
佐
多
の
走
っ
た
道
と
住
ん
だ
家

井
汲

明
夫

は
じ
め
に

こ
れ
か
ら
検
討
す
る
問
題
は
、
本
来
な
ら
ば
佐
多
稲
子
研
究
会

の
同
人
誌
『
く
れ
な
い
』
に
寄
稿
す
べ
き
な
の
だ
が
、
『
く
れ
な

い
』
は
近
い
う
ち
に
発
刊
さ
れ
そ
う
に
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
か

ら
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
『
く
れ
な
い
』

11号 （
１
）に
「
佐
多
の
走
っ

た
道
」
に
関
し
て
大
変
問
題
の
あ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

関
心
の
あ
る
人
に
は
、
な
る
べ
く
早
く
事
実
を
知
っ
て
頂
き
た
い

と
の
思
い
か
ら
、
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い
た （
２
）。

「
佐
多
の
走
っ
た
道
」
と
い
う
の
は
佐
多
稲
子
の
最
も
親
し
ま

れ
て
い
る
自
伝
的
作
品
『
私
の
東
京
地
図 （
３
）』
全

12話
中
の
第

11話

「
表
と
裏 （
４
）」
で
語
ら
れ
て
い
る
、
現
在
の
北
区
上
十
条
に
住
ん
だ

時
代
の
あ
る
「
事
件
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
に
そ
う

言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
私
が
仮
に
そ
う
呼
ん
で
い
る
に
過
ぎ

な
い
。

『
私
の
東
京
地
図
』
に
関
し
て
は
、
一
九
七
〇
、
七
一
年
に
三

回
と
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
九
回
（
後
者
は
そ
れ
ぞ

れ
に
下
見
も
行
っ
て
い
る
）
、
佐
多
稲
子
研
究
会
の
人
々
を
中
心

に
文
学
散
歩
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
様
子
に
付
い
て
は
、
『
く
れ
な

い
』
２
、
３
号 （
５
）、
及
び

11号 （
６
）に
地
図
や
写
真
と
共
に
詳
し
く
書
か

れ
て
い
る
。
七
〇
年
代
の
第
一
次
の
文
学
散
歩
に
は
佐
多
本
人
が
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同
行
し
て
お
り
、
向
島
の
探
索
に
関
し
て
は
、
佐
多
自
身
が
『
作

品
の
事
実
調
べ （
７
）』
と
い
う
随
筆
に
書
い
て
も
い
る
。

以
前
私
は
こ
の
２
号
の
文
学
散
歩
が
、
本
文
、
地
図
共
に
、
地

理
的
な
正
確
さ
に
お
い
て
可
成
り
問
題
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と

に
簡
単
に
触
れ
た （
８
）が
、

11号
掲
載
の
「
『
私
の
東
京
地
図
』
文
学

散
歩
」
は
、
か
つ
て
２
、
３
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
文
学
散
歩
」
に

比
し
て
、
本
文
、
添
付
地
図
共
に
地
理
的
に
は
よ
り
正
確
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
手
書
き
で
は
あ
る
が
地
図

と
本
文
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
む
と
、
細
部
で
は
疑
問
点

が
残
る
と
は
い
え
概
ね
納
得
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
⑧
十
条
、
王
子
」
の
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
佐
多

の
走
っ
た
道
」
に
関
し
て
は
、
本
文
、
地
図
共
に
全
く
納
得
し
兼

ね
る
も
の
で
、
も
と
も
と
は
こ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
調
べ
始
め
た
の
が
切
っ
掛
け
な
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
、
走
り

出
す
出
発
点
と
な
っ
た
当
時
の
家
の
場
所
を
確
定
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
３
号
で
示
さ
れ
て
い
る
、
第
一
と
第
二
の
家
の
住
所
に

関
し
て
も
看
過
出
来
な
い
疑
問
が
湧
い
て
来
た
。
述
べ
る
順
序
と

し
て
は
、
出
発
点
で
あ
る
「
住
ん
だ
家
」
か
ら
先
に
確
定
し
た
方

が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

一
、
佐
多
の
住
ん
だ
家

佐
多
が
現
在
の
北
区
十
条
界
隈
で
住
ん
だ
家
は
三
カ
所
あ
っ
た

が
、
３
号
に
記
さ
れ
て
い
る
時
期
に
関
し
て
は
幾
つ
か
の
疑
問
点

が
あ
り
、
年
譜
等
か
ら
は
以
下
の
通
り
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。

①
第
一
の
家
…
一
九
二
八
年
四
月
か
ら
翌
年
の
九
月
頃
ま
で

②
第
二
の
家
…
一
九
二
九
年
九
月
頃
か
ら
一
九
三
一
年
春
頃

ま
で

③
第
三
の
家
…
一
九
三
一
年
春
頃
か
ら
一
九
三
二
年
五
月
ま

で （
９
）

添
付
の
「
地
図
上
に
明
示
さ
れ
て
い
る
住
所
表
示
は
文
学
散
歩

当
時
の
も
の （

�）」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
調
べ
て

お
い
て
出
か
け
た
の
で
は
な
く
、
文
学
散
歩
の
際
に
佐
多
が
認
定

し
た
場
所
の
住
所
を
記
載
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の

手
書
き
の
地
図
を

�と
し
て
再
掲
し
て
お
く （

�）が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
①
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上
十
条
１
―

15」「
②
上
十
条
１
―
４
」「
③
中
十
条 （

�）２
―

17―

13」

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
第
一
の
家
、

第
二
の
家
の
住
所
に
つ
い
て
は
疑
念
が
あ
る
。
位
置
に
関
し
て
は

地
図

�は
基
本
的
に
は
本
文
に
照
応
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は

問
題
は
な
い （

�）。

第
一
の
家
に
関
し
て
は
「
表
と
裏
」
に
は
、
十
条
の
「
駅
の
す

ぐ
南
側
の
線
路
を
横
切
っ
て
い
る
道
は
、
王
子
か
ら
こ
こ
を
通
っ

て
志
村
へ
抜
け
て
い
る
。
…
…
戦
争
中
に
こ
の
通
り
も
広
い
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
道
に
な
っ
た
が
、
私
の
い
た
頃
、
…
…
そ
れ
は
、
両
側

の
店
や
か
ら
お
互
い
に
手
を
出
せ
ば
そ
の
手
が
つ
な
げ
そ
う
な
泥

の
道
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
朝
夕
の
時
間
ど
き
暫
く
の
間
は
、
こ
の

道
は
火
工
廠 （

�）へ
の
行
き
帰
り
の
人
で
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ

た
。」
と
描
か
れ
、「
こ
の
道
の
中
ほ
ど
の
左
手
に
あ
っ
た
葉
茶
屋

の
う
し
ろ
側
に
、
私
の
住
ん
で
い
た
一
廓
の
長
屋
が
あ
っ
た （

�）」
と

の
こ
と
で
あ
る
。

佐
多
が
同
行
し
た
３
号
で
は
、
大
体
同
じ
部
分
を
引
用
し
た
後
、

「
踏
切
を
渡
り
王
子
の
方
に
向
か
っ
て
…
…
最
初
の
細
い
通
り
を

横
切
る
と
…
…
そ
の
並
び
に
、
…
…

�葉
茶
屋

�と
お
も
わ
れ
る

お
茶
屋
が
あ
る
。
…
…
『
こ
う
い
っ
た
感
じ
の
店
よ
！
』
と
佐
多

氏 （

	）」
と
、
「
こ
の
道
の
中
ほ
ど
」
と
い
っ
て
も
踏
切
か
ら
可
成
り

近
か
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
地
図
に
示
さ
れ
た
「
①
第
一

の
家
、
葉
茶
屋
の
裏
上
十
条
１
―

15」
の
印
の
位
置
も
文
章
か

ら
想
定
さ
れ
る
位
置
に
お
お
よ
そ
照
応
す
る
。
踏
切
か
ら
一
、
二

分
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
、
北
区
上
十

条
１
丁
目

15番
は
さ
ら
に
北
に
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
奥
に

あ
り
、
そ
こ
に
「
駅
の
す
ぐ
南
側
の
線
路
を
横
切
っ
て
…
…
火
工

廠
へ
の
行
き
帰
り
」
に
通
る
道
が
あ
っ
た
筈
が
な
く
、
①
の
印
の

付
け
ら
れ
た
あ
た
り
の
住
所
と
す
る
の
に
は
相
当
無
理
が
あ
る
。

「
上
十
条
１
―

15」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、「
表
と
裏
」
や

３
号
の
記
述
を
見
る
と
、
こ
の
踏
切
か
ら
火
工
廠
へ
と
向
か
う

「
泥
の
道
」
は
、
現
在
の
道
路
と
ほ
ぼ
平
行
す
る
道
の
よ
う
な
印

象
を
与
え
る
。
し
か
し
一
九
二
八
年 （


）や
三
〇
年 （

�）の
地
図
を
見
る
と
、

こ
の
狭
い
「
泥
の
道
」
は
、
数
年
後
に
造
ら
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

の
軍
用
道
路 （

�）、
現
在
の
都
道
四
五
五
号
の
道
幅
に
含
ま
れ
て
し
ま

う
程
の
狭
い
範
囲
内
で
く
ね
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
踏

切
は
現
在
の
踏
切
の
南
側
の
歩
道
あ
た
り
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
左

（
北
）
に
ゆ
っ
く
り
と
曲
が
り
な
が
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
程
王
子
の

方
に
向
か
う
と
、
今
も
あ
る
線
路
の
方
か
ら
北
上
し
て
来
る
小
路

佐多の走った道と住んだ家（4） 117



と
出
合
い
さ
ら
に
東
に
向
か
い
、
都
道
を
横
切
っ
て
北
側
の
歩
道

に
出
た
あ
た
り
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
は
現
在
の
道
に
沿
っ
た
後
、

再
び
ゆ
っ
た
り
と
く
ね
り
な
が
ら
都
道
を
横
切
る
よ
う
に
火
工
廠

へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
北
側
の
歩
道
に
出
た
あ
た
り
、
現
在

の
上
十
条
１
―

19に
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
北
に
入
る
一
見
袋
小
路

風
の
込
み
入
っ
た
小
路
が
今
で
も
あ
る
。
「
表
と
裏
」
に
描
か
れ

て
い
る
、
小
さ
な
商
店
の
並
ぶ
「
こ
の
道
の
中
ほ
ど
の
左
手
に
あ
っ

た
葉
茶
屋
」
は
、
「
表
と
裏
」
や
３
号
の
記
述
か
ら
も
、
こ
の
緩

や
か
に
曲
が
っ
た
道
筋
の
、
駅
か
ら
そ
う
遠
く
は
な
い
範
囲
内
に

あ
り
、
最
初
の
小
路
と
出
合
う
あ
た
り
か
ら
先
で
あ
ろ
う
。
佐
多

は
緩
や
か
に
曲
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
ま
で
は
書
い
て
い
な
い
。

葉
茶
屋
の
あ
っ
た
の
は
「
こ
の
道
の
中
ほ
ど
」
で
あ
っ
て
踏
切

の
直
ぐ
近
く
で
は
な
い
。
他
方
で
は
、
第
二
の
家
は
第
一
の
家
よ

り
も
「
火
工
厰
へ
寄
っ
た
横
町 （

�）」
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
第
二
の
家
へ
は
後
述
の
よ
う
に
、
現
上
十
条
１
―
４
の
都
道

の
角
に
、
佐
多
の
住
ん
で
い
た
当
時
か
ら
あ
っ
た
八
百
屋
「
八
百

市 （

�）」
の
脇
の
横
町
を
入
っ
て
行
く
。
「
八
百
市
」
の
あ
る
小
さ
な

十
字
路
の
北
西
側
斜
め
向
い
が
上
十
条
１
―

21で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
葉
茶
屋
は
、
最
初
の
小
路
と
出
合
う
あ
た
り
か
ら
上
十
条
１
―

19、

20、
せ
い
ぜ
い

21の
西
寄
り
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。

更
に
詳
細
に
「
表
と
裏
」
の
記
述
を
見
る
と
「
私
の
い
た
長
屋

は
葉
茶
屋
の
う
ら
に
三
方
か
ら
向
い
合
っ
て
建
」
ち
「
空
地
を
囲

ん
で
い
た
。
私
の
入
っ
た
家
は
、
右
手
の
と
っ
つ
き
だ
っ
た
の
で
、

葉
茶
屋
の
台
所
に

�っ
つ
い
て
い
た （

�）。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
長
屋

は
既
存
の
小
路
か
ら
入
っ
た
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
表
通
り

に
面
し
た
葉
茶
屋
の
、
左
手
脇
か
ら
入
っ
た
空
地
を
囲
ん
で
い
た
、

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
の
長
屋
の
あ
た
り
は
、「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
を
作
る
と
き
、
…
…

ロ
ー
ラ
で
平
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う （

�）」
と
観
念
し
て

は
い
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
３
号
の
散
歩
の
際
に
は
感
じ
の
良
く

似
た
葉
茶
屋
が
見
つ
か
り
「
こ
の
葉
茶
屋
の
横
手
に
一
間
程
の
小

路
が
あ
り （

�）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
各
年
代
の
住
宅
地

図
を
見
る
と
、
一
九
七
〇
年
以
前
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
頃
ま

で
、
現

19番
９
号
に
「
香
楽
園
茶
舗
」
と
い
う
お
茶
屋
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
が
そ
の
茶
屋
で
あ
ろ
う （

�）。

19番
に
あ
る
小

路
の
角
か
ら
西
に
三
軒
目
で
あ
る
。

一
行
は
第
一
の
家
は
こ
の
小
路
を
入
っ
た
あ
た
り
で
は
と
見
当
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を
付
け
た
の
に
「
ど
う
し
た
分
け
か
、
私
達
は
こ
の
小
路
に
一
歩

も
踏
み
入
れ
ず
、
『
フ
ウ
フ
ウ
ム
…
…
』
と
腕
組
み
し
て
通
り
過

ぎ
て
し
ま
っ
た
。
…
…
佐
多
氏
の
白
い
足
袋
が
さ
っ
と
次
の
目
的

地
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た （

�）。
」
と
、
何
か
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
気

押
さ
れ
て
立
ち
去
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
そ
う
そ
う
こ

う
い
っ
た
感
じ
だ
っ
た
わ
あ
！
」
と
佐
多
自
身
が
言
っ
た
に
も
拘

ら
ず
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
こ
の
「
香
楽
園
茶
舗
」
が
「
表
と
裏
」
に
記
さ
れ

た
葉
茶
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
同
様
の
小
路
は
、
地

図

�に
記
さ
れ
た
あ
た
り
、
現
在
の
、
上
十
条
１
丁
目

19番
か
ら

21番
に
か
け
て
の
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
間
に
、
先
に
述
べ
た
小
路

を
含
め
三
本
あ
る
。

21番
に
あ
る
袋
小
路
は
、
記
述
か
ら
見
る
と

八
百
市
に
近
す
ぎ
る
。

こ
の
三
本
と
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「
一
歩
で
も

踏
み
入
れ
る
と
、
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
た
て
て
崩
れ
そ
う
」
な
雰
囲
気

を
現
在
で
も
多
少
持
っ
て
い
る
が
、
右
の

19番
に
あ
る
小
路
と
、

20番
と

21番
の
境
目
に
あ
る
小
路
は
一
九
〇
九
年
以
前
か
ら
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
当
時
か
ら
袋
小
路
で
は
な
い （

�）。

一
九
三
〇
年
の
、
地
図

�の
原
図
に
は
大
字
下
十
條 （

�）字
仲
道
一

〇
八
六
番
の
東
寄
り
か
ら
左
斜
め
に
奥
に
入
る
小
さ
な
袋
小
路
と

思
わ
れ
る
も
の
が
手
書
き
の
よ
う
に
描
き
足
さ
れ
て
い
る
が
、

「
表
と
裏
」
や
３
号
の
右
の
記
述
か
ら
は
こ
の
袋
小
路
の
す
ぐ
右

手
が
葉
茶
屋
で
、
奥
の
右
手
に
佐
多
の
入
っ
た
長
屋
が
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る （

