運
は
古
く
か

ら
あ
り
、
筏
宿
や
流
木
集
め
の
伝
承
も
あ
る
。
明
治
初
年
に
は
荷
船
が
あ
っ
た
。
木
場
か

ら
材
木
を
積
ん
で
、
羽
田
で
陸
揚
げ
す
る
材
木
運
搬
業
が
あ
り
、
そ
し
て
砂
利
船
も
登
場

し
て
い
た
。
大
型
の
砂
利
船
は
荷
足
と
称
さ
れ
、
最
盛
期
に
は
約
二
五
〇
艘
ほ
ど
も
あ
っ

た
と
い
う
。

し
か
し
砂
利
船
は
昭
和
七
、八
年
頃
か
ら
衰
退
し
て
い
く
。

砂
利
船
と
は
別
に
、
砂
船
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
分
で
六
郷
橋
近
辺
ま
で

ゆ
き
、
洲
に
船
を
つ
け
て
自
分
で
砂
を
掘
り
、
そ
れ
を
売
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
地
方

出
身
者
が
多
く
、
親
方
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
砂
利
船
や
砂
船
に
乗
り
、
働
い
て
い
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
砂
利
の
積
み
替
え
の
労
力
も
、
自
動
車
に
よ
る
運
送
が
普
及
し
て
い

け
ば
当
然
不
要
と
な
っ
て
ゆ
き
、
砂
利
船
の
並
ぶ
懐
か
し
い
風
景
も
、
つ
い
に
羽
田
か
ら

消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。』

羽
田
の
海
と
漁
師
町
の
風
情

こ
の
近
く
の
萩
中
で
少
年
時
代
を
送
っ
た
石
川
利
夫
氏
の
著
書
『
昭
和
の
風
景
‐
蒲

田
・
羽
田
界
隈
と
京
浜
電
車
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
三
年
）
に
、
昭
和
初
め
頃
の
こ
の

界
隈
の
様
子
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
小
学
校
へ
の
道
す
じ
の
六
間
堀
周
辺
に
は
、
海
苔
を
乾
す
葭
簾
が
並
ん
で
い
る
光
景

が
目
に
つ
い
た
。
そ
こ
か
ら
南
前
堀
・
北
前
堀
辺
り
の
北
糀
谷
か
ら
森
が
崎
の
方
に
か
け

て
海
苔
の
産
出
が
盛
ん
で
、
日
だ
ま
り
に
黒
び
か
り
し
た
二
十
セ
ン
チ
角
の
乾
海
苔
の
行

列
は
、
こ
の
界
隈
の
冬
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
。
日
差
し
の
強
い
日
に
は
午
後
遅
く
ま
で
乾

し
て
い
て
、
子
ど
も
ま
で
動
員
し
て
忙
し
く
取
り
込
む
風
景
も
み
ら
れ
た
。
…　

小
学
校
の
先
は
羽
田
の
漁
師
町
で
、
六
間
堀
の
ほ
か
海
老
取
川
な
ど
小
舟
（
べ
か
）
が

舫
い
入
り
交
う
入
江
や
掘
割
り
が
多
く
、
多
摩
川
沿
い
に
は
、
岸
か
ら
い
く
つ
も
の
板
掛

け
の
桟
橋
が
突
き
出
て
、
大
小
の
漁
船
や
は

し
け
風
の
舟
が
泊
ま
っ
て
い
た
。
海
老
取
川

沿
い
に
弁
天
橋
と
か
稲
荷
橋
と
か
河
橋
の
多

い
活
気
の
あ
る
街
す
じ
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
。
…

私
の
当
時
は
、
頑
丈
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁

の
堰
堤
沿
い
に
、
低
く
漁
師
の
家
が
軒
を
列

ね
、
魚
網
を
干
し
繕
う
風
景
や
、
街
路
を
ち

ょ
っ
と
外
れ
る
と
、
貝
殻
を
ひ
い
た
路
地
小

道
か
ら
独
特
の
臭
い
と
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
遠
浅
の
干
潟

を
も
つ
羽
田
の
海
が
ひ
ら
け
、
干
潮
の
と
き

写真 ‐7　アサリを採る（横山宗一郎撮影、昭和 29 年）
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は
歩
い
て
際
ま
で
行
け
る
燈
台
が
望
め
た
。
い
わ
ゆ

る
羽
田
の
燈
台
で
あ
る
。
海
水
浴
も
で
き
た
し
、
春

夏
は
弁
天
橋
の
袂
か
ら
潮
干
狩
り
の
舟
が
出
て
い
た
。

ま
た
、
干
潮
ど
き
に
は
穴
守
の
海
岸
沿
い
に
貝
を
掘

る
マ
ン
グ
ァ
（
熊
手
風
の
も
の
）
や
網
な
ど
を
商
う

小
屋
掛
け
の
休
憩
所
を
通
り
抜
け
て
干
潟
に
入
り
、

自
由
に
あ
さ
り
や
蛤
が
採
れ
た
し
、
秋
か
ら
冬
に
は

一
面
に
海
苔
篊
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
豊
か
な
海
辺

で
あ
っ
た
。』

風
呂
屋
と
駄
菓
子
屋

先
に
紹
介
し
た『
空
港
の
と
な
り
町　

羽
田
』に
は
、

羽
田
の
漁
師
た
ち
の
日
常
生
活
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。『

以
前
羽
田
の
町
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
各
町
会
に
は
ほ
ぼ
一
つ
の
割
合
で
風
呂
屋
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
漁
師
た
ち
の
日
常
生
活
が
反
映
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
海
で
シ
オ
タ

レ
ル
（
塩
垂
れ
る
）
と
い
っ
て
、
海
水
を
い
つ
も
あ
び
て
い
る
か
ら
、
毎
日
湯
に
つ
か
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
…

そ
し
て
、
一
風
呂
浴
び
て
か
ら
風
呂
屋
の
裏
手
に
あ
る
駄
菓
子
屋
に
集
ま
っ
た
。
こ

の
駄
菓
子
屋
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
相
手
だ
け
で
な
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
座
敷
の
あ
る
店

で
、
漁
に
出
た
若
者
た
ち
の
遊
び
場
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
独
特
の
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て

い
た
。
冬
は
コ
タ
ツ
が
あ
り
、
お
酒
に
お
で
ん
、
夏
に
は
店
先
に
縁
台
が
置
か
れ
、
氷
水

を
飲
ん
だ
。
毎
晩
一
〇
時
頃
ま
で
、
若
者
た
ち
が
花
札
や
将
棋
な
ど
に
興
じ
て
い
た
と
い

う
。
風
呂
屋
と
駄
菓
子
屋
も
、
い
わ
ば
漁
師
た
ち
の
日
常
的
不
安
解
消
の
や
す
ら
ぎ
の
装

置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。』

穴
守
稲
荷
神
社

京
浜
急
行
の
穴
守
稲
荷
駅
か
ら

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
処
に
鎮
座

す
る
穴
守
稲
荷
神
社
（
羽
田
の
穴
守

さ
ん
）
の
境
内
に
立
つ
案
内
板
に
、

こ
の
よ
う
な
由
緒
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。

　
『
文
化
文
政
の
頃
（
一
八
一
八
年
）、

鈴
木
新
田
（
現
在
の
空
港
内
）
開
墾

の
際
沿
岸
の
堤
防
し
ば
し
ば
激
浪
の

為
に
腹
部
に
大
穴
を
生
じ
、
こ
れ
よ

り
海
水
浸
入
す
。
こ
こ
に
於
て
村
民

相
計
り
堤
上
に
稲
荷
大
神
を
祭
っ
た

処
神
霊
の
ご
加
護
に
よ
り
風
浪
の
害

な
く
五
穀
豊
穣
し
た
と
云
う
。「
風

浪
が
作
っ
た
穴
の
害
よ
り
田
畑
を
守

り
給
う
た
稲
荷
大
神
」
と
し
て
穴
守

稲
荷
大
神
と
尊
称
す
る
。
…

請
願
の
霊
験
も
あ
ら
た
か
な
る
を
以
っ
て
全
国

崇
敬
者
の
信
仰
篤
く
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
わ
た

り
て
最
も
隆
昌
を
極
め
る
。

昭
和
二
十
年
終
戦
に
の
ぞ
み
羽
田
空
港
拡
張
の

為
、
従
来
の
鎮
座
地
の
現
空
港
内
よ
り
現
在
の
地

に
遷
座
す
る
。』

　