�）。

こ
の
袋
小
路
が
、
そ
の
ま
ま
延
長
し
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、

現
在

19番
と

20番
の
境
目
に
あ
る
、
入
口
の
部
分
が
可
成
り
狭
く
、

奥
が
少
し
広
く
な
っ
て
い
る
小
路
へ
と
変
形
し
て
行
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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同
時
期
の
一
九
二
九
年
の
陸
地
測
量
部
の
一
万
分
一
地
図 （

�）で
は
、

地
図

�の
「
原
」
の
字
の
す
ぐ
左
（
西
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ

の
袋
小
路
は
、
小
路
で
は
な
く
可
成
り
細
長
い
空
地
で
あ
り
、
そ

の
奥
に
小
路
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り （

�）こ
の
よ
う
な

空
地
や
小
路
は
こ
れ
よ
り
以
前
の
地
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い （

�）。

空
中
写
真
の
利
用
な
の
で
、
地
上
で
外
か
ら
見
れ
ば
袋
小
路
で
も
、

個
人
の
敷
地
内
を
通
り
抜
け
る
よ
う
な
私
道
や
空
地
も
普
通
の
小

路
や
空
地
と
判
断
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
お
一
九
三
六

年
撮
影
の
空
中
写
真 （

�）の
同
じ
場
所
を
拡
大
し
て
見
る
と
、
細
部
は

識
別
出
来
な
い
が
地
図
で
は
空
地
と
な
っ
て
い
る
少
な
く
と
も
南

半
分
は
写
真
で
も
空
地
と
判
断
さ
れ
る
。
写
真
で
は
入
口
の
西
の

部
分
が
建
物
で
少
し
狭
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
地
図
で
も
ほ

ん
の
わ
ず
か
な
が
ら
す
ぼ
ん
だ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

地
図

�の
斜
め
に
入
る
袋
小
路
と
同
一
の
地
点
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
北
半
分
は
空
地
に
並
木
か
、
空
地
で
は
な
く
細
長
い
建
物
が

あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
判
別
出
来
な
い
。
但
し
こ
の
時
に
は
既

に
、
先
に
触
れ
た
軍
用
道
路
の
工
事
も
進
ん
で
い
る
の
で
、
一
九

二
九
年
当
時
か
ら
は
可
成
り
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
し
、

こ
の
空
地
の
東
西
に
建
物
が
あ
る
ら
し
い
事
は
分
か
る
が
詳
細
ま

で
は
識
別
出
来
な
い
。

先
の
「
私
の
い
た
長
屋
は
葉
茶
屋
の
う
ら
に
三
方
か
ら
向
い
合
っ

て
建
」
ち
「
空
地
を
囲
ん
で
い
た
」
と
の
記
述
か
ら
、
長
屋
は
空

地
の
東
西
と
北
の
三
辺
を
囲
む
よ
う
に
建
っ
て
い
た
と
読
め
る
が
、

も
し
地
図

�に
あ
る
空
地
の
南
半
分
が
こ
の
空
地
だ
と
す
る
と
、

上
の
航
空
写
真
と
合
わ
せ
て
判
断
す
る
と
、
川
の
字
の
真
ん
中
の

一
本
が
上
に
大
き
く
ズ
レ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
三
軒
は
平
行
し
て

建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。

こ
の
「
空
地
」
の
西
側
の
一
部
が
、
現
在
の
上
十
条
１
丁
目

20

番
と

19番
と
の
境
の
小
路
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

20番
の
角
の

家
の
東
隣
あ
た
り
に
葉
茶
屋
が
あ
り
、
そ
の
裏
手
に
佐
多
の
住
ん

だ
長
屋
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
先
の
推
測
と
矛
盾
が
な
く
、
佐
多

の
記
憶
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
逆
に
こ
こ
以
外
に
「
表
と
裏
」
や

３
号
の
記
述
に
合
う
よ
う
な
場
所
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
第
一
の
家
は
、
葉
茶
屋
が
あ
っ
た
位
置

で
も
確
定
さ
れ
な
い
限
り
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
小
路

を
少
し
北
に
入
っ
た

20番
側
の
少
し
東
奥
あ
た
り
、
上
十
条
１
丁

目

20番
５
号
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
佐
多
の
住
ん
で
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い
た
長
屋
の
あ
た
り
は
「
ロ
ー
ラ
で
平
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」

訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
住
居
表
示
導
入 （

�）前
の
１
丁
目

19番
と

20番
の
大
半
は

「
上
十
篠
一
丁
目
十
五
番
地 （

�）」
で
あ
る
。
余
り
に
慌
た
だ
し
く
通

り
過
ぎ
た
の
で
、
地
図
作
成
者
は
旧
住
所
を
残
し
た
ま
ま
の
家
の

表
札
か
何
か
を
見
て
、
よ
く
確
認
し
な
い
ま
ま
第
一
の
家
の
住
所

と
し
て
記
録
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
七
一
年
頃
に
は
旧
住

所
の
ま
ま
の
表
札
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

「
上
十
条
１
―

15」
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
、
改
め
て
３
号
を

見
る
と
「
私
達
は
第
一
の
家
か
ら
第
二
の
家
に
向
う
前
に
『
歯
車 （

�）』

に
登
場
す
る
も
う
一
つ
の
家
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
も
う

一
つ
の
家
と
は
、
第
三
の
家
に
居
住
し
て
い
る
時
代
、
非
合
法
弾

圧
が
激
し
か
っ
た
た
め
、

�上
十
条
の
表
ど
お
り
か
ら
は
な
れ
た

路
地
の
中
に
建
つ
、
小
さ
な
平
家
の
座
敷
を
か
り
て
、
会
合
を
持
っ

た
事
が
あ
っ
た

�と
記
さ
れ
て
い
る （

�）平
家
の
事
で
あ
る
。
」
こ
の

「
家
も
、
こ
の
王
子
に
向
っ
て
歩
い
た
左
手
の
路
地
の
奥
に
あ
っ

た
と
聞
く
。
第
一
の
家
か
ら
二
、
三
百
メ
ー
ト
ル
歩
い
た
所
あ
た

り
ら
し
い
が
、
『
こ
の
あ
た
り
だ
っ
た
感
じ
よ
』
と
言
う
佐
多
氏

の
記
憶
も
定
か
で
な
い
ら
し
い （

�）。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
偶
然
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
「
上
十
条
１
―

15」
の
一
画
は
、
こ
の

「
王
子
に
向
っ
て
歩
い
た
左
手
（
北
）
の
路
地
の
奥
…
…
第
一
の

家
か
ら
二
、
三
百
メ
ー
ト
ル
歩
い
た
所
あ
た
り
」（
括
弧
内
井
汲
）

で
「
第
三
の
家
」
か
ら
も
そ
う
遠
く
は
な
い
と
い
う
条
件
に
う
ま

く
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
『
歯
車
』
に
登
場
す
る
も
う
一

つ
の
家
」
を
探
し
た
時
に
、
佐
多
が
「
こ
の
あ
た
り
だ
っ
た
感
じ

よ
」
と
言
っ
た
一
画
の
住
所
を
記
録
し
、
こ
れ
を
第
一
の
家
の
住

所
と
混
同
し
た
可
能
性
も
否
定
し
切
れ
な
い
。
こ
の
家
に
関
し
て

は
地
図
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

11号
の
筆
者
は
こ
の
住
所

に
第
一
の
家
が
あ
っ
た
と
し
て
探
索
し
て
い
る
。
し
か
し
「
表
と

裏
」
や
３
号
の
記
述
に
従
う
限
り
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。

次
に
「
走
っ
た
道
」
に
直
接
関
係
す
る
第
二
の
家
に
つ
い
て
。

３
号
で
は
第
二
の
家
は
「
第
一
の
家
か
ら
五
、
六
分
王
子
よ
り

に
歩
く
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
途
中
で
「
歯
車
」
の
家
を
捜
し
た

の
で
そ
こ
か
ら
の
距
離
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
実
際
に
は
二
分
程

度
で
あ
る
。
「
八
百
屋 （

	）に
向
か
っ
て
右
手
の
小
路
を
少
し
入
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。」
と
あ
る
が
、「
少
し
」
と
い
っ
て
も
「
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
歩
い
た
ろ
う
か
。
…
…
『
…
…
こ
の
家
で
す
よ
。
…
… （


）』」
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と
佐
多
が
指
差
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
地
図

�を
見
る
と
、
そ
の

道
の
、
進
行
方
向
右
手
（
西
）
に
②
と
し
て
印
が
付
け
ら
れ
「
第

二
の
家

上
十
条
１
―
４
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
上

十
条
１
丁
目
４
番
」
は
こ
の
道
を
挟
ん
で
左
手
（
東
）
側
、
正
に

地
図
上
に
「
上
十
条
１
―
４
」
と
記
さ
れ
て
い
る
側
で
あ
る
。
本

文
に
は
道
の
ど
ち
ら
側
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幸
い
写
真
が

添
付
さ
れ
て
お
り
「
写
真
①
は
こ
の
説
明
を
丁
度
う
け
て
い
る
所

で
あ
ろ
う
か （

�）」
と
あ
る
。

そ
の
写
真
①
は
人
物
が
左
手
の
家
を
見
て
お
り
、
順
光
で
そ
の

影
が
右
奥
に
短
く
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
午
後
の
早
い
時
間
に

南
側
か
ら
撮
っ
た
事
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
佐
多
の
示
し
た
家
は
地

図
に
示
さ
れ
た
通
り
道
路
の
西
側
で
あ
り
、
西
側
の
住
所
（
住
居

表
示
）
は
上
十
条
１
丁
目
９
番
（
北
側
）
と
８
番
（
南
側
）
で
あ

る
。写
真
に
は
道
の
東
に
電
柱
が
写
っ
て
お
り
、
地
図
の
作
成
者
は
、

こ
の
電
柱
に
掲
げ
ら
れ
た
番
号
を
記
録
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
住
居
表
示
は
、
基
本
的
に
は
道
路
に
囲
ま
れ
た
一
画

を
同
一
地
番
と
し
て
い
る
の
で
、
袋
小
路
や
余
程
小
さ
な
一
画
で

も
な
い
限
り
、
道
路
を
隔
て
た
地
番
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
現
在

も
こ
の
電
柱
に
は
道
の
東
側
の
「
上
十
条
１
―
４
」
の
標
識
が
つ

い
て
い
る
。

ま
た
写
真
の
奥
に
白
く
写
っ
て
い
る
家
に
大
層
よ
く
似
た
形
の

家
が
現
在
で
も
８
番
と
９
番
の
境
目
の
９
番
の
角
に
あ
り
、
道
の

曲
が
り
具
合
や
電
柱
の
位
置
な
ど
か
ら
は
、
佐
多
が
立
っ
て
い
る

の
は
南
側
の
８
番
の
角
か
ら
二
軒
目
の
家
の
前
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
丁
度
木
造
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
家
の
境
い
目
あ
た
り
の
家
を

指
差
し
て
」
こ
の
家
と
言
っ
た
と
あ
る
が
、
現
在
三
軒
目
に
は
旧

い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家
が
建
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も

「
こ
の
家
」
と
は
角
か
ら
二
軒
目
、
１
丁
目
８
番

26号
の
家
と
見

て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
因
に
現
在
８
番
の
こ
の
道
沿
い
に

は
四
軒
の
家
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
年
譜
に
は
「
東
京
市
外
王
子
町
下
十
条
原
町 （

�）一
五
〇

〇
」
番
地
と
当
時
の
住
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る （

�）。
こ
の
番
地
は
一

九
二
八
年
や
一
九
三
〇
年
の
「
王
子
町
全
圖
」
に
は
な
い
の
だ
が
、

一
九
一
一
年
発
行
の
「
王
子
町
全
圖 （

�）」
に
は
記
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
一
九
二
八
年
の
「
王
子
町
全
圖
」
の
一

四
八
〇
番 （

�）の
西
側
三
分
の
一
程
の
部
分
に
当
た
り
、
一
五
〇
〇
番

地
は
一
九
二
八
年
以
前
に
一
四
八
〇
番
地
に
合
筆
さ
れ
た
も
の
と
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思
わ
れ
る （

�）。
現
在
の
上
十
条
１
丁
目
８
番

21号
、
角
か
ら
西
に
五
、

六
軒
目
あ
た
り
で
あ
る
。

す
る
と
こ
れ
は
佐
多
の
示
し
た
４
番
と
向
か
い
合
う
道
沿
い
で

は
な
く
、
９
番
と
向
か
い
合
う
、
北
側
が
道
路
に
な
る
一
画
で
あ

る
。
年
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
番
地
と
佐
多
の
記
憶
で
は
同
じ
上
十

条
１
丁
目
８
番
の
区
画
の
中
で
九
〇
度
ず
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
家
を
見
つ
け
た
際
、
佐
多
は
「
そ
う
だ
わ
、
向
き
が
変

わ
っ
て
い
る
け
ど
、
こ
の
家
で
す
よ
。
こ
こ
に
庭
が
あ
っ
て
台
所

が
あ
っ
た
わ
。」
と
か
な
り
自
信
あ
り
気
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
「
表
と
裏
」
で
は
第
二
の
家
に
つ
い
て
「
陽
の
さ
さ
ぬ

暗
い
造
り （

�）」
と
書
い
て
い
る
の
に
、
佐
多
が
こ
の
家
と
言
っ
た
家

は
東
側
に
接
し
て
北
北
東
か
ら
南
南
西
に
向
か
う
道
路
が
あ
り

「
陽
の
さ
さ
ぬ
暗
い
造
り
」
と
は
考
え
難
い
。

地
図

�を
見
る
と
、
こ
の
道
沿
い
に
は
時
折
奥
に
も
入
り
込
ん

で
い
る
総
描
建
物
（
大 （

�））
が
描
か
れ
て
お
り （

�）こ
の
小
路
沿
い
は
家

並
が
続
く
住
宅
地
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
一
九
四
七

年
の
航
空
写
真 （

�）で
は
、
こ
の
家
の
建
つ
道
沿
い
に
は
三
軒
の
家
が

確
認
で
き
、
現
在
の
四
軒
目
に
当
た
る
土
地
に
は
家
が
あ
る
の
か

否
か
は
定
か
で
は
な
い
。
二
軒
目
は
、
現
在
建
っ
て
い
る
家
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
長
方
形
の
一
番
大
き
な
家
で
、
南
隣
り
は
小
さ

な
家
で
間
も
少
し
空
い
て
い
る
の
で
陽
当
た
り
は
相
当
良
さ
そ
う

で
あ
る
。
六
三
年
の
航
空
写
真
で
も
こ
の
家
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る

が
、
こ
の
敷
地
内
で
同
じ
家
の
向
き
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
と

思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
家
の
向
き
を
変
え
る
た
め
に
は
、
敷
地
に

相
当
の
余
裕
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
半
自
伝
的
小
説
と
言
わ
れ
る
『
山
襞 （

�）』
は
こ
の
第
二
の

家
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
「
二
間
の
長
屋
か
ら
、
奥
の
四

畳
半
だ
け
広
い
こ
の
家
に
転
宅
し
た （

	）」
と
書
か
れ
て
お
り
、
先
に

見
た
よ
う
に
「
二
間
の
長
屋
」
は
「
六
畳
と
三
畳
」
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
第
二
の
家
は
、
こ
の
三
部
屋
と
玄
関
、
台
所
、
押
し
入
れ
、

そ
の
他
と
い
う
よ
う
な
小
さ
な
家
で
、
家
賃
の
話
題
が
出
て
く
る

の
で
、
貸
家
だ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
「
境
い
目
あ
た
り
の
家
」
と