か
つ
て
こ
の
神
社
は
、
先
ほ
ど
の
図
‐
３
の
京

浜
急
行
の
終
点
穴
守
駅
を
降
り
て
す
ぐ
の
処
に
鎮

座
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
参
道
の
中
ほ
ど
に
あ
っ

た
「
横
山
せ
ん
べ
い
店
」
で
生
ま
れ
育
っ
た
横
山

宗
一
郎
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

写真 ‐8　羽田猟師町（横山宗一郎撮影、昭和 31 年）

写真 ‐9　現在の穴守稲荷神社

写真 ‐10 穴守稲荷神社の絵葉書
（スタンプの日付は明治 43 年）
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『
昼
間
は
善
男
善
女
で
賑
わ
う
穴
守
の
門
前
町
は
、
夜
に
な
れ
ば
名
入
り
の
献
灯
に

火
が
灯
り
、
芸
者
の
三
味
と
太
鼓
が
響
く
な
ま
め
か
し
い
町
に
変
わ
る
。
…　

花
柳
界

言
葉
や
縁
起
を
か
つ
ぐ
し
き
た
り
な
ど
、
中
学
生
の
私
に
は
興
味
深
か
っ
た
。　

昭
和
六
年
の
夏
、
穴
守
稲
荷
の
裏
手
に
民
間
飛
行
場
が
で
き
た
。
正
式
名
は
東
京
飛

行
場
だ
っ
た
が
、
私
た
ち
は
羽
田
に
で
き
た
飛
行
場
だ
か
ら
羽
田
飛
行
場
だ
と
自
慢
に

し
て
い
た
。』

突
然
の
立
ち
退
き
命
令

昭
和
二
〇
年
八
月
十
四
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
日
本
は
、
八
月
一
五
日
に

無
条
件
降
伏
し
ま
し
た
。
八
月
二
八
日
に
は
連
合
国
軍
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
厚
木
に

到
着
し
、
た
だ
ち
に
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
九
月
一
三
日
に
は

羽
田
の
東
京
飛
行
場
の
引
き
渡
し
を
申
し
入
れ
、
二
一
日
に
は
海
老
取
川
以
東
の
住
民

に
対
し
、
四
八
時
間
以
内
の
立
ち
退
き
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

当
時
、
対
象
と
な
っ
た
住
民
は
鈴
木
町
、
穴
守
町
、
江
戸
見
町
の
三
つ
の
約

一
二
〇
〇
世
帯
、
三
〇
〇
〇
人
余
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
蒲
田
区
長
か
ら
「
緊
急
命
令

ニ
依
リ
立
退
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
」
と
い
う
一
片
の
家
屋
立
退
証
明

書
が
発
行
さ
れ
た
だ
け
で
し
た
。

当
時
の
模
様
を
古
老
た
ち
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
（『
空
港
の
と
な
り
町　

羽
田
』）。

『
駐
在
が
進
駐
軍
に
呼
ば
れ
て
、
す
ぐ
帰
っ
て
き
て
、
今
晩
六
時
か
ら
強
制
疎
開
だ

よ
と
。
だ
か
ら
早
く
荷
物
を
片
付
け
た
方
が
い
い
よ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か

ら
、
今
度
灯
台
官
舎
の
そ
ば
の
倉
庫
の
見
張
り
台
へ
上
が
っ
て
、
今
み
た
い
に
マ
イ
ク

が
な
い
か
ら
メ
ガ
ホ
ン
で
ど
な
っ
た
ん
で
す
よ
。』

『
最
初
は
、
二
四
時
間
で
立
ち
退
け
と
言
っ
た
ん
だ
よ
。
町
会
の
連
中
が
、
進
駐
軍

に
も
う
少
し
時
間
を
く
れ
な
い
か
、
な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
、
と
ち
ょ
っ
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。』

『
穴
守
の
町
は
空
襲
で
焼
け
野
原
と
化
し
て
い
た
。
父
と
母
と
三
人
で
バ
ラ
ッ
ク
を
建

て
て
ホ
ッ
と
し
た
矢
先
、
進
駐
軍
か
ら
の
緊
急
立
ち
退
き
命
令
が
伝
達
さ
れ
た
。
移
転

は
九
月
二
一
日
と
二
二
日
の
昼
間
だ
け
と
い
う
。
私
た
ち
は
夢
中
で
焼
け
残
っ
た
荷
物

を
ま
と
め
る
と
、
海
老
取
川
を
渡

っ
た
。
さ
い
わ
い
羽
田
猟
師
町
に

は
小
学
校
の
同
級
生
が
多
く
、
あ

れ
こ
れ
親
身
に
な
っ
て
世
話
し
て

く
れ
た
お
か
げ
で
、
や
っ
と
家
業

の
せ
ん
べ
い
屋
を
再
開
す
る
こ
と

が
で
き
た
。』

　

稲
荷
橋
を
渡
っ
た
す
ぐ
の
処
に

あ
っ
た
穴
守
稲
荷
神
社
の
大
鳥

居
だ
け
は
取
り
壊
さ
れ
ず
に
、
空

港
の
入
り
口
に
今
も
建
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
「
東
京
国
際
空
港

記
念
建
造
物　

羽
田
平
和
の
大
鳥

居
」
と
題
す
る
こ
ん
な
説
明
板
が

立
っ
て
い
ま
す
。

　
『
羽
田
空
港
１
丁
目
２
丁
目
、

こ
の
地
は
、
大
田
区
指
定
文
化
財
鈴
木
新
田
跡
（
史
跡
）
と
な
っ
て
い
る
歴
史
あ
る
場

所
で
す
。
此
処
に
、
平
和
の
大
鳥
居
が
位
置
付
け
ら
れ
て
有
る
の
で
す
。
鳥
居
は
こ
の

地
の
守
り
神
で
あ
り
、
こ
の
地
の
歴
史
と
文
化
を
も
伝
え
て
い
る
羽
田
の
シ
ン
ボ
ル
で

す
。』

江
戸
前
漁
業
の
終
焉

水
産
庁
に
長
く
勤
め
ら
れ
た
長
崎
福
三
氏
は
、

そ
の
著
『
魚
食
の
民
‐
日
本
民
族
と
魚
‐
』（
北
斗
書
房
、
昭
和
五
六
年
）
の
中
で
、

羽
田
浦
を
含
め
た
江
戸
前
の
漁
業
の
終
焉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
説
し
て
い
ま
す
。

　
『
戦
時
中
お
よ
び
戦
後
の
一
時
期
は
、
漁
業
活
動
が
低
下
し
生
産
量
も
減
少
し
た
。

一
方
、
都
市
の
荒
廃
と
工
業
活
動
の
停
止
の
た
め
海
の
水
は
著
し
く
清
浄
化
さ
れ
た
。

そ
し
て
他
産
業
に
さ
き
が
け
て
漁
業
は
急
速
に
復
活
し
、
昭
和
二
五
年
に
は
漁
獲
量
は

一
万
八
〇
〇
〇
ト
ン
に
達
し
、
そ
の
後
も
年
々
伸
び
続
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら

写真 ‐11　稲荷橋と羽田平和の大鳥居
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諸
産
業
も
芽
を
ふ
き
は
じ
め
、
工
場
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。
昭
和
二
四
年
の
港
湾
法
制

定
以
後
、
東
京
港
の
拡
充
は
急
速
に
進
め
ら
れ
、
沿
岸
周
辺
の
工
場
の
活
発
化
と
共
に

再
び
水
質
の
変
化
が
目
に
見
え
は
じ
め
た
。

昭
和
三
〇
年
頃
に
は
す
で
に
打
瀬
、
桁
網
な
ど
の
漁
業
が
姿
を
消
し
、
品
川
湾
の

目
玉
商
品
で
あ
る
の
り
の
養
殖
も
不
作
年
が
続
発
し
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
の
り