の
表
現
か
ら
も
大
き
な
家
と
は
思
え
ず
、
佐
多
の
示
し
た
こ
の
家

は
六
三
年
以
降
に
建
て
替
え
ら
れ
た
家
の
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、

以
前
住
ん
で
い
た
家
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に

あ
っ
た
は
ず
だ
と
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
偶
々
造
り
が
大
変
良
く

似
て
い
る
家
が
あ
っ
た
の
で
、
「
向
き
が
変
わ
っ
て
い
る
」
だ
け
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と
思
い
違
い
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
似
た
よ
う
な
造
り

の
家
な
ら
道
路
と
の
位
置
関
係
で
、
向
き
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

他
方
一
九
二
九
年
の
地
図

�で
は
１
丁
目
８
番
北
側
沿
い
、
９

番
と
の
境
の
側
に
は
、
独
立
建
物
（
大 （

�））
が
三
軒
描
か
れ
て
い
る （

�）

だ
け
で
住
宅
地
で
は
な
く
、
こ
こ
に
「
ト
タ
ン
塀 （

�）」
の
あ
る
「
陽

の
さ
さ
ぬ
暗
い
造
り
」
の
貸
家
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
し
か

し
一
九
三
七
年
の
地
図
で
は
こ
の
区
画
全
体
が
総
描
建
物
と
し
て

描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
七
～
八
年
の
間
に
急
速
に
宅
地
化
が
進
ん

で
い
た
事
が
分
か
る
。

第
二
の
家
は
「
す
ぐ
窓
さ
き
に
聞
き
耳
を
立
て
ら
れ
ぬ
便
利
さ

が
あ
っ
た （

�）」
角
か
ら
数
件
先
の
間
口
が
狭
く
奥
に
長
い
よ
う
な
家
、

あ
る
い
は
道
路
か
ら
引
っ
込
ん
だ
所
に
あ
る
家
の
は
ず
で
、
「
玄

関
か
ら
踏
み
込
ま
れ
た
と
き
の
逃
路
を
丹
念
に
計
っ
て （

�）」
捜
し
た

家
で
あ
る
。

先
の
『
山
襞
』
に
は
「
自
分
の
家
の
見
え
る
通
り
に
角
を
曲
が
っ

て
き
て
、
…
…
我
が
家
か
ら
若
い
女
の
姿
が
出
て
き
た
の
を
見
と

め
た （

�）」
と
あ
る
が
、
八
百
市
の
角
か
ら
で
は
百
メ
ー
ト
ル
以
上
あ

る
し
、
道
が
緩
や
か
に
曲
が
っ
て
い
る
の
で
佐
多
の
示
し
た
家
は

物
理
的
に
見
え
な
い
。
一
五
〇
〇
番
地
な
ら
ば
、
例
え
道
幅
が
現

在
の
半
分
で
も
、
８
番
と
９
番
の
境
目
の
角
を
曲
が
れ
ば
す
ぐ
に

見
え
る
。
し
か
も
通
り
か
ら
自
分
の
家
が
見
え
、
そ
こ
か
ら
人
が

出
て
く
る
の
が
見
え
た
と
い
う
事
は
、
家
は
道
路
沿
い
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
一
五
〇
〇
番
地
は
北
側
が
道
路
で
、
そ

こ
に
、
間
口
が
狭
く
奥
に
長
い
よ
う
な
家
と
い
う
条
件
を
付
け
れ

ば
、
こ
の
家
は
南
北
に
長
い
家
で
「
陽
の
さ
さ
ぬ
暗
い
造
り
」
と

い
う
条
件
に
も
合
う
。
ま
た
「
裏
口
に
…
…
足
音
が
し
、
…
…
台

所
か
ら
上
が
っ
て
来
た （

	）」
と
、
裏
か
ら
も
出
入
り
で
き
る
条
件
も
、

今
で
も
裏
手
に
家
が
続
く
こ
ち
ら
側
の
方
が
当
て
は
ま
り
そ
う
で

あ
る
。
な
お
引
っ
越
し
た
動
機
に
付
い
て
「
山
襞
」
で
は
、
佐
多

の
仕
事
部
屋
を
確
保
す
る
た
め
と
な
っ
て
い
る
が
そ
う
し
た
側
面

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
五
〇
〇
番
地
は
戸
籍
簿
と
い
う
客
観
的
な
資
料
に
も
記
さ
れ

て
お
り
、
全
体
と
し
て
こ
の
番
地
の
方
が
「
表
と
裏
」
に
書
か
れ

た
条
件
に
合
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
の
家
は
、
１
丁
目
８
番

に
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
間
違
い
な
く
、
８
番

21号
に
あ
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
図


に
「
第
二
の
家
」

の
○
印
を
付
け
た
一
画
で
あ
る （

�）。
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こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
『
く
れ
な
い
』
３
号
で
の
第
一
の
家

と
第
二
の
家
の
住
所
に
関
し
て
は
、
訂
正
す
る
の
が
適
切
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

因
に

11号
で
は
「
上
十
条
１
―
４
」
を
疑
わ
ず
、
本
文
で
は
３

号
の
記
述
を
引
用
し （

�）、「
八
百
屋
さ
ん
を
左
手
に
見
て
二
三
分
入
っ

た
所
が
第
二
の
家
だ （

�）」
と
記
し
て
い
る
の
に
、
地
図
は
何
故
か
八

百
市
と
春
日
湯 （

�）の
間
の
す
ぐ
裏
手
を
第
二
の
家
と
し
て
い
る
。
こ

こ
も
１
―
４
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
が
。

第
三
の
家
に
関
し
て
は
、
住
ん
で
い
た
当
時
の
家
が
残
っ
て
い

た
と
あ
り
、
中
十
条
２
―

17―

13と
住
居
番
号
ま
で
明
記
し
て
あ

る
の
で
特
に
疑
問
に
思
う
点
は
な
い （

�）。

11号
に
記
さ
れ
て
い
る
通

り
こ
の
家
は
も
う
な
い
が
、
現
在
こ
の
番
号
に
は
道
に
面
し
て
二

軒
と
、
そ
の
間
の
袋
小
路
に
二
軒
の
家
が
あ
る
。
佐
多
の
住
ん
で

い
た
家
は
、
向
か
っ
て
左
手
（
東
）
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
、
佐
多
の
走
っ
た
道

十
条
、
王
子
の
時
代
に
関
し
て
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に

『
私
の
東
京
地
図
』
全

12話
中
の
第

11話
「
表
と
裏
」
で
語
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
先
ほ
ど
か
ら
「
佐
多
の
走
っ
た
道
」
と
言
っ
て

い
る
の
は
、
第
二
の
家
に
住
ん
で
い
た
時
に
、
場
の
状
況
に
負
け

て
「
無
産
者
新
聞
」
を
刑
事
に
渡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
夫
に
咎

め
ら
れ
、
そ
れ
を
取
り
返
す
た
め
に
当
時
の
王
子
警
察
署 （

�）ま
で
走
っ

た
道
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
３
号
の
本
文

は
か
な
り
曖
昧
な
部
分
も
見
ら
れ
る
が
信
頼
で
き
る
部
分
も
多
く
、

地
図

�の
方
は
、
先
に
検
討
し
た
三
つ
の
家
の
位
置
と
、
旧
王
子

警
察
署
周
辺
の
地
図
は
「
表
と
裏
」
や
３
号
の
記
述
と
大
き
な
食

い
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
家
と
警
察
署
を

結
び
つ
け
る
道
筋
に
関
し
て
は
相
当
曖
昧
で
混
乱
が
あ
る
。
警
察

署
へ
と
走
っ
た
第
二
の
家
か
ら
の
道
筋
は
、
「
表
と
裏
」
の
記
述

か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
際
の
道
と
無
理
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
て

描
か
れ
た
よ
う
に
見
え （

�）、
第
三
の
家
と
東
十
条
駅 （

	）周
辺
、
旧
街
道

（
岩
槻
街
道
）
と
の
関
係
も
相
当
曖
昧
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

11号
の
基
本
的
な
誤
り
の
責
任
の
一
端
は
、
佐
多
自

身
の
一
寸
し
た
誤
解
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
誤
解
に

端
を
発
し
て
、
決
定
的
な
誤
解
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
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に
思
え
る
。

走
っ
た
時
の
情
景
は
、
「
表
と
裏
」
に
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。「『
取
り
返
し
て
く
る
わ
』

私
は
む
し
ろ
自
分
に
言
っ
て
、
表
へ
駈
け
出
し
た
。
そ
れ

し
か
な
い
の
だ
。
他
に
ど
ん
な
方
法
が
あ
ろ
う
。
今
か
ら
追

い
か
け
て
ゆ
け
ば
警
察
の
男
に
追
い
つ
く
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
火
工
廠
の
塀
に
沿
っ
て
走
り
、
王
子
へ
出
る
高
台
の
道

へ
出
た
。
こ
の
道
の
向
う
の
崖
下
は
、
上
野
か
ら
、
東
北
へ

数
本
の
レ
ー
ル
が
通
っ
て
、
王
子
、
赤
羽
の
工
場
街
に
展
が
っ

て
い
る
。
私
の
今
走
っ
て
ゆ
く
高
台
の
道
は
、
古
い
街
道
の

ひ
と
つ
な
の
で
、
両
側
に
店
も
つ
な
が
っ
て
い
る
が
私
は
人

目
も
な
く
そ
の
道
を
走
り
つ
づ
け
た
。
警
察
の
男
の
姿
ば
か

り
を
探
し
な
が
ら
。
道
は
、
や
が
て
王
子
権
現
の
手
前
で
横

に
坂
に
な
っ
て
通
り
に
あ
わ
さ
り
、
左
手
へ
だ
ら
だ
ら
と
下
っ

て
い
る
。
小
さ
な
谷
あ
い
に
な
っ
た
こ
の
あ
た
り
は
、
今
は

名
ば
か
り
の
よ
う
に
な
っ
た
名
主
の
滝
も
記
憶
に
残
し
て
。

こ
の
坂
の
下
の
道
を
左
手
に
入
る
と
、
そ
こ
に
王
子
の
警
察

が
あ
っ
た （

�）。」

文
学
散
歩
で
は
こ
の
道
が
現
実
に
は
ど
の
道
で
あ
っ
た
の
か
を

探
っ
て
い
る
の
だ
が
、
右
の
文
章
を
見
る
と
、「
こ
の
あ
た
り
は
、

今
は
名
ば
か
り
の
よ
う
に
な
っ
た
名
主
の
滝
も
記
憶
に
残
し
て
。」

と
、
か
つ
て
王
子
権
現
の
あ
た
り
に
名
主
の
滝
が
あ
っ
た
こ
と
を

匂
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
「
今
は
」
と
言
う
表
現
は
、
普
通
は
そ
の
文
章
が
書
か
れ

た
時
点 （

�）を
指
す
の
だ
が
、
同
じ
段
落
の
前
の
部
分
に
、
「
今
か
ら

追
い
か
け
て
ゆ
け
ば
」
「
今
走
っ
て
ゆ
く
」
と
二
度
「
今
」
と
言

う
表
現
が
出
て
来
る
。
そ
の
流
れ
で
読
む
と
「
今
は
名
ば
か
り
の

よ
う
に
な
っ
た
」
の
「
今
」
は
、
走
っ
て
い
る
「
今
」
と
読
む
の

が
自
然
で
あ
る
。

そ
の
点
、
読
者
に
尋
ね
ら
れ
た
事
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
一

九
六
四
年
に
書
か
れ
た
佐
多
の
「
王
子 （

�）」
と
い
う
随
筆
に
は
、
最

初
の
段
落
で
「
三
十
数
年
前
も
、
も
う
名
主
の
滝
は
名
ば
か
り
だ
っ

た
と
お
も
う
が （

�）」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
走
っ
た
頃
に
は
存

在
し
て
い
た
が
書
い
た
時
点
で
は
名
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
、
の

で
は
な
く
、
走
っ
た
頃
に
既
に
「
名
ば
か
り
」
に
な
っ
て
い
た
と
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い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
段
落
に
「
飛
鳥
山
か
ら
王
子
の
駅
へ
と
坂
を
お
り
て
ゆ
く

と
…
…
向
か
い
の
丘
が
見
え
、
そ
の
あ
た
り
に
名
主
の
滝
が
あ
っ

た
ら
し
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
今
も
飛
鳥
山
公
園
の
「
あ
す
か

パ
ー
ク
レ
ー
ル
」
（
モ
ノ
レ
ー
ル
）
の
山
頂
駅
あ
た
り
か
ら
は

「
向
か
い
の
丘
」
に
王
子
権
現
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
３
号
の

筆
者
も
、
「
王
子
権
現
と
飛
鳥
マ

公 マ

園
と
の
谷
間
に
、
名
主
の
滝
が

あ
っ
た
ら
し
い （

�）」
と
書
き
、
地
図

�も
そ
れ
に
従
っ
て
王
子
権
現

の
南
に
接
し
て
「
名
主
の
滝
」
と
記
し
、
川
を
挟
ん
だ
そ
の
南
に

「
飛
鳥
山
公
園
」
が
記
さ
れ
て
い
る （

�）。
恐
ら
く
同
行
し
た
佐
多
が

そ
う
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
所
に
大
正
末
頃
ま
で

あ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
滝
は
「
権
現
の
滝
」
で
あ
る
。

「
権
現
の
滝
」
と
は
か
つ
て
の
「
王
子
七
滝
」
の
一
つ
で
あ
る （

�）。

「
石
神
井
川
沿
い
に
は
①
『
権
現
の
滝
』
が
あ
る
。
／
王
子
神
社

（
昔
の
王
子
権
現
、
滝
の
名
は
こ
れ
を
取
っ
た
）
…
…
の
裏
手
、

神
社
と
の
境
あ
た
り
、
現
在
も
神
社
南
側
の
崖
に
あ
る
石
段
の
上

り
口
の
左
側
あ
た
り
に
そ
の
滝
は
落
ち
て
い
た
と
い
う （

�）。
」
３
号

や
「
王
子
」
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
の
位
置
で
あ
り
、
地
図

�の

右
下
（
南
東
端
）、「
王
子
神
社
」
と
記
さ
れ
た
す
ぐ
南
の
「
つ
」

の
字
に
く
ね
っ
た
ご
く
細
く
短
い
小
路
が
そ
の
石
段
で
あ
り
、

印
を
付
け
た
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
地
図

�で
も
同
じ
位
置
に
「
つ
」

の
字
に
く
ね
っ
て
舟
串
橋
に
続
く
小
路
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在

滝
の
あ
っ
た
場
所
を
示
す
標
識
は
な
い
が
、
す
ぐ
下
の
音
無
親
水

公
園
内
に
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る （

	）。

つ
ま
り
佐
多
は
「
権
現
の
滝
」
の
名
前
を
、
い
つ
の
間
に
か
こ

の
近
辺
で
は
有
名
な
「
名
主
の
滝
」
と
思
い
違
い
を
し
、
最
後
ま

で
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
三
十
数
年
前
も
、
も

う
名
主
の
滝
は
名
ば
か
り
だ
っ
た
と
お
も
う
が
」
の
続
き
に
は

「
飛
鳥
山
に
近
い
行
楽
の
場
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
よ
う
に
、
お
茶

屋
な
ど
一
、
二
軒
あ
っ
た
、
今
も
向
う
の
橋
ぎ
わ
に
料
亭
が
あ
り
、

下
の
川
岸
は
小
公
園
と
な
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
お
り
、
佐
多
自

身
「
権
現
の
滝
」
跡
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
え
る
。

「
名
主
の
滝
」
と
い
う
の
は
「
王
子
権
現
」
か
ら
、
旧
王
子
警

察
署
を
挟
ん
だ
反
対
の
北
側
五
百
メ
ー
ト
ル
程
奥
に
あ
り
、
飛
鳥

山
公
園
か
ら
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
人
工
の
滝
で
、
嘉
永
年
間