漁
場
は
し
だ
い
に
沖
合
に
移
動
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
大
森
地
域
の
あ
さ
り
、
は
ま

ぐ
り
、
羽
田
洲
の
各
種
貝
類
は
も
と
よ
り
江
戸
川
沖
、
葛
西
の
三
枚
洲
で
す
ら
、
は
ま

ぐ
り
の
減
少
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
三
一
年
に
公
布
さ
れ
た
首
都
圏

整
備
法
は
漁
業
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
港
お
よ
び
港
湾
区
域
の
拡
張
・
整
備

の
た
め
昭
和
四
五
年
を
目
途
と
し
て
四
四
四
〇
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
埋
立
が
計
画
さ
れ

た
。
こ
れ
は
内
湾
漁
業
が
姿
を
消
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
…　

昭
和
三
七
年
十
二
月
を
以
っ
て
、
内
湾
漁
業
は
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に

設
定
さ
れ
て
い
た
漁
業
権
漁
業
は
抹
殺
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
海
で
生
ま
れ
た
あ

さ
く
さ
の
り
の
養
殖
用
の
そ
だ
も
三
八
年
以
降
姿
を
消
し
、
あ
さ
り
、
は
ま
ぐ
り
も
自

然
放
任
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
内
湾
地
区
に
一
七
組
合
、
組
合
員
数
に
し
て
ま
だ
約

五
〇
〇
〇
名
の
漁
夫
が
い
た
が
、
四
〇
年
度
に
は
一
二
組
合
が
解
散
し
た
。

か
つ
て
豊
饒
な
海
で
あ
っ
た
品
川
湾
は
、
こ
う
し
て
そ
の
漁
場
と
し
て
の
歴
史
を
閉

じ
た
こ
と
に
な
る
。』

時
な
ら
ぬ
漁
業
補
償
問
題

　

そ
の
後
の
羽
田
飛
行
場
の
拡
張
工
事
に
当
た
っ
て
の
様
々
な
人
間
模
様
を
、
綿
密
な

取
材
を
基
に
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
タ
ッ
チ
で
描
い
た
『
羽
田
空
港
物
語
‐
極
限
に
挑
む
技
術

者
た
ち
‐
』（
上
之
郷
利
昭
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
海
域
の
漁

業
補
償
問
題
は
、
実
際
に
は
複
雑
に
長
く
尾
を
引
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
問
題
は
、
新
Ａ
滑
走
路
突
端
の
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
埋
立
予
定
地
で
し
た
。
こ
の
海

域
の
漁
業
権
は
、
当
時
か
ら
数
え
て
二
〇
年
前
に
補
償
と
引
き
替
え
に
放
棄
さ
れ
て
い

た
は
ず
な
ん
で
す
が
、
そ
の
後
も
あ
さ
り
漁
や
は
え
な
わ
漁
で
生
計
を
立
て
て
い
る
漁

業
関
係
者
が
か
な
り
い
た
ん
で
す
。
…

東
京
都
と
地
元
の
漁
民
や
漁
業
関
連
団
体
と
の
間
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て

い
た
の
は
、
都
が
廃
棄
物
埋
め
立
て
の
た
め
の
環
境
整
備
基
金
を
積
み
、
そ
の
利
子
を

財
源
に
浅
場
委
員
会
を
発
足
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。』　

『
当
時
、
東
京
都
が
行
な
お
う
と
し
て
い
た
浅
場
事
業
は
、
羽
田
空
港
の
外
周
護
岸

約
七
㎞
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
浅
場
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
、
羽
田
沖

埋
立
地
の
拡
張
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
自
然
環
境
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

干
潮
時
に
は
護
岸
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
干
潟
が
で
き
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
。

河
口
に
近
い
干
潟
の
生
命
活
動
の
活
発
さ
は
陸
の
畑
以
上
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、