に
土
地
の
名
主
畑
野
孫
八
に
よ
っ
て
自
宅
敷
地
内
に
造
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
垣
内
徳
三
郎
が
、
塩
原
や
箱
根
の
風
景
を
取
り
入
れ
た
大
規
模
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な
庭
園
へ
と
大
幅
な
改
造
を
し
て
お
り
、
佐
多
が
十
条
に
住
ん
で

い
た
頃
は
池
に
は
ボ
ー
ト
が
浮
か
び
、
繁
盛
し
て
い
た
様
子
で
あ

り
、
ま
た
一
九
三
八
年
か
ら
は
精
養
軒
の
所
有
に
な
り
、
大
浴
場

や
プ
ー
ル
等
も
併
設
さ
れ
、
入
場
料
も
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
戦

災
で
全
焼
し
て
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
一
九
六
〇
年
に
再
建
さ
れ
て
、

現
在
は
北
区
立
の
「
名
主
の
滝
公
園
」
と
な
っ
て
お
り
、
現
存
す

る
唯
一
の
「
王
子
七
滝
」
で
あ
る （

�）。
つ
ま
り
「
表
と
裏
」
が
書
か

れ
た
頃
は
文
字
通
り
「
名
主
の
滝
は
名
ば
か
り
」
と
な
っ
て
い
た

か
ら
、
そ
ん
な
声
は
佐
多
の
耳
に
も
入
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
佐
多
は
、
二
つ
の
滝
の
名
を
混
同
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
因
に
名
主
の
滝
と
い
う
の
は
「
男
滝
」

「
女
滝
」
の
一
対
の
滝
を
言
う
よ
う
で （

�）「
名
主
の
滝
」
と
言
う
単

独
の
滝
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

11号
一
九
三
頁
下
段
の
記
述
で
は
、
名
主
の
滝
の

南
側
「
す
ぐ
先
に
王
子
権
現
、
王
子
稲
荷
が
あ
る
」
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
他
の
記
述
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
「
王
子
権
現
」
と
「
王

子
稲
荷
」
と
を
同
一
視
し
て
い
る
事
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま

で
の
記
述
か
ら
も
、
そ
こ
は
佐
多
の
言
っ
て
い
る
「
王
子
権
現
」

で
は
な
い
。

既
に
見
た
よ
う
に
「
王
子
権
現
」
と
は
そ
う
標
識
が
出
て
い
る

訳
で
は
な
い
が
、
Ｊ
Ｒ
王
子
駅
北
口
の
西
側
百
メ
ー
ト
ル
程
の
、

崖
の
上
に
あ
る
「
王
子
神
社 （

�）」
の
こ
と
で
、
元
々
は
「
若 に
ゃ
く

一 い
ち

王

子
宮
」
と
言
い
「
王
子
」
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代

は
「
王
子
権
現
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
「
王
子

神
社
」
と
改
称
し
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
災
で
全
焼
し
、
社
殿
が
再

建
さ
れ
た
の
は
一
九
六
四
年 （

�）、
今
で
も
「
王
子
権
現
」「
権
現
様
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
東
京
都
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ （

�）に

も
、
「
王
子
神
社
（
王
子
権
現
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
「
王
子

神
社
」
を
「
権
現
」
と
記
し
た
地
図
は
現
在
で
も
稀
で
は
な
い
。

北
区
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
地
図 （

�）で
は
「
王
子
神
社
」

の
北
側
に
沿
う
道
を
「
権
現
坂
」
と
記
し
「
権
現
」
の
愛
称
が
生

き
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
地
図

�は
正
し
い
。

「
王
子
稲
荷 （

	）」
は
権
現
か
ら
旧
王
子
警
察
署
を
挟
ん
で
反
対
側

の
北
側
に
あ
る
神
社
で
、
こ
こ
に
も
か
つ
て
「
稲
荷
の
滝
」
が
あ
っ

た
と
い
う （


）が
、「
名
主
の
滝
」
は
更
に
そ
の
先
に
あ
る
。

佐
多
は
王
子
権
現
に
つ
い
て
は
正
し
く
認
識
し
て
い
る
が
、
か

つ
て
そ
の
南
側
の
崖
に
あ
っ
た
滝
の
名
を
「
名
主
の
滝
」
で
あ
る

と
一
寸
し
た
誤
解
を
し
て
し
ま
っ
た
。
五
十
嵐
は
名
主
の
滝
に
つ
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い
て
は
正
し
く
認
識
し
た
が
、
名
主
の
滝
を
基
準
に
見
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
、
す
ぐ
近
く
の
「
王
子
稲
荷
」
を
「
王
子
権
現
」
と
誤

認
し
た
ま
ま
信
じ
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
が
「
⑧
十
条
、
王
子
」

の
項
の
内
容
を
決
定
的
に
方
向
付
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
文
学
散

歩
に
は
地
元
で
育
っ
た
人
が
同
行
し
て
い
る
の
に
間
違
え
る
と
は
、

と
思
わ
れ
る
が
、
地
元
で
も
稲
荷
を
権
現
と
思
っ
て
い
る
人
は
結

構
多
い
と
の
事
で
あ
る （

�）。
権
現
の
名
は
親
し
ま
れ
て
お
り
、
稲
荷

は
戦
災
に
遭
わ
ず
場
所
も
分
か
り
易
く
、
「
狐
の
行
列
」
の
祭
り

や
落
語 （

�）な
ど
で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
３
号
の
本
文
に
あ
る
「
私
達
は
最
後
の
第
三
の
家
を

後
に
し
旧
街
道
に
出
た
。
こ
の
旧
街
道
は
無
産
者
新
聞
を
と
り
か

え
す
た
め
に
ひ
た
す
ら
に
走
っ
た
道
で
あ
り
、
又
窪
川
氏
へ
の
面

会
に
王
子
署
ま
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
坊
を
背
お
っ
て
…
…
差

入
れ
の
弁
当
を
も
っ
て
歩
い
た
道
で
あ
る （

�）」
と
の
記
述
に
含
ま
れ

る
曖
昧
さ
も
、

11号
の
誤
解
を
補
強
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

「
曖
昧
」
と
い
う
の
は
、
地
図

�で
は
第
二
の
家
か
ら
王
子
権

現
へ
至
る
道
と
旧
街
道
と
の
合
流
点
あ
た
り
の
旧
街
道
の
脇
に

「
警
察
へ
無
産
者
新
聞
を
と
り
か
え
す
た
め
に
走
っ
た
通
り
」
と

傍
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
第
三
の
家
を
後
に
し
旧
街
道
に
出
た
。

こ
の
旧
街
道
は
」
第
三
の
家
か
ら
「
窪
川
氏
へ
の
面
会
に
王
子
署

ま
で
…
…
歩
い
た
道
」
の
は
ず
で
あ
る
。
「
無
産
者
新
聞
を
と
り

か
え
す
た
め
に
ひ
た
す
ら
に
走
っ
た
」
の
は
第
二
の
家
か
ら
で
あ

る
か
ら
、
第
二
の
家
か
ら
右
記
の
旧
街
道
と
の
合
流
点
ま
で
と
、

更
に
先
の
「
王
子
権
現
」
を
経
由
す
る
道
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
３
号
の
散
歩
の
折
は
「
走
っ
た
道
」
は
そ
の
後
半
部
分

だ
け
を
歩
い
た
の
で
あ
る
。

�に
示
さ
れ
た
こ
の
合
流
点
の
位
置

は
、
恐
ら
く
「
表
と
裏
」
に
書
か
れ
た
「
王
子
へ
出
る
高
台
の
道

へ
出
た
」
位
置
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
後

に
見
る
よ
う
に
そ
れ
が
実
在
の
ど
の
地
点
を
示
し
て
い
る
の
か
は

３
号
で
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。

地
図

�の
更
な
る
曖
昧
さ
は
こ
の
問
題
を
一
層
曖
昧
に
し
て
い

る
。
そ
れ
は
十
条
駅
の
北
側
で
線
路
を
横
切
る
道
は
、
実
際
は
そ

の
ま
ま
東
に
行
っ
て
東
十
条
駅
の
南
西
側
で
旧
街
道
と
交
叉
し
て

お
り （

�）、
こ
の
地
図
の
よ
う
に
第
二
の
家
か
ら
旧
街
道
へ
と
合
流
す

る
道
、
「
十
条
か
ら
王
子
に
向
か
っ
て
続
く
道
」
に
直
接
合
流
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
三
の
家
か
ら
続
く
こ
れ
に
該
当
す
る
よ

う
な
道
は
、
地
図

�を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に （

�）確
か
に
あ
る
こ
と
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は
あ
っ
た
が
、
現
地
に
あ
る
程
度
詳
し
く
な
い
限
り
分
か
ら
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
こ
の
道
は
や
が
て
自
衛
隊
駐
屯
地
に
突
き

当
た
る
が
、
本
文
に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
全
く
な
い
。
し
か
し

本
文
を
丁
寧
に
読
ま
ず
に
地
図
を
見
た
読
者
は
、
第
三
の
家
を
出

る
と
間
も
な
く
「
無
産
者
新
聞
を
と
り
か
え
す
た
め
に
…
…
走
っ

た
道
」
に
出
た
よ
う
に
錯
覚
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は

「
第
三
の
家
を
後
に
し
旧
街
道
に
出
た
。
」
（
傍
点
井
汲
）
に
は
整

・
・
・

合
せ
ず
、
同
じ
頁
の
下
段
に
あ
る
「
「
丁
度
旧
街
道
と
十
条
か
ら

王
子
に
向
か
っ
て
続
く
道
が
三
叉
路
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」
と

い
う
の
が

�に
「
旧
街
道
」
と
傍
記
さ
れ
て
い
る
地
点
の
三
叉
路

で
あ
ろ
う
。
「
旧
街
道
に
出
た
」
の
は
、
先
の
東
十
条
駅
の
南
西

側
の
交
差
点
と
理
解
す
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
３
号
の
散
歩
の
折
、

旧
街
道
に
出
る
よ
り
前
に
、
第
二
の
家
か
ら
の
道
と
第
三
の
家
か

ら
の
道
が
直
接
合
流
す
る
道
筋
は
通
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

因
に

11号
で
は
こ
の
道
は
全
く
想
定
し
て
い
な
い
。

さ
て

11号
で
も
、
３
号
の
本
文
に
記
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
と

思
わ
れ
る
あ
た
り
で
、
佐
多
が
王
子
警
察
ま
で
走
っ
た
道
を
「
私

達
も
た
ど
っ
た （

�）」
と
述
べ
、
地
図
で
は
３
号
よ
り
も
更
に
北
寄
り

の
、
明
白
に
旧
街
道
の
傍
に
「
警
察
へ
…
…
走
っ
た
街
道
」
と
記

し
て
い
る （

�）。
他
方
「
窪
川
氏
へ
の
面
会
に
王
子
署
ま
で
…
…
歩
い

た
道
」
に
関
し
て
は
全
く
記
述
が
な
い
。
確
か
に
「
表
と
裏
」
に

は
「
面
会
に
…
…
歩
い
た
道
」
に
関
し
て
の
記
述
は
な
く
、
読
者

の
関
心
を
惹
く
の
は
も
っ
ぱ
ら
「
走
っ
た
道
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
も
そ
も
第
二
の
家
か
ら

11号
の
本
文
や
地
図
に
示
さ
れ
た
地
点

を
通
っ
て
王
子
警
察
に
行
く
に
は
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
を

�っ
た

ら
良
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
筆
者
は
、
自
分
達
の
歩
い
て
来
た

第
三
の
家
か
ら
新
聞
を
取
り
返
し
に
走
っ
た
の
だ
と
二
つ
の
家
を

混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
、
自
分
達
が
実
際
に
歩
い
た
、
第
三
の
家
か
ら
東
十
条
駅

周
辺
に
か
け
て
と
、
そ
こ
か
ら
名
主
の
滝
ま
で
の
道
筋
に
関
し
て

は
、

11号
の
地
図
は
、
手
書
き
の
地
図
と
し
て
は
比
較
的
正
確
で

あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
誤
解
を
基
礎
に
書
か
れ

た

11号
の
本
文
と
地
図
に
示
さ
れ
た
「
佐
多
の
走
っ
た
道
」
は
、

東
十
条
駅
方
面
か
ら
旧
街
道
を
南
下
し
、
途
中
か
ら
左
（
東
）
に

折
れ
て
三
平
坂
を
下
り
、
名
主
の
滝
か
ら
王
子
稲
荷
の
下
を
通
っ

て
王
子
警
察
に
至
る
と
い
う
、
「
表
と
裏
」
に
は
全
く
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
道
筋
を
示
し
て
い
る
（
三
平
坂
よ
り
も
う
一
本
南
の
坂

を
下
り
た
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
が
、
本
質
的
な
違
い
は
な
い
）。
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確
か
に
、

11号
で

�っ
た
、
三
平
坂
か
ら
名
主
の
滝
へ
と
降
り

て
行
く
道
筋
は
、
第
三
の
家
か
ら
「
窪
川
氏
へ
の
面
会
に
王
子
署

ま
で
…
…
歩
い
た
道
」
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
は
皆
無
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、
毎
日
行
っ
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
に
し
て
も

「
王
子
署
は
、
当
時
の
生
活
で
は
毎
日
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
い

ろ
い
ろ
の
記
憶
が
あ
る （

�）」
の
に
、
近
く
の
名
主
の
滝
に
つ
い
て
は
、

当
時
は
相
当
に
繁
盛
し
て
い
た
公
園
で
あ
っ
た
の
に
既
に
現
存
し

て
は
い
な
か
っ
た
と
思
い
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
名
前
は

よ
く
耳
に
し
て
い
た
が
実
際
に
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
走
っ
た
道
」
に
つ
い
て
は
先
の
引
用
文
に
具
体
的
に
記
述
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
特
定
出
来
る
が
、

「
歩
い
た
道
」
に
つ
い
て
は
直
接
の
記
述
は
な
く
、
い
つ
も
同
じ

道
を
通
っ
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
ど
の
道
で
あ
っ
た
か
は
確
定

し
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
「
走
っ
た
道
」
の
後
半
部
分
と
「
歩
い

た
道
」
の
後
半
部
分
が
同
じ
だ
っ
た
可
能
性
は
高
い （

�）。
前
半
部
分

は
、
上
記
の
道
筋
の
他
、
地
図

�を
見
る
限
り
で
は
先
に
こ
の

「
道
筋
は
通
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
、
第
三
の
家
か
ら
火
工
廠

の
門
の
東
側
へ
と
出
る
道
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

地
図

�に
曖
昧
な
が
ら
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
道
が
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
３
号
の
散
歩
の
折
り
に
佐
多
が
、
こ

の
よ
う
な
道
か
ら
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
語
っ
た
か
ら
だ
と
想
像

す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
先
に
触
れ
た
『
歯
車
』
に
は
、
赤
児
を
抱
い
て
バ
ス
で

王
子
署
に
行
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
赤
児
と
は
、
第
三
の

家
に
住
ん
だ
時
期
に
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
坊
」
で
あ
ろ
う
。

身
重
に
な
っ
て
か
ら
や
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
児
を
抱
い
て
で
は
、

バ
ス
を
使
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
バ
ス
は
王
子
駅

へ
出
る
上
十
条
の
通
り
を
走
っ
た
。
…
…
バ
ス
は
や
が
て
坂
を
下
っ

て
、
王
子
駅
の
、
活
気
の
あ
る
広
場
に
出
た （

�）。
」
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
バ
ス
は
赤
羽
と
王
子
の
間
を
結
ぶ
岩
槻
街
道
を
走
っ

て
い
た
バ
ス
と
思
わ
れ
る （

�）。

と
こ
ろ
で
奇
妙
な
こ
と
に
、

11号
の
地
図
は
、
第
二
の
家
か
ら

旧
街
道
（
岩
槻
街
道
）
と
の
合
流
点
ま
で
は
、
全
く
曖
昧
な
地
図

�と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り （

	）、
他
方
で
は
、
こ
の
合
流
点
か
ら

先
を
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
図

�の
主
要
部
分
を
完

全
に
否
定
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
合
流
点
よ
り
北
上
し
た
地