ア
サ
リ
や
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
稚
貝
を
放
流
し
て
、
わ
か
め
の
藻
場
を
造
る
こ
と
で
、
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
豊
富
な
海
を
造
り
あ
げ
、
ア
ナ
ゴ
や
カ
レ
イ
、
ハ
ゼ
、
ガ
ザ
ミ
と
い
っ

た
魚
介
類
の
生
息
に
も
適
し
た
環
境
を
造
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
…
』

『
羽
田
の
場
合
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
権
利
の
主
張
者
側
に
有
利
で
あ
っ
た
。
な
に
せ
、

い
っ
た
ん
漁
業
補
償
を
し
た
は
ず
の
東
京
都
自
身
が
自
ら
の
手
で
再
び
漁
業
権
を
生
じ

さ
せ
る
よ
う
な
施
策
を
推
進
し
て
お
り
、
し
か
も
「
沖
合
い
展
開
」
が
開
始
さ
れ
る
ま

で
の
長
い
間
、
建
設
残
土
投
棄
場
周
辺
に
お
け
る
漁
業
を
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
漁
礁
を
造
っ
た
り
、
稚
魚
を
放
流
す
る
作
業
を
、
漁
業
組
合
に

委
託
し
て
行
な
わ
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
消
滅
し
た
は
ず
の
漁
業
権
の
復
活
を
間
接
的
な

が
ら
認
め
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。』

そ
う
言
え
ば
、
羽
田
の
七
曲
の
六
郷
川
沿
い
に
羽
田
漁
業
協
同
組
合
の
看
板
を
掲

げ
た
建
物
が
建
っ
て
い
ま
し
た
し
、
ま
た
、
穴
守
稲
荷
神
社
に
至
る
商
店
街
で
も
こ
の

漁
協
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
飲
食
店
を
幾
つ
か
見
か
け
ま
し

た
。
新
鮮
な
江
戸
前
の
魚
介
類
（
ア
ナ
ゴ
や
ア
サ
リ
な
ど
）
を
う
た
い
文
句
に
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

参
考
文
献
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

「
大
田
の
史
話
」
大
田
区

「
大
田
の
史
話　

そ
の
２
」
大
田
区

「
羽
田
の
漁
師
」
ぬ
ぶ
ん
児
童
図
書
出
版

「
羽
田
の
空
に
飛
行
機
が
と
ん
だ
」
ぬ
ぶ
ん
児
童
図
書
出
版
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「
東
京
さ
わ
や
か
散
歩
」
山
と
渓
谷
社

探
訪
余
話

戦
時
中
、
第
八
航
空
教
育
隊
に
入
隊
し
陸
軍
魁

隼
特
別
攻
撃
隊
員
で
あ
っ
た
三
田
鶴
吉
氏
が
書
か
れ
た
『
立
川
飛
行
場
物
語
』（
西
武
新

聞
社
、
一
九
八
三
年
）
に
、「
日
本
飛
行
学
校
創
立　

大
師
河
原
・
三
本
よ
し
に
産
声
」

の
項
が
あ
り
ま
す
。「
三
本
よ
し
」
と
は
、
図
‐
３
の
左
上
に
飛
行
機
と
格
納
庫
が
描
か

れ
て
い
る
「
三
本
葭
」
の
こ
と
で
す
。
羽
田
の
地
に
誕
生
し
た
「
日
本
飛
行
学
校
」
の
設

立
の
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
そ
の
（
大
正
五
年
）
頃
、
友
野
直
二
さ
ん
と
い
う
資
産
家
が
、
航
空
機
発
達
の
基
で

あ
る
発
動
機
の
研
究
に
当
時
の
金
で
三
万
数
千
円
も
注
ぎ
こ
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
友
野

さ
ん
が
飛
行
機
の
製
作
と
飛
行
士
の
育
成
は
不
可
分
で
あ
る
と
考
え
、
自
動
車
学
校
（
蒲

田
海
岸
の
干
潟
に
立
地
）
の
相
場
有
さ
ん
（
栃
木
県
の
資
産
家
の
生
ま
れ
）
に
飛
行
学
校

の
創
立
を
呼
び
か
け
た
の
で
す
。

日
本
飛
行
機
製
作
所
専
属
飛
行
学
校
、
つ
ま
り
日
本
飛
行
学
校
で
す
。
格
納
庫
と
飛
行

場
の
場
所
は
多
摩
川
河
口
の
通
称
「
大
師
河
原
三
本
葭
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ま
の
羽