点
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
道
筋
を
描
い
て
い
る
。
筆
者
達
は
無
意
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識
の
う
ち
に
、
自
分
達
が
書
い
て
い
る
事
と
は
裏
腹
に
、
第
二
の

家
か
ら
こ
の
合
流
点
ま
で
走
っ
て
、
そ
こ
か
ら
三
平
坂
の
角
ま
で

北
上
し
た
と
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
表
と
裏
」
の
記
述
に
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
道
は
、
当
時
の

地
図
か
ら
簡
単
に
見
つ
け
出
す
事
が
出
来
る
。
注（

18）に
記
し
た

よ
う
に
少
し
問
題
は
あ
る
が
「
番
地
界
入
東
京
府
北
豊
島
郡
王

子
町
全
圖
」
の
、
原
図
で
は
黄
色
く
塗
ら
れ
た
道
筋
を
白
く
抜
き
、

「
走
っ
た
道
」
を
鎖
線
で
地
図

�に
描
き
入
れ
た
。
十
条
駅
か
ら

王
子
駅
ま
で
の
直
線
距
離
は
一
キ
ロ
半
強
で
あ
る
が
、
佐
多
の
走
っ

た
距
離
は
そ
れ
よ
り
少
し
長
い
程
度
で
あ
ろ
う
。

「
泥
の
道
」
は
江
戸
時
代
か
ら
「
王
子
か
ら
…
…
志
村
へ
抜
け

て
い
る
」
村
落
間
を
繋
ぐ
地
方
道
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
兵
器
製

造
所
（
火
工
廠
）
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
一
部
が
遮
ら
れ

て
、
兵
器
製
造
所
の
塀
の
隅
を
落
と
し
た
部
分
に
沿
う
よ
う
に
変

え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
走
っ
た
道
」
を

�る
と
、
第
二

の
家
を
出
て
右
に
行
き
、
現
１
―
８
と
１
―
９
の
境
目
の
角
を
左

折
、
八
百
市
の
角
を
右
折
し
細
い
泥
道
を
兵
器
製
造
所
の
入
口
の

方
へ
と
向
か
い
、
門
の
少
し
東
で
塀
に
突
き
当
る
。
一
九
二
八
年

の
地
図
と
三
〇
年
の
地
図
を
比
べ
る
と
、
こ
の
二
年
間
で
兵
器
製

造
所
の
門
か
ら
先
の
道
は
可
成
り
広
げ
ら
れ
て
整
備
さ
れ
、
凡
例

を
見
る
と
「
自
動
車
通
シ
得
ル
道
路
」
と
さ
れ
て
お
り
、
舗
装
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

引
き
続
き
「
火
工
廠
の
塀
に
沿
っ
て
走
り
」
隅
を
落
と
し
た
部

分
を
回
っ
た
後
、
先
ほ
ど
の
道
の
続
き
を
左
斜
め
に
塀
か
ら
そ
れ

る
。
こ
の
先
で
走
っ
て
来
た
道
は
小
さ
く
左
に
曲
が
っ
て
「
王
子

へ
出
る
高
台
の
道
」
す
な
わ
ち
旧
街
道
（
岩
槻
街
道
）
へ
合
流
す

る
。
そ
う
し
て
旧
街
道
は
二
つ
の
道
の
合
流
点
の
先
か
ら
南
東
方

向
へ
と
ゆ
る
く
曲
が
り
な
が
ら
、
や
が
て
王
子
の
宿
の
方
へ
と
降

り
て
行
く
が
「
私
の
今
走
っ
て
ゆ
く
高
台
の
道
」
と
い
う
の
は
こ

の
合
流
点
か
ら
、
道
が
下
り
始
め
る

�の
百
三
～
四
〇
メ
ー
ト
ル

程
の
間
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
上
原
派
出
所
」
か
ら
権
現
坂
ま
で
の

間
は
「
自
動
車
通
シ
得
ル
道
路
」
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
バ
ス
路

線
も
逸
れ
て
い
る
の
で
、
舗
装
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
「
道
は
、
や
が
て
王
子
権
現
の
手
前
で

横
に
坂
に
な
っ
て
通
り
に
あ
わ
さ
り
、
左
手
へ
だ
ら
だ
ら
と
下
っ

て
い
る
」
権
現
坂
へ
と
出
る
。
「
横
に
坂
に
な
っ
て
通
り
に
あ
わ

さ
り
」
の
「
通
り
」
と
は
、
恐
ら
く
王
子
警
察
署
の
裏
手
の
高
台

の
道
で
あ
る
。
ま
た
最
後
の
権
現
坂
の
部
分
は
、
文
章
か
ら
受
け
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る
印
象
よ
り
は
ず
っ
と
短
く
、
「
だ
ら
だ
ら
と
下
っ
て
い
る
」
と

言
う
暇
も
な
く
、
す
ぐ
に
坂
の
下
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
坂
の

下
の
道
を
左

�手

�に
入
る
と
、
そ
こ
に
王
子
の
警
察
が
あ
っ
た
」

（
傍
点
井
汲
）
の
で
あ
る
。
佐
多
の
走
っ
た
の
は
そ
の
道
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り （

�）、
王
子
稲
荷
か
ら
で
は
こ
の
「
左
手
に
入
る
」

の
説
明
が
付
か
な
い
。
当
時
は
王
子
の
街
に
降
り
て
行
く
中
心
的

道
路
で
あ
っ
た
旧
街
道
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
現
在
で
は
都

道
の
脇
道
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
は
逆
に
先
の
合
流
点
か
ら
南
の

都
道
部
分
は
未
だ
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

幸
い
な
事
に
、
こ
の
道
筋
自
体
は
現
在
で
も
殆
ど
そ
の
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
お
互
い
に
手
を
出
せ
ば
そ
の
手
が
つ

な
げ
そ
う
な
泥
の
道
」
は
す
っ
か
り
拡
張
さ
れ
て
そ
の
面
影
は
な

い
事
は
、
佐
多
も
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

現
在
の
道
は
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
を
利
用
し
て
地
図

�と
し
、
同

じ
よ
う
に
「
走
っ
た
道
」
を
鎖
線
で
示
す
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
泥
の
道
」
は
現
在
自
衛
隊
駐
屯
地
の
近

く
ま
で
は
都
道
四
五
五
号
線
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
注（

96）で
も

触
れ
た
よ
う
に
四
五
五
号
線
は
自
衛
隊
の
門
の
手
前
で
小
さ
く
左

に
曲
が
り
、
北
側
に
三
〇
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
て
駐
屯
地
に
平
行
し

て
東
西
に
走
り
、
間
も
な
く
十
条
台
小
学
校
の
向
か
い
、
中
十
条

一
丁
目
歩
道
橋
の
あ
る
地
点
で
大
き
く
右
（
南
南
東
）
に
曲
が
っ

て
、
旧
街
道
（
四
六
〇
号
線
）
と
合
流
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分

は
当
時
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
四
六
〇
号
線
は
こ
の
地
点
で

終
り
、
合
流
地
点
か
ら
先
の
旧
街
道
は
四
五
五
号
線
と
な
っ
て

「
本
郷
通
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る （

�）。
と
こ
ろ
で
、
３
号
で
「
丁

度
旧
街
道
と
十
条
か
ら
王
子
に
向
か
っ
て
続
く
道
が
三
叉
路
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ （

�）」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
地
点
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
地
図

�に
示
さ
れ
た
合
流
点
は
先
に
も
記

し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
こ
こ
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。と
こ
ろ
で
、
四
五
五
号
線
の
南
側
の
歩
道
は
自
衛
隊
の
手
前
で

曲
が
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
駐
屯
地
の
門
の
前
ま
で
続
い
て
い
る
。

こ
れ
が
当
時
の
道
筋
に
近
く
、
旧
道
は
そ
の
ま
ま
道
を
斜
め
に
横

切
っ
て
塀
に
沿
い
、
東
隣
り
の
「
ラ
イ
オ
ン
ズ
ガ
ー
デ
ン
十
条
台
」

と
い
う
建
物
に
沿
っ
て
右
に
曲
が
る
。
こ
の
部
分
が
、
兵
器
製
造

所
の
隅
を
落
と
し
た
塀
の
部
分
に
当
た
る
。
曲
が
っ
た
少
し
先
か

ら
左
に
そ
れ
、
最
後
に
小
さ
く
左
に
曲
が
っ
て
「
王
子
本
町
二
丁

目
」
と
標
記
さ
れ
た
信
号
の
あ
る
所
に
出
る
。
そ
こ
で
南
南
東
へ
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と
向
き
を
変
え
て
い
る
四
五
五
号
線
（
旧
街
道
）
へ
と
繋
が
る
の

だ
が
、
こ
の
交
差
点
が
、
旧
地
番
一
〇
七
五
番
で
あ
り
、
佐
多
が

こ
こ
ま
で
走
っ
て
来
た
道
と
「
王
子
へ
出
る
高
台
の
道
」
と
の
合

流
点
で
あ
る
。

３
号
で
は
、
先
の
四
六
〇
号
と
四
五
五
号
の
合
流
点
と
思
わ
れ

る
地
点
か
ら
さ
ら
に
「
少
し
ば
か
り
王
子
よ
り
に
歩
い
て
い
る
時

に
、
右
手
の
遠
方
に
」
火
工
廠
の
建
物
ら
し
い
も
の
が
見
え
た
、

と
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
合
流
点
か
ら
南
南
東
三
〇
〇
メ
ー
ト

ル
程
先
の
、
上
述
の
「
王
子
本
町
二
丁
目
」
の
信
号
の
あ
る
所
ま

で
も
含
め
て
「
走
っ
た
道
」
と
思
い
違
い
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
し
か
し
こ
の
「
王
子
本
町
二
丁
目
」
の
信
号
の
あ
る
交
差

点
こ
そ
が
、
上
述
の
よ
う
に
第
二
の
家
か
ら
佐
多
が
走
っ
て
来
た

道
と
「
王
子
へ
出
る
高
台
の
道
」
す
な
わ
ち
旧
街
道
（
岩
槻
街
道
）

と
が
合
流
し
た
地
点
で
あ
る
。
そ
し
て
信
号
を
渡
っ
て
四
五
五
号

を
南
に
向
か
う
と
、
四
～
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
間
に
四
五
五
号
か

ら
左
に
少
し
ず
つ
そ
れ
初
め
て
、
次
の
信
号
の
手
前
か
ら
、
王
子

権
現
の
下
の
方
へ
と
徐
々
に
分
か
れ
て
行
く
道
が
あ
る
。
こ
れ
が

旧
岩
槻
街
道
で
あ
り
、
こ
の
道
を
佐
多
は
走
っ
た
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
佐
多
も
、
文
学
散
歩
に
同
行
し
た
折
は
こ
の
道
が
「
新

聞
を
と
り
か
え
す
た
め
に
走
っ
た
道
」
と
説
明
を
し
て
、
王
子
権

現
へ
と
降
り
る
道
を
案
内
し
た
と
思
わ
れ （

�）、
「
王
子
駅
に
向
か
っ

て
旧
街
道
か
ら
だ
ら

�
�と

坂
を
お
り
て
く
る
と
左
手
の
方
に
…
…

戦
前
の
王
子
警
察 （

�）」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
だ
ら

�
�と

」
と

書
か
れ
て
い
る
が
結
構
急
で
地
元
で
は
昔
か
ら
「
王
子
大
坂
」
と

呼
ん
で
い
る
と
い
う （

�）。
佐
多
が
「
だ
ら
だ
ら
と
」
と
書
い
た
の
は

坂
の
最
後
の
部
分
で
あ
り
、
権
現
坂
に
出
た
ら
ま
た
す
ぐ
に
左
折

で
あ
る
。
因
に
現
在
こ
の
部
分
の
権
現
坂
か
ら
王
子
権
現
は
殆
ど

見
え
な
い
。

文
学
散
歩
で
の
こ
の
道
の
確
定
は
、
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
言

え
、
こ
こ
で
の
誤
り
は
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
敢

え
て
正
さ
せ
て
頂
い
た
。

11号
で
は
佐
多
の
記
述
に
対
し
て
も
、
３
号
の
記
述
、
地
図
に

対
し
て
も
ほ
ぼ
完
全
に
否
定
し
て
い
る
と
し
か
読
め
な
い
が
、
何

の
根
拠
も
示
し
て
い
な
い
。
他
方
で
は
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
来
た

よ
う
に
佐
多
に
も
先
行
研
究
に
も
表
面
上
は
全
く
無
批
判
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
私
は
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
佐
多
の
思
い
違
い
を
指
摘
し
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て
来
た
の
で
、
一
見
す
る
と
佐
多
に
は
思
い
違
い
が
多
い
と
い
う

事
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
全

く
そ
う
で
は
な
い
。
佐
多
の
記
憶
力
は
驚
異
的
に
高
く
、
よ
く
も

こ
ん
な
に
詳
細
か
つ
正
確
に
覚
え
て
い
る
も
の
だ
と
驚
か
さ
れ
る
。

し
か
し
他
面
で
は
無
頓
着
な
面
も
あ
る
よ
う
で
、
書
か
れ
て
い
る

内
容
を
確
認
し
よ
う
と
調
べ
て
み
る
と
、
時
に
は
記
憶
違
い
、
思

い
違
い
と
判
断
さ
れ
る
点
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る

ま
で
で
あ
る
。

�注

�

（

1）
佐
多
稲
子
研
究
会
二
〇
〇
八
。

（

2）
本
論
で
は
主
と
し
て
地
理
的
な
考
察
を
行
う
が
、
私
は
地
理
の

研
究
者
で
は
な
く
歴
史
地
理
的
な
事
柄
に
関
し
て
は
筑
波
大
学
教

授
小
口
千
明
氏
、
北
区
立
中
央
図
書
館
「
北
区
の
部
屋
」
地
域

資
料
専
門
員
保
垣
孝
幸
氏
に
ご
教
示
頂
き
、
地
図
に
関
し
て
は

北
区
立
飛
鳥
山
博
物
館
学
芸
員
鈴
木
直
人
氏
に
お
世
話
に
な
っ

た
。
ま
た
佐
多
の
経
歴
等
に
関
し
て
も
疑
問
に
思
う
事
が
あ
り
、

私
は
佐
多
稲
子
の
研
究
者
で
も
な
い
の
で
、
こ
の
点
は
佐
多
の
書

誌
の
作
成
者
で
あ
る
、
佐
多
稲
子
研
究
会
の
小
林
裕
子
氏
に
ご
教

示
頂
い
た
。
此
処
に
記
し
て
感
謝
す
る
。
も
ち
ろ
ん
内
容
に
関
し

て
の
責
任
は
全
面
的
に
私
に
あ
る
。
年
譜
は
、
小
林
裕
子
『
人
物

書
誌
大
系

28

佐
多
稲
子
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
一
九
九
四
）

に
詳
し
く
、
そ
の
他
何
種
類
も
の
単
行
本
、
文
庫
本
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（

3）
新
日
本
文
学
会
一
九
四
九
。
佐
多
稲
子
全
集
第
四
巻
（
講

談
社
一
九
七
八
）
所
収
。

（

4）
初
出
一
九
四
八
年
一
月
『
新
日
本
文
学
』。

（

5）
２
号
（
一
九
七
〇
）「
文
学
散
歩
『
私
の
東
京
地
図
』
を
め
ぐ
っ

て
」、
３
号
（
一
九
七
一
）「
文
学
散
歩
『
私
の
東
京
地
図
』
を
め

ぐ
っ
て
（
そ
の
２
）」、
久
田
美
好
写
真
撮
影
者
、
地
図
作
成
者

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（

6）
「
『
私
の
東
京
地
図
』
文
学
散
歩
」
本
文
・
写
真
、
五
十
嵐
福

子
、
添
付
地
図
、
山
下
治
子
。

（

7）
随
筆
集
『
き
の
う
の
虹
』（
毎
日
新
聞
社
一
九
七
八
）
所
収
。

（

8）
「
佐
多
の
通
っ
た
小
学
校
」
（
『
く
れ
な
い
』

11号
）
三
二
頁
注

�。

（

9）
住
ん
だ
時
期
に
関
し
て
３
号
に
記
さ
れ
た
内
容
に
は
混
乱
が
あ

り
、
疑
問
が
生
じ
る
。
３
号
の
「
文
学
散
歩
」
の
始
め
に
は
、
第

一
の
家
に
住
ん
だ
の
は
「
昭
和
四
年
四
月
か
ら
同
年
の
秋
又
は
冬

頃
ま
で
」
第
二
の
家
は
「
昭
和
四
年
秋
又
は
冬
か
ら
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
年
譜
に
よ
れ
ば
第
一
の
家
に
転
居
し
た
の
は
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
、
第
二
の
家
に
転

居
し
た
の
は
昭
和
四
（
一
九

二
九
）
年
で
あ
る
。
七
六
頁
下
段
で
は
「
前
述
し
た
が
第
一
の
家

に
移
り
住
ん
だ
の
は
…
…
昭
和
三
年
四
月
頃
」
と
無
意
識
に
訂
正

し
て
い
る
。
ま
た
七
七
頁
下
段
で
、
第
一
の
家
で
執
筆
し
た
作
品

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
年
譜
に
よ
れ
ば
一
九
二
八
年
か

ら
一
九
二
九
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

続
く
七
八
頁
下
段
で
は
「
第
一
の
家
に
移
り
住
ん
で
半
年
ほ
ど
で
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第
二
の
住
居
に
移
転
し
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
作
品
の
執
筆

期
間
と
合
わ
な
い
な
ど
矛
盾
が
あ
る
。
第
二
の
家
に
住
ん
だ
の
を

「
九
月
頃
か
ら
」
と
限
定
し
た
の
は
、
後
述
の
自
伝
的
小
説
『
山

襞
』
の
「
引
越
し
て
来
た
ば
か
り
」
の
「
先
月
の
半
頃
、
秋
へ
の

移
り
ゆ
き
を
感
じ
る
…
…
日
」
（
全
集

第
二
巻

二
五
八
～
九

頁
）
に
夫
が
病
に
倒
れ
た
、
と
の
記
述
か
ら
推
定
し
た
。

11号
で

は
３
号
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

（

10）
七
四
頁
下
段
。

（

11）
手
書
の
た
め
、
正
確
に
で
は
な
い
が
概
ね
北
が
上
。

（

12）
地
図
で
は
「
中
条
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
単
な
る
誤
記
。

（

13）
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
十
条
と
王
子
と
を
結
ぶ
道
筋
に
関

し
て
は
か
な
り
曖
昧
で
あ
る
。

（

14）
「
火
工
廠
」
と
は
「
元
東
京
砲
兵
工
廠
及
大
阪
砲
兵
工
廠
の
所

管
で
あ
っ
た
次
の
製
造
所
を
統
括
す
る
」「
陸
軍
造
兵
廠
火
工
廠
」

（
従
業
員
約
四
十
名
）
の
こ
と
で
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
に

編
成
さ
れ
た
。
「
次
の
製
造
所
」
と
は
「
十
條
兵
器
製
造
所
」
や

「
王
子
火
藥
製
造
所
」
そ
の
他
全
国
に
数
ヶ
所
あ
り
、「
十
條
兵
器

製
造
所
」
と
は
、
同
年
に
「
銃
包
製
造
所
」
と
「
火
具
製
造
所
」

を
併
合
・
改
称
し
た
も
の
で
あ
り
従
業
員
は
約
三
千
名
。
火
工
廠

本
部
は
「
十
條
兵
器
製
造
所
」
に
隣
接
し
て
お
り
（
王
子
町
編

「
王
子
町
誌
」
一
九
二
八
、
復
刻

歴
史
図
書
社

一
九
七
九

二
〇
八
頁
）
主
に
火
薬
・
爆
薬
・
火
具
（
起
爆
装
置
）
・
弾
薬
な

ど
を
扱
っ
た
。

一
九
二
九
年

大
日
本
帝
國
陸
地
測
量
部
一
万
分
一

王
字

（
赤
黒
二
色
刷
陸
地
測
量
部
地
図
は
国
土
地
理
院
で
閲
覧
可
能
）

を
始
め
、「
大
東
京
最
新
明
細
地
圖
」（
東
京
日
日
新
聞
編
一
九

三
二
）
、
「
東
京
全
圖
（
改
訂
新
町
名
入
）
北
部
方
面
」
（
報
知
新

聞
社
編
一
九
三
二
）（

h
ttp

:/
/
to
is.n

ich
ib
u
n
.a
c.jp

/
ch

izu
/

か
ら
検
索
で
き
る
）
等
に
は
「
兵
器
製
造
所
」
と
書
か
れ
て
い
る

南
西
の
隅
に
「
火
工
廠
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
隣
接
と
い
っ
て
も

同
じ
敷
地
内
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
佐
多
の
言
う
「
火
工
廠
」
と

は
面
積
約
一
〇
万
坪
の
「
十
條
兵
器
製
造
所
」
で
あ
る
。
「
第
一

陸
軍
造
兵
廠
と
な
っ
た
火
工
廠
の
火
が
今
は
消
え
て
」
（
次
掲

『
私
の
東
京
地
図
』
一
九
八
頁
）
と
言
う
が
、
火
工
廠
と
は
各
地

に
あ
る
工
場
と
そ
れ
を
統
括
す
る
官
庁
の
総
称
で
あ
り
、
個
々
の

工
場
の
名
称
で
は
な
い
。
毒
ガ
ス
が
漏
れ
た
と
言
う
「
火
薬
庫
」

（
二
一
一
頁
）
は

恐
ら
く
「
王
子
火
藥
製
造
所
」
か
そ
の
分
工
場

の
火
薬
庫
で
あ
り
、
こ
こ
も
「
火
工
廠
」
の
工
場
で
あ
る
。
地
元

で
は
、
火
工
廠
本
部
の
あ
っ
た
十
條
兵
器
製
造
所
を
特
に
「
火
工

廠
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
工
廠
は
佐
多
の
言

う
よ
う
に
一
九
四
〇
年
に
「
第
一
陸
軍
造
兵
廠
」
へ
と
改
組
さ
れ
、

十
條
兵
器
製
造
所
は
現
在
は
陸
上
自
衛
隊
十
条
駐
屯
地
と
な
っ
て

い
る
。
北
側
の
境
界
は
現
在
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
西
・
南

側
は
大
き
く
狭
め
ら
れ
、
東
側
も
五
、
六
〇
メ
ー
ト
ル
近
く
狭
め

ら
れ
て
い
る
。

（

15）
『
私
の
東
京
地
図
』（

講
談
社
文
芸
文
庫
二
〇
一
一
）
一
九
七

～
八
頁
。
底
本
は
前
掲
の
講
談
社
版
全
集
第
四
巻
。
現
在
最
も

手
に
入
れ
易
い
も
の
か
ら
引
用
し
た
。
な
お
「
講
談
社
文
芸
文
庫
」

に
は
一
九
八
九
年
初
版
の
版
が
あ
る
が
、
付
録
・
解
説
が
異
な
り
、

年
譜
は
な
い
。

（

16）
七
六
頁
下
段
。

（

17）
一
九
二
八
年
「
王
子
町
全
圖
」
（

縮
尺

六
千
分
一

昭
和
三
年
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訂
正
第
二
版
著
作
権
所
有
者
王
子
町
役
場
、
発
行
者
小
池

る
い
。
北
区
立
飛
鳥
山
博
物
館
所
蔵
）
。
次
掲
の
「
番
地
界
入

東
京
府
北
豊
島
郡
王
子
町
全
圖
」
と
同
様
番
地
界
入
で
あ
る
が
、

後
掲
注（

44）の
一
九
一
一
年
発
行
の
「
東
京
府
北
豊
島
郡
王
子
町

全
圖
」
か
ら
の
変
化
を
見
る
と
、
合
筆
、
分
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
地
番
は
「
番
地
界
入
…
…
」
よ
り
も
合
理
的
に
説
明
で
き
、
誤

り
と
思
わ
れ
る
点
も
見
ら
れ
る
が
、
相
対
的
に
は
よ
り
正
確
に
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

（

18）
「
番
地
界
入
東
京
府
北
豊
島
郡
王
子
町
全
圖
」（
縮
尺
六
千
分

一
多
色
刷
川
流
堂
一
九
三
〇
北
区
立
飛
鳥
山
博
物
館
所

蔵
。
但
し
白
黒
コ
ピ
ー
の
み
閲
覧
可
。
国
立
国
会
図
書
館
で
は
デ

ジ
タ
ル
化
し
た
カ
ラ
ー
画
像
の
み
閲
覧
可
）。「
小
林
編
纂
部
実
測
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
手
描
き
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
小
路

や
袋
小
路
が
多
数
描
き
込
ま
れ
、
厳
密
に
測
量
し
た
訳
で
は
な
い

が
、
実
際
に
歩
い
て
そ
れ
以
前
の
地
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ

た
小
路
な
ど
を
描
き
加
え
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「
番
地
界

入
」
の
謳
い
文
句
に
も
拘
ら
ず
、
合
筆
で
は
説
明
出
来
な
い
不
自

然
な
地
番
の
飛
躍
が
散
見
さ
れ
、
原
資
料
の
写
し
間
違
い
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
何
故
か
分
筆
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
番
地
の
境
界
線

も
前
掲
「
王
子
町
全
圖
」
の
方
が
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。

し
か
し
、
佐
多
の
住
ん
だ
時
期
に
一
番
近
く
、
道
路
が
二
年
前

の
「
王
子
町
全
圖
」
か
ら
可
成
り
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
「
乗
合

自
動
車
線
」
も
記
さ
れ
、
更
に
袋
小
路
ま
で
細
か
く
調
べ
て
あ
る

の
で
、
一
部
分
を
少
し
縮
小
し
て
必
要
な
書
込
み
を
し
た
も
の
を
、

地
図

�と
し
て
添
付
す
る
。
な
お
書
込
み
に
際
し
明
ら
か
に
誤
り

と
思
わ
れ
る
地
番
を
修
正
し
、
見
や
す
く
す
る
た
め
に
道
路
、
そ

の
他
の
一
部
情
報
を
消
去
し
た
。
な
お
兵
器
製
造
所
内
に
「
火
具

工
廠
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
注（

14）に
記
し
た
「
火
具
製
造
所
」

と
「
火
工
廠
」
と
を
混
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
地
図

で
は
「
火
工
廠
」
は
敷
地
の
南
西
の
隅
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（

19）
一
九
三
七
年
の
大
日
本
帝
國
陸
地
測
量
部
王
子
（
東
京
一

万
分
一
地
形
図
集
成
柏
書
房
一
九
八
三
所
収
。
な
お
本
書

で
も
国
土
地
理
院
で
も
地
図
は
発
行
年
で
は
な
く
作
成
年
を
基
準

に
整
理
し
て
い
る
の
で
、
本
論
で
も
陸
地
測
量
部
地
図
は
作
成
年

を
記
す
）
で
は
、
こ
の
軍
用
道
は
岩
槻
街
道
と
の
合
流
点
あ
た
り

を
残
し
て
完
成
し
て
い
る
の
で
、
一
九
三
七
～
八
年
に
完
成
し
た

と
思
わ
れ
る
。

（

20）
『
私
の
東
京
地
図
』
二
〇
三
頁
。

（

21）
現
存
す
る
が
、
道
が
広
げ
ら
れ
る
以
前
は
も
う
少
し
北
寄
り
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

22）
『
私
の
東
京
地
図
』
一
九
九
頁
。

（

23）
同
一
九
八
頁
。

（

24）
七
六
頁
上
～
下
段
。

（

25）
全
面
航
空
地
図
、
航
空
住
宅
地
図
、
ゼ
ン
リ
ン
地
図
、
ブ
ル
ー

マ
ッ
プ
等
の
北
区
版
（
コ
ピ
ー
も
含
め
北
区
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）。

な
お

20番
の
角
に
は
「
茶
木
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
名
字
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
東
隣
り
あ
た
り
に
「

表
と

裏
」
に
記
さ
れ
た
葉
茶
屋
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

26）
七
六
頁
下
段
。

（

27）
一
九
〇
九
年
陸
地
測
量
部
王
子
（
前
掲
東
京
一
万
分
一

地
形
図
集
成
所
収
）。
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（

28）
一
九
三
二
年
王
子
町
は
東
京
市
に
併
合
さ
れ
王
子
區
と
な
り
、

六
つ
の
大
字
は
上
十
條
・
下
十
條
等
の
五
町
と
な
っ
た
。
幾
つ
か

の
地
図
を
比
較
す
る
と
、
一
九
四
〇
年
頃
、
十
條
は
上
十
條
・
下

十
條
の
他
に
十
條
仲
原
・
中
十
條
・
東
十
條
の
五
地
区
に
分
割
さ

れ
、
更
に
丁
目
に
細
分
さ
れ
た
。
上
十
條
は
一
部
を
残
し
て
南
側

（
下
十
條
側
）
に
大
き
く
下
り
、
下
十
條
の
範
囲
は
兵
器
製
造
所

敷
地
の
大
半
と
、
赤
羽
根
線
を
挟
ん
だ
字
高
本
地
区
（
軍
用
地
と

思
わ
れ
る
）
に
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
下
十
條
の
み
丁
目
に
分
か
れ

て
い
な
い
。
そ
の
後
住
居
表
示
導
入
に
よ
る
に
よ
る
町
名
変
更
に

よ
っ
て
下
十
條
の
町
名
は
消
失
し
十
条
台
と
な
っ
た
。
従
っ
て
現

在
の
上
十
条
の
大
半
は
、
佐
多
の
住
ん
だ
当
時
は
下
十
條
で
あ
っ

た
。な
お
字
「
高
本
」
は
殆
ど
の
地
図
・
資
料
等
に
は
「
高
木
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
幕
府
が
編
纂
し
た
地
誌

「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」（
浄
書
稿
本
）
に
は
「
高
本
」
と
記
さ
れ

「
タ
カ
モ
ト
」
と
振
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る

（
保
垣
文
書
）。

（

29）
一
九
二
八
年
「
王
子
町
全
圖
」
で
は
袋
小
路
自
体
は
描
か
れ
て

い
な
い
が
、
袋
小
路
の
位
置
は
東
隣
り
の
一
〇
八
九
番
と
の
境
界

に
な
っ
て
い
る
。
地
図

�で
は
見
や
す
く
す
る
為
に
原
図
の
番
地

界
の
一
部
を
消
去
し
た
結
果
、
一
〇
八
六
番
と
一
〇
八
九
番
と
の

境
界
に
袋
小
路
が
描
か
れ
「
王
子
町
全
圖
」
と
合
成
さ
れ
た
よ
う

な
結
果
と
な
っ
た
が
、
こ
の
方
が
正
し
い
と
い
え
る
。
ま
た
「
第

一
の
家
」
の
「
一
」
の
字
に
よ
っ
て
小
路
の
一
部
が
隠
さ
れ
て
い

る
（
第
一
の
家
は
一
〇
八
九
番
）。

（

30）
一
九
〇
九
年
の
測
量
を
基
に
航
空
写
真
で
修
正
し
た
「
空
中
寫

眞
測
量
」。

（

31）
「
原
町
」
の
「
原
」
の
文
字
で
輪
郭
が
曲
が
っ
て
長
方
形
の
奥

（
北
）
が
す
ぼ
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
が
、
恐
ら
く
曲
が
っ
て
い
な