田
空
港
名
物
の
赤
い
鳥
居
の
あ
る
付
近
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
鳥
居
が
な
ん
の
鳥
居
か

知
ら
ぬ
人
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
穴
守
神
社
の
も
の
で
、
羽
田
の
海
岸
の
古
い
社
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
穴
守
稲
荷
の
境
内
続
き
に
「
か
な
め
館
」
と
い
う
古
い
料
亭
が
あ
り
、

石
関
さ
ん
と
い
う
古
い
土
地
の
名
望
家
が
こ
の
付
近
一
帯
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

石
関
さ
ん
は
相
場
さ
ん
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
て
、
相
場
さ
ん
が
将
来
の
交
通
は
航

空
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
話
し
ま
す
と
「
私
も
そ
う
思
う
。
私
の
も
の
は
な
ん
で
も
使
い

な
さ
い
、
建
物
も
ど
ん
ど
ん
使
い
な
さ
い
」
と
励
ま
し
て
く
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
し
て
「
か
な
め
館
」
を
事
務
所
と
し
て
工
場
も
つ
く
り
、
教
室
と
寄
宿
舎
に
も
あ
て

て
、
日
本
最
初
の
飛
行
学
校
の
認
可
申
請
書
を
東
京
府
の
教
育
局
へ
提
出
す
る
ま
で
に
進

ん
だ
の
で
す
。
そ
し
て
、
若
冠
二
十
歳
半
ば
の
相
羽
さ
ん
が
校
長
に
な
っ
た
の
で
す
（
大

正
五
年
八
月
創
立
）。
…

そ
の
こ
ろ
の
飛
行
機
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
式
と
い
う
複
葉
の
練
習
機
で
、
プ
ロ
ペ
ラ
も
ゆ
る

い
Ｓ
字
形
の
も
の
、
二
十
五
馬
力
全
長
六
メ
ー
ト
ル
、
自
重
三
百
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
小

型
機
で
し
た
が
、
三
千
八
百
円
ぐ
ら
い
し
ま
し
た
の
で
、
学
校
経
営
も
容
易
な
ら
ざ
る
も

の
で
し
た
。

大
正
六
年
九
月
末
ご
ろ
か
ら
全
国
的
に
降
り
続
い
た
雨
は
十
月
一
日
に
暴
風
雨
と
な

っ
て
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
日
、
東
京
湾
一
帯
を
襲
っ
た
高
潮
は
飛
行

機
も
格
納
庫
も
全
部
流
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
…　

こ
の
高
潮
は
民
間
の
飛
行
学

校
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
で
、
真
に
手
痛
い
天
災
で
あ
り
ま
し
た
。
…

相
羽
校
長
は
、
自
動
車
学
校
に
力
を
入
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
自
動
車
輸
入
な
ど
も
手

が
け
な
が
ら
、
飛
行
機
講
義
録
と
発

動
機
実
習
だ
け
で
切
り
抜
け
、
大
正

十
年
に
自
動
車
学
校
に
航
空
科
を
併

設
し
、
日
本
飛
行
学
校
の
再
興
を
図

り
ま
し
た
。

…　

か
く
し
て
、
大
正
一
二
年
六

月
に
東
京
府
立
川
村
の
立
川
飛
行
場

の
一
角
に
移
転
は
し
ま
し
た
が
、
日

本
飛
行
学
校
は
再
生
し
た
の
で
す
。

…
羽
田
に
あ
っ
た
こ
の
日
本
飛
行
学

校
跡
地
が
羽
田
空
港
の
も
と
に
な
り
、

そ
の
礎
を
き
づ
い
た
の
が
相
羽
有
さ

ん
を
中
心
と
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
。』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
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地
田
） 写真 ‐12　複葉の練習機