い
。
地
図

�の
原
町
一
〇
八
六
番
地
の
右
（
東
）
が
一
〇
八
九
番

地
（
現
１
丁
目

20番
）
。
第
一
の
家
は
「
原
」
の
雁
垂
の
「
ノ
」

の
先
の
部
分
あ
た
り
と
思
わ
れ
る
。
八
百
市
は
一
四
七
四
番
地
の

角
。

（

32）
実
は
こ
の
他
に
一
九
四
一
年
「
大
東
京
区
分
圖
王
子
區
詳
細

圖
」
（
日
本
統
制
地
圖
株
式
會
社
「
大
東
京
三
十
五
區
區
分
詳
圖

集
成
」
昭
和
礼
文
社
一
九
九
四
所
収
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

こ
の
小
路
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
地
図
は
、
完
成
し

た
軍
用
道
路
が
計
画
時
の
ま
ま
の
直
線
で
描
か
れ
、
旧
道
の
く
ね

り
は
そ
の
ま
ま
脇
に
残
さ
れ
て
小
さ
な
平
た
い
山
形
の
道
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
後
の
改
訂
版
ま
で
同
様
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
以
前
の
航
空
写
真
を
使
っ
た
一
九
三
七
年
の
陸
地
測
量

部
地
図
（
前
掲
）
も
、
一
九
四
七
年
の
航
空
写
真
（

h
ttp

:/
/

m
a
p
.g
o
o
.n
e.jp

/
m
a
p
.p
h
p
?st=

4）
も
軍
用
道
路
は
旧
道
の
く

ね
り
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
緩
や
か
に
曲
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
と
は

別
の
山
形
の
道
な
ど
な
い
。
こ
の
詳
細
圖
は
実
地
調
査
を
行
っ
て

い
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
場
所
の
道
筋
は
信
頼
で
き
な

い
。

（
33）

h
ttp

:/
/
m
a
p
p
s.g

si.g
o
.jp

/
m
a
p
lib

S
ea

rch
.d
o
か
ら

閲
覧

可
能
。

国
土
地

理
院
で
は
「
空
中
写
真
」
と

言
う
。
写
真
番

号

Ｂ
�C3
�65。

地
図
用
の
空
中
写
真
は
二
枚
の
写
真
か
ら
立
体
画
像

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
撮
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
見
る

に
は
特
殊
な
装
置
が
必
要
で
、
よ
り
鮮
明
な
こ
の
画
像
で
判
断
し
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た
。
な
お
、
こ
れ
以
前
の
空
中
写
真
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
少

な
く
と
も
実
用
に
耐
え
る
も
の
は
現
存
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
34）

「
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
た
の
は
一
九
六
二

年
。

（

35）
「
改
訂
版
東
京
都
区
分
圖
北
區
詳
細
圖
」（
日
地
出
版
株
式
会
社

一
九
五
六
）
（
前
掲

h
ttp

:/
/
to
is.n

ich
ib
u
n
.a
c.jp

/
ch

izu
/
か

ら
検
索
で
き
る
）
。
一
連
の
「
北
區
詳
細
圖
」
に
は
注
（

32）
に
記

し
た
よ
う
な
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
が
、
改
訂
前
の
前
掲
の
四
一
年

版
の
方
が
ず
っ
と
丁
寧
に
作
ら
れ
て
お
り
、
地
番
に
関
し
て
は
正

確
と
思
わ
れ
る
。
敢
え
て
五
六
年
版
を
挙
げ
た
の
は
「
住
居
表
示

に
関
す
る
法
律
」
施
行
前
の
地
番
は
、
そ
の
時
点
で
も
変
化
し
て

い
な
い
事
を
示
す
為
で
あ
る
。
ま
た
先
に
触
れ
た
住
宅
地
図
で
も

15と
併
記
さ
れ
て
い
る
。

（

36）
初
出
「
ア
カ
ハ
タ
」
一
九
五
八
年
一
〇
月
～
一
九
五
九
年
四
月
。

佐
多
稲
子
全
集
第
九
巻
（
講
談
社
一
九
七
九
）
所
収
。

（

37）
「
記
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が

�
�内

は
引
用
で
は
な

く
、
筆
者
（
久
田
）
に
よ
る
要
約
と
思
わ
れ
る
。

（

38）
七
八
頁
上
段
。

（

39）
上
述
の
「
八
百
市
」。

（

40）
七
八
頁
下
段
。

（

41）
七
八
頁
下
段
～
七
九
頁
上
段
。

（

42）
「
原
町
」
の
意
味
す
る
所
は
注（

44）参
照
。

（

43）
前
掲
『
人
物
書
誌
大
系

28

佐
多
稲
子
』
二
四
一
頁
。
こ
の
原

資
料
は
不
明
と
の
事
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
佐
多
の
戸
籍

謄
本
に
記
載
さ
れ
た
長
男
（
一
九
三
〇
年
生
）
の
出
生
地
と
思
わ

れ
る
。
長
男
の
戸
籍
謄
本
に
も
、
出
生
地
は
「
東
京
府
北
豊
島
郡

王
子
町
下
十
條
千
五
百
番
地
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
出
生
地
は
「
戸
籍
法
」
（
一
九
一
四
年
）
で
は
戸
籍
の
記

載
要
件
で
は
な
い
が
出
生
届
の
記
載
要
件
で
あ
り
、
「
戸
籍
法
施

行
細
則
」
の
雛
形
や
記
載
例
で
は
戸
籍
簿
に
出
生
地
を
記
す
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。
病
院
で
生
ま
れ
た
長
男
の
出
生
地
と
し
て
は

病
院
の
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
当
時
の
出

生
届
は
普
通
に
は
出
生
証
明
書
は
必
要
で
な
く
、
多
く
は
親
の
住

所
が
出
生
地
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
大
日
本
醫
師
名
簿
」（
一

九
三
一
年
東
京
光
明
社
）
そ
の
他
資
料
に
は
こ
の
地
番
周
辺
に

医
師
の
名
は
な
く
、
や
は
り
当
時
の
佐
多
夫
妻
の
住
所
で
あ
ろ
う
。

（

44）
「
東
京
府
北
豊
島
郡
王
子
町
全
圖
」（
多
色
刷
縮
尺
五
千
分
の

一
逓
信
協
會
発
行
『
東
京
市
十
五
区
・
近
傍
三
四
町
村

三

〇
』
人
文
社
二
〇
〇
八
こ
の
復
刻
版
の
保
存
用
カ
バ
ー
に
は

「
北
豊
島
郡
王
子
町
全
図

番
地
界
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

本
体
に
は
「
番
地
界
入
」
の
文
字
は
な
い
）
。
備
考
欄
に
「
一
、

之
ヲ
郵
便
区
畫
ト
爲
ス
ニ
ハ
相
當
境
界
ニ
於
イ
テ
裁
断
又
ハ
接
續

ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郵
便
配
達
用
の
地
図

で
あ
り
番
地
は
正
確
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
地
図
で
も
、
他
の
「
王
子
町
全
圖
」
で
も
一
五

〇
〇
番
地
付
近
の
字
名
は
「
原
」
で
は
な
く
「
久
保
」
と
な
っ
て

い
る
（「

高
本
」
は
「
高
木
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
地
図
の

「
王
子
町
字
名
一

覧
」
に
は
大
字
「
下
十

条
」
に
字
「
久
保
」
が

あ
り
、
大
字
単
位
で
地
番
は
通
し
番
号
と
な
っ
て
お
り
字
毎
に
地

番
区
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
原
」
と
い
う
字
は
大
字
「
豊
島
」

に
あ
る
が
、
一
五
〇
〇
番
地
は
な
い
。
他
方
で
は
一
九
〇
九
年
の

陸
地
測
量
部
王
子
（
前
掲
東
京
一
万
分
一
地
形
図
集
成
）
で
は
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大
字
名
は
「
下
十
条
」
で
あ
る
が
「
久
保
」
と
い
う
字
名
は
な
く
、

こ
の
あ
た
り
は
「
原
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
二
九
年
版
で
は

「
原
町
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
版
に
は
、
番
地
の
境
界
線

は
入
っ
て
い
な
い
が
、
可
成
り
の
地
番
が
記
さ
れ
て
お
り
、
逓
信

協
會
発
行
の
も
の
と
比
較
す
る
と
地
番
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
り
、

近
い
所
で
は
一
四
九
九
番
が
同
一
で
あ
る
（
地
図

�参
照
。
1499

と
書
か
れ
た
一
画
が
現
１
丁
目
８
番
。
９
の
字
の
す
ぐ
上
（
北
）

の
家
の
あ
た
り
が
一
五
〇
〇
番
地
）
。
陸
地
測
量
部
地
図
に
記
さ

れ
て
い
る
他
の
「
七
軒
町
」「
前
新
田
」「
南
」
等
々
の
地
名
に
関

し
て
も
「
字
名
一
覧
」
に
は
な
い
。
前
掲
「
王
子
町
誌
」
に
よ
れ

ば
字
「
久
保
」
を
始
め
と
す
る
字
名
は
、
基
本
的
に
は
江
戸
時
代

の
字
（
小
名
）
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

陸
地
測
量
部
地
図
に
あ
る
「
原
」
や
「
七
軒
町
」
と
い
う
地
名

は
、
地
元
で
は
「
ズ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
中
世
か
ら
続
く
集
落
（
村

組
）
の
名
で
、
公
称
地
名
（
行
政
機
関
が
定
め
た
地
名
）
と
な
っ

た
小
名
と
は
異
な
り
、
も
と
も
と
は
地
名
で
は
な
く
境
界
は
曖
昧

で
字
と
は
無
関
係
で
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
町
内

会
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
「
原
」
も
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年

に
「
原
町
交
友
会
」
が
結
成
さ
れ
後
に
「
原
町
会
」
と
な
っ
た

（
以
上
「
十
條
村
近
世
史
雑
考
」
Ｖ
ｏ
ｌ

�９
発
行
者
榎
本
龍
治

二
〇
〇
〇
年

北
区
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）
。
こ
の
町
内
会
の
名

称
が
「
通
称
地
名
」
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
通
称
と
は
い
っ

て
も
一
九
二
九
年
版
（
一
九
三
二
年
発
行
）
の
枠
外
に
は
「
本
圖

ノ
番
地
所
属
界
及
番
地
ハ
昭
和
五
年
一
月
當
該
地
方
官
公
署
ノ
資

料
ニ
ヨ
リ
描
入
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
傍
記
さ
れ
て
お
り
、
公
認
の

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
住
所
は
公
称
地
名
で
は
「
北
豊
島
郡

王
子
町
大
字
下
十
條
字
久
保
一
五
〇
〇
番
地
」
で
あ
ろ
う
。
先
に

見
た
よ
う
に
、
第
一
の
家
と
推
定
し
た
「
字
仲
道
」
の
一
部
も

「
原
町
」
で
あ
る
。

（

45）
一
九
三
〇
年
の
「
王
子
町
全
圖
」
で
は
算
用
数
字
で

1430
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
８
を
３
と
誤
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

46）
「
地
番
號
ノ
變
更
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
籍
ノ
記
載
ヲ
更
正
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス
」
（
戸
籍
法
第
四
十
二
條
）
と
の
規
定
が
あ
り
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
千
五
百
番
地
」
は
更
正
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
本
籍
地
以
外
の
地
番
号
ま
で
更
正
す
る
こ
と
な
ど
、

事
実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
況
し
て
や
記
載
要
件
で
は
な
い
出
生

地
な
ど
更
正
さ
れ
る
筈
も
な
い
だ
ろ
う
。
佐
多
達
が
住
ん
だ
時
点

で
は
既
に
一
四
八
〇
番
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
貸
主
も
佐
多
の

夫
窪
川
鶴
次
郎
（「

嫡
出
子
出
生
ノ
届
出
ハ
父
之
ヲ
爲
シ
」（
七
十

二
條
））
も
地
番
の

変
更
を

知
ら

ず
一
五
〇
〇
番
と
し
て

届
け
、

受
付
け
た
方
も
本
籍
地
で
は
な
い
の
で
厳
密
に
は
確
認
し
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
五
〇
〇
番
地
と
記
載
さ
れ
た
お

陰
で
、
住
ん
で
い
た
場
所
が
依
り
限
定
出
来
る
。

（

47）
『
私
の
東
京
地
図
』
二
〇
三
頁
。

（

48）
地
図
記
号
用
語
。
建
物
が
密
集
し
て
い
る
場
合
、
複
数
の
建
物

を
纏
め
て
表
示
し
た
も
の
。
大
と
小
が
あ
り
、
小
は
単
な
る
太
線
、

大
は
線
で
囲
ん
だ
中
に
斜
線
を
引
く
。
独
立
建
物
に
対
し
て
用
い
、

こ
れ
に
も
大
と
小
が
あ
る
。

（
49）

1499
の

99
が
上
に
書
か
れ
て
い
る
、

横
に

寝
た
丁
字

形
の

総

描
建
物
の
一
の
部
分
。

（

50）
前
掲

h
ttp

:/
/
m
a
p
.g
o
o
.n
e.jp

/
m
a
p
.p
h
p
?st=

4

（

51）
初
出
一
九
三

六
年
五
月
「
中
央
公

論
」
、
佐
多

稲
子
全
集

第
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二
巻
（
一
九
七
八
講
談
社
）
所
収
。
全
集
第
二
巻
の
「
あ
と
が

き
」
で
『
山
襞
』
に
つ
い
て
佐
多
自
身
「
私
は
作
中
人
物
に
、
実

在
す
る
人
を
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
は
、
意
識
的
に
書
か
な
か
っ

た
」
（
四
二
四
頁
上
段
）
と
記
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
家
の

様
子
等
外
見
的
に
分
か
る
事
は
、
ほ
ぼ
事
実
に
近
い
と
取
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

（

52）
二
五
九
頁
下
段
。

（

53）
独
立
し
た
建
物
が
あ
る
事
を
示
す
だ
け
で
、
形
ま
で
は
示
し
て

い
な
い
。

（

54）
1499

と
書
か
れ
た
す
ぐ
上
（
北
）。

（

55）
『
私
の
東
京
地
図
』
二
〇
三
頁
。

（

56）
同
上

（

57）
同
上

（

58）
「
山
襞
」
二
五
六
頁
下
段
。

（

59）
同
二
五
七
頁
下
段
。

（

60）
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
の
地
図

�に
は
合
筆
に

よ
り
一
五
〇
〇
番
地
は
な
い
の
で
、
一
九
一
一
年
発
行
の
地
図
を

参
考
に
補
正
の
線
を
引
い
た
。
「
②
第
二
の
家
」
と
記
さ
れ
た
区

画
が
本
来
の
一
五
〇
〇
番
地
で
あ
る
。
注（

44）も
参
照
。

（

61）
一
九
一
頁
上
段
。

（

62）
同
一
九
五
頁
上
段
。

（

63）
八
百
市
の
並
び
に
、
佐
多
の
住
ん
で
い
た
当
時
か
ら
あ
っ
た
銭

湯
。
地
図

�で
八
百
市
の
東
隣
に
煙
突
印
が
描
か
れ
て
い
る
。
現

存
す
る
。

（

64）
当
時
の
住
所
は
大
字
下
十
篠
字
仲
道
一
〇
一
五
番
地
と
思
わ
れ
、

更
に
枝
番
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

65）
旧
住
所
王
子
町
大
字
王
子
六
一
三
、
現
北
区
岸
町
１
―
６
―

17

（
h
ttp

:/
/
w
w
w
.k
eish

ich
o
.m

etro
.to

k
y
o
.jp

/
10/

o
ji/

in

d
ex

.h
tm
）
。
一
九
二
八
年
の
地
図
を
見
る
と
明
確
な
の
だ
が
六

一
三
と
六
一
四
に
跨
が
っ
て
い
た
。
現
在
は
、
北
区
社
会
福
祉
協

議
会
。
３
号
本
文
・
地
図

�に
は
「
王
子
労
政
事
務
所
」
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
改
組
・
移
転
。

（

66）
注（

96）参
照
。

（

67）
東
十
条
駅
の
元
の
名
称
は
下
十
篠
駅
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
着

工
、
三
一
年
六
月
竣
工
で
あ
る
か
ら
、
第
三
の
家
に
移
る
前
後
に

出
来
た
。
地
名
の
変
更
に
よ
り
一
九
五
七
年
改
称
（
北
区
「
郷
土

資
料
館
だ
よ
り
」
№
５
一
九
八
一
年
八
月
二
〇
日
北
区
文
化

財
調
査
員
小
野
磐
彦
）。

（

68）
『
私
の
東
京
地
図
』
二
〇
六
頁
。

（

69）
注（
４
）参
照
。

（

70）
東
京
新
聞
、
一
九
六
四
年
一
一
月
二
三
日
、
随
筆
集
『
ひ
と
り

歩
き
』（
三
月
書
房
一
九
六
九
）
所
収
。

（

71）
三
五
八
頁
。

（

72）
八
三
頁
上
段
。

（

73）
地
図

�で
は
旧
街
道
が
王
子
権
現
に
達
し
た
所
が
十
字
路
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
こ
は
丁
字
路
。
そ
の
先
に
描
か
れ
た
道
は
な
い
。

（

74）
「
名
主
の
滝
公
園
」
案
内
書
（
東
京
都
北
区
）。

（
75）

「
王
子
七
滝
考
」
北
区
文
化
財
調
査
員

倉
木
常
夫
（
東
京
都

北
区
王
子
郷
土
資
料
館
資
料
調
査
報
告
第
四
号
一
九
八
九

八
頁
）。
場
所
を
示
す
写
真
も
添
付
さ
れ
て
お
り
、
同
報
告
に
は
、

大
正
五
年
生
ま
れ
の
斉
藤
功
之
助
の
、
大
正
末
頃
ま
で
は
あ
っ
た

と
の
証
言
が
出
て
お
り
「
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
高
さ
か
ら
消
防
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ホ
ー
ス
ぐ
ら
い
の
太
さ
で
流
れ
落
ち
て
い
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

消
滅
の
時
期
や
原
因
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
が
、
時
期
的
に
は
関

東
大
震
災
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

（

76）
北
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
ttp

:/
/
w
w
w
.city

.k
ita

.to
k
y
o
.

jp
/
d
o
cs/

fa
cility

/
079/

007978.h
tm
）
に
は
「
再
現
」
と
書

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
思
わ
れ
る
滝
は
あ
る
が
標
識
は
な
く
、
前

注
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
で
は
な
い
。

（

77）
以
上
、
前
掲
「
王
子
七
滝
考
」
「
名
主
の
滝
公
園
」
案
内
書
、

そ
の
他
。「
現
在
で
は
『
名
主
の
滝
』」
以
外
は
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
な
か
に
は
そ
の
場
所
さ
え
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
た
も
の

が
あ
る
」
（
「
王
子
七
滝
考
」
二
頁
）
。
「
『
王
子
七
滝
』
と
の
名
称

も
、
人
寄
せ
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
」
（
同
七
頁
）
も
の
で
、

歴
史
的
に
そ
う
呼
ば
れ
て
来
た
訳
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（

78）
「
広
重
の
「
絵
本
江
戸
土
産
」
に
は
�十

条
の
里
女
滝
男
滝

�

と
題
し
て
…
…
描
か
れ
て
い
る
絵
が
あ
る
。
…
…
こ
の
図
で
い
う

「
女
滝
」
、
「
男
滝
」
が
現
在
の
「
名
主
の
滝
」
の
こ
と
を
い
う
と

み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
前
掲
「
王
子
七
滝
考
」
一
一

頁
上
段
）
。
現
在
名
主
の
滝
公
園
に
は
、
こ
の
他
に
二
つ
の
滝
が

あ
る
。

（

79）
現
住
所
北
区
王
子
本
町
一
ノ
一
ノ
一
二
。
鳥
居
は
都
道
四
五

五
号
に
面
し
て
お
り
、
王
子
駅
方
面
か
ら
で
は
、
丘
の
上
で
も
あ

り
少
し
わ
か
り
難
い
。

（

80）
以
上

h
ttp

:/
/
o
jijin

ja
.to

k
y
o
.jp

h
ttp

:/
/
w
w
w
.g
en

b
u
.

n
et/

d
a
ta
/
m
u
sa
si/

o
u
ji_

title.h
tm
等
に
よ
る
。

（

81）
h
ttp

:/
/
w
w
w
.to

k
y
o
-jin

ja
ch

o
.o
r.jp

/
sy

o
u
k
a
i/

in
d
ex

.

h
tm

l

（

82）
h
ttp

:/
/
w
w
w
2.w

a
g
a
m
a
ch

i-g
u
id
e.co

m
/
k
ita

k
u
/

（

83）
現
住
所
北
区
岸
町
一
ノ
一
二
ノ
二
六
。
地
図

�の
元
に
な
っ

た
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
に
は
、
何
故
か
「
王
子
稲
荷
」
の
表
記
も

記
号
も
な
い
。

（

84）
前
掲
「
王
子
七
滝
考
」
九
頁
。

（

85）
王
子
神
社
談
。
両
神
社
の
宮
司
が
兼
務
だ
っ
た
時
期
も
あ
る
と

言
う
。

（

86）
３
号
の
散
歩
の
最
後
で
訪
ね
て
い
る
王
子
権
現
が
王
子
神
社
で

あ
る
事
は
そ
の
内
容
か
ら
間
違
い
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
「
私
達
は
、

落
語
で
有
名
だ
と
い
う
名
主
の
滝
の
話
等
を
聞
き
な
が
ら
王
子
権

現
へ
の
階
段
を
の
ぼ
る
」
と
あ
る
が
、
有
名
な
落
語
の
「
王
子
の

狐
」
に
出
て
来
る
の
は
王
子
稲
荷
で
あ
っ
て
、
名
主
の
滝
で
は
な

い
。
柳
家
小
さ
ん
（
五
代
目
？
）
は
枕
で
名
主
の
滝
に
触
れ
て
い

た
と
言
う
。
と
こ
ろ
で
前
出
の
「
王
子
」
に
「
今
も
向
う
の
橋
ぎ

わ
に
料
亭
が
あ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
老
舗
の
料
亭
が
、
「
王
子

の
狐
」
の
舞
台
と
な
っ
た
「
扇
屋
」
で
あ
り
、
王
子
駅
と
権
現
の

間
に
あ
っ
た
。
現
在
跡
地
は
五
階
建
て
の
雑
居
ビ
ル
（
以
上

h
ttp

:/
/
g
in
jo
.fc2w

eb
.co

m
/
34o

u
jin

o
k
itu

n
e/

o
u
jin

o
k
itu

n
e.

h
tm
に
よ
る
）
。
因
に
権
現
へ
登
る
階
段
が
あ
る
の
は
、
「
扇
屋
」

跡
か
ら
続
く
道
の
、
権
現
の
滝
が
あ
っ
た
側
で
あ
る
。

（

87）
八
二
頁
上
段
。

（
88）

現
北
区
中
十
条
２
丁
目

12番
４
号
、
中
十
条
郵
便
局
が
あ
る
交

差
点
。

（

89）
一
見
す
る
と
、
地
図
に
「
第
三
の
家
」
と
記
し
た
「
家
」
の
文

字
に
よ
っ
て
道
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
当
時
こ
の

道
は
そ
こ
で
行
き
止
ま
り
で
あ
り
、
第
三
の
家
か
ら
十
条
駅
の
北
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側
の
線
路
を
横
切
る
道
に
出
る
に
は
、
左
手
（
西
）
か
ら
回
る
し

か
な
い
。

（
90）

一
九
三
頁
上
段
。

（

91）
11号

の
地
図
も
添
付
し
た
方
が
分
か
り
易
い
で
あ
ろ
う
が
、
積

極
的
な
意
味
を
持
つ
資
料
で
は
な
い
の
で
敢
え
て
添
付
を
避
け
る
。

（

92）
「
王
子
」
三
六
一
頁
。

（

93）
注（

97）に
記
す
よ
う
に
、
こ
の
道
は
稲
荷
の
傍
を
通
る
よ
り
は

遠
回
り
に
な
る
が
安
全
で
あ
る
。
ま
た
名
主
の
滝
に
行
っ
た
こ
と

が
な
い
と
す
れ
ば
、
三
平
坂
経
由
の
可
能
性
は
非
常
に
低
い
。
特

に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
背
負
っ
て
で
は

�に
示
さ
れ
た

王
子
権
現
経
由
以
外
の
道
筋
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（

94）
佐
多
稲
子
全
集
第
九
巻
三
九
頁
下
段
。

（

95）
地
図

�に
利
用
し
た
「
番
地
界
入
東
京
府
北
豊
島
郡
王
子
町

全
圖
」
の
カ
ラ
ー
版
を
見
る
と
、
王
子
神
社
近
く
で
は
少
し
異
な

る
が
岩
槻
街
道
の
中
心
に
、
「
乗
合
自
動
車
線
」
が
赤
線
で
引
い

て
あ
り
、
地
図

�を
よ
く
見
る
と
、
白
黒
で
は
あ
る
が
第
三
の
家

の
東
側
近
く
の
大
字
下
十
篠
字
大
道
九
七
〇
番
地
の
あ
る
交
差
点

（
注
（

88）
に
記
し
た
中
十
条
郵
便
局
が
あ
る
交
差
点
）
や
、
大
字

王
子
字
岸
ノ
上
一
〇
七
五
番
地
の
あ
る
交
差
点
（
後
述
の
「
王
子

本
町
二
丁
目
」
の
信
号
の
あ
る
交
差
点
）
等
に
は
、
停
留
所
を
示

す
と
思
わ
れ
る
小
さ
な
○
印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
分
る
。
佐

多
の
乗
り
込
ん
だ
の
は
前
者
の
停
留
所
で
あ
ろ
う
。
路
線
は
上
十

篠
も
通
る
が
、
佐
多
の
乗
っ
た
部
分
は
、
当
時
の
下
十
篠
に
当
た

る
。
注（

28）で
述
べ
た
よ
う
な
事
情
の
た
め
か
『
歯
車
』
で
は
上

十
条
と
下
十
条
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
。

（

96）
地
図

�は
地
理
的
な
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
の
で
確
定
は
出
来

な
い
が
、
第
二
の
家
か
ら
旧
街
道
と
の
合
流
点
ま
で
の
道
が
「
表

と
裏
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
は
火
工
廠
跡
（
現
自
衛
隊
）
の

塀
に
沿
っ
て
お
ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
本
文
の
記
述
を
見
る
と
、

現
在
の
都
道
四
五
五
号
線
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
都
道
四
五
五
号
線
は
自
衛
隊
の
正
門
近
く
ま

で
来
て
、
塀
に
平
行
に
向
き
を
変
え
て
い
る
の
に
、
地
図
は
塀
に

対
し
て
斜
め
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
佐
多
が
現
実

に
走
っ
た
火
工
廠
の
塀
に
沿
う
道
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
本
文
で
も
述

べ
た
よ
う
に
合
流
点
は
「
王
子
へ
出
る
高
台
の
道
へ
出
た
」
場
所

を
示
そ
う
と
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お

11号
で
は
、
こ
の
道
を
「
本
町
通
り
」
と
し
て
太
く
描
き

「
旧
軍
用
路
」
と
傍
記
し
て
い
る
。

更
に
自
衛
隊

駐
屯
地
と
の

間

に
「
都
営
ア
パ
ー
ト
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は

都
道
四
五
五
号
を
示
し
て
い
る
も
の
と
判
断
す
る
し
か
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
旧
街
道
と
の
合
流
点
を
三
平
坂
へ
下
り
る
角
の
更
に
南

の
、
地
図

�と
同
じ
よ
う
な
地
点
と
し
て
い
る
。
し
か
し
都
道
四

五
五
号
で
あ
る
な
ら
ば
、
描
か
れ
た
地
点
で
は
な
く
、
三
平
坂
へ

下
り
る
角
の
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
近
く
北
、
十
条
台
小
学
校
の
校
庭

の
あ
る
角
で
旧
街
道
と
合
流
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の

部
分
の
正
確
さ
に
比
し
て
、
こ
の
部
分
は
全
く
混
乱
し
て
事
実
に

合
致
せ
ず
に
、
た
だ
３
号
の
地
図
を
無
批
判
に
踏
襲
し
て
い
る
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

な
お

11号
で
は
、
上
記
の
通
り
四
五
五
号
が
ほ
ぼ
東
西
に
走
る

こ
の
部
分
を
「
本
町
通
り
」
と
記
し
て
お
り
そ
う
記
さ
れ
た
地
図

も
あ
る
が
、
一
九
一
三
年
秋
頃
ま
で
の
グ
ー
グ
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト

ビ
ュ
ー
で
は
、
こ
の
道
路
沿
い
の
街
路
灯
の
支
柱
に
は
「
上
一
本
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通
り
」
と
の
標
識
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
上
十
条
一
丁
目
の
本
通

り
、
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
但
し
現
在
街
路
灯
は
電
柱
に
取
り
付
け

ら
れ
、
こ
の
支
柱
も
標
識
も
な
い
。
現
在
「
本
町
通
り
」
と
の
標

記
は
、
後
述
の
「
王
子
本
町
二
丁
目
」
の
信
号
の
南
の
信
号
、

「
王
子
本
町
横
断
歩
道
橋
」
近
く
に
あ
る
バ
ス
停
の
名
称
以
外
に

は
見
当
た
ら
な
い
。
北
区
役
所
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
北
区
立
飛

鳥
山
博
物
館
か
ら
、
現
在
北
区
に
「
本
町
通
り
」
と
い
う
道
は
な

い
、
ど
の
道
だ
っ
た
の
か
は
不
明
と
の
回
答
を
得
た
。
因
に
「
王

子
本
町
」
と
い
う
町
名
は
住
居
表
示
導
入
後
の
も
の
で
、
そ
れ
以

前
は
「
王
子
町
」
で
あ
っ
た
。

（

97）
但
し
警
察
署
に
行
く
に
は
、
旧
街
道
に
出
て
少
し
先
の
左
に
別

れ
る
道
に
入
り
、
稲
荷
神
社
の
南
側
の
道
を
降
り
て
右
折
す
る
方

が
か
な
り
近
い
。
し
か
し
こ
の
道
は
分
か
り
難
い
し
崖
を
直
角
に

横
切
っ
て
下
り
る
相
当
急
な
切
り
通
し
の
坂
で
危
険
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
佐
多
の
走
っ
た
権
現
坂
へ
と
出
る
道
筋
が
、
一
番
簡

単
で
分
か
り
易
く
安
全
で
あ
り
、
こ
の
道
を
通
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

（

98）
正
式
に
は
滝
野
川
ま
で
を
「
本
郷
通
り
」
と
呼
ぶ
よ
う
だ
が
、

こ
こ
に
あ
る
歩
道
橋
に
は
「
本
郷
通
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
な

お
こ
の
先
か
ら
も
う
一
本
四
五
五
号
が
分
岐
し
て
い
る
が
、
間
も

な
く
行
き
止
ま
り
と
な
る
。

（

99）
八
二
ペ
ー
ジ
下
。

（

100）
先
の
航
空
写
真
を
見
て
も
、
「
王
子
本
町
二
丁
目
」
の
交
差
点

周
辺
を
含
め
、
佐
多
の
走
っ
た
道
筋
は
既
に
現
在
と
同
様
で
あ
る
。

七
一
年
当
時
信
号
や
標
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

も
し
か
し
た
ら
佐
多
自
身
も
こ
の
「
王
子
本
町
二
丁
目
」
の
交
差

点
が
、
走
っ
て
来
た
道
と
旧
街
道
と
の
合
流
点
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
気
付
か
ず
、
同
行
者
の
認
識
も
曖
昧
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

（

101）
八
二
頁
下
段
。

（

102）
保
垣
談
。
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