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第
19
回

旧
丹
波
口
駅
界
隈

■

旧
丹
波
口
駅
跡—

今
は
児
童
公
園

第
18
回
で
で
て
き
た
西
新
屋
敷
児
童
公
園
を
今
回
の
起
点
に
し
ま
し
ょ

う
。
い
ま
は
何
の
変
哲
も
な
い
児
童
公
園
で
す
が
、『
最
新
實
測
京
都
新
地

圖
』
二
万
分
の
一
〔
一
九
〇
八
〕（
日
文
研
の
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
）

を
見
る
と
、
京
都
線
（
京
都
〜
大
宮
〜
丹
波
口
〜
二
条
〜
花
園
〜
嵯
峨
〜
亀

岡
〜
八
木
〜
園
部
）
の
丹
波
口
停
車
場
（
丹
波
口
ス
テ
ン
シ
ョ
）
が
こ
の
位

置
に
あ
る
の
で
す
。

京
都
線
は
、
も
と
も
と
京
都
〜
舞
鶴
間
の
鉄
道
開
設
を
目
差
し
て
明
治
二

六
年
〔
一
八
九
三
〕
に
発
足
し
た
京
都
鉄
道
が
敷
設
を
始
め
た
路
線
で
す
。

明
治
三
〇
年
〔
一
八
九
七
〕
に
京
都
〜
嵯
峨
間
が
開
通
し
、
今
回
の
話
に
関

係
の
あ
る
地
域
に
は
、
同
年
に
大
宮
駅(

現
在
の
塩
小
路
大
宮
付
近
、
一
九

一
一
廃
止)

と
丹
波
口
駅
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
い
で
、
保
津
峡
を
通

過
す
る
た
め
の
難
工
事
の
末
（
こ
の
部
分
は
、
ト
ロ
ッ
コ
列
車
と
し
て
現
在

も
観
光
目
的
で
運
行
さ
れ
て
い
ま
す)

、
明
治
三
三
年
〔
一
九
〇
〇
〕
に
は
、

京
都
〜
園
部
間
が
開
通
。
こ
の
会
社
は
、
明
治
四
〇
年
〔
一
九
〇
七
〕
に
、

前
年
に
施
行
さ
れ
た
鉄
道
国
有
法
に
よ
り
、
国
に
買
収
さ
れ
て
い
ま
す
。
園

部
〜
舞
鶴
間
は
明
治
四
十
三
年
〔
一
九
一
〇
〕
に
、
国
に
よ
っ
て
完
成
。
舞

鶴
に
海
軍
の
鎮
守
府
が
で
き
た
の
で
、
戦
略
的
に
重
要
に
な
っ
た
た
め
。

西
新
屋
敷
児
童
公
園
は
、
現
在
、
正
面
通
が
突
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ
に
入

町
名
看
板
の
所
在
（
朱
雀
正
会
町
界
隈
）
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り
口
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
が
丹
波
口
停
車
場
の
入
口
。
し
た
が
っ
て
、
現

在
の
正
面
通
は
、
当
時
の
駅
前
通
り
と
い
う
わ
け
で
す
。
多
分
、
正
面
通

の
大
門
通
以
西
の
部
分
は
、
丹
波
口
停
車
場
が
で
き
た
と
き
か
、
そ
の
と
き

で
な
く
て
も
そ
ん
な
に
経
っ
て
い
な
い
こ
ろ
に
新
し
く
開
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
こ
の
推
測
が
確
か
ら
し
い
こ
と
は
、
正
面
通
の
一
筋
南
の
通
り
（
西

新
屋
敷
公
園
の
南
面
に
沿
っ
た
通
り
。
こ
れ
が
島
原
の
南
限
）
が
西
新
屋
敷

（
揚
屋
町
な
ど
）
と
朱
雀
正
会
町
・
夷
馬
場
町
と
の
境
界
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
も
わ
か
り
ま
す
。

西
新
屋
敷
児
童
公
園

旧
丹
波
口
駅

丹
波
口
停
車
場
は
、
京
都
鉄
道
が
国
鉄
山
陰
本
線
に
変
わ
っ
て
も
、
丹
波

口
駅
と
し
て
、
長
く
西
新
屋
敷
公
園
の
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
旧
丹
波

口
駅
は
、
山
陰
本
線
が
高
架
に
な
っ
た
と
き
（
昭
和
五
一
年
〔
一
九
七
六
〕）

に
廃
止
さ
れ
、
現
在
の
五
条
千
本
に
移
り
ま
し
た
。
旧
丹
波
口
駅
の
写
真
が

な
い
か
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
探
し
ま
し
た
ら
、
運
よ
く
「
ゴ
ミ
・
ブ
ッ

ク
ス
」
の
サ
イ
ト(http://w

w
w

.ashahi-net.or.jp/˜U
G

3H
-IT

K
R

/)

の
「
五
条
壬
生
川
物
語
」
と
い
う
記
事
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
な

様
子
だ
っ
た
か
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
写
真
を
も
と
に
描
い
た
鉛
筆
画
を
載

せ
ま
す
。

■

猫
間
中
納
言
と
木
曾
義
仲

『
山
城
名
勝
志
』
巻
五
に
は
、「
猫
間
」
の
項
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。

◯
猫
間

平
家
物
語
　長門本　
云
、
七
條
坊
城
壬
生
の
邊
を
ば
、
北
猫
間
南
猫

間
と
申
候
、
是
は
北
猫
間
に
渡
ら
せ
給
ひ
候
、
上
　　
の
、
猫
間
の

中
納
言
　光隆
卿
也
、
壬
生

二
位
家
隆
ノ
父
、　
と
申
、
云
云
、
◯
（
中
略
）
◯
康
富
記
云
、

猫
間
畠
　七條
ノ
坊
門
朱
雀
　與
二　
坊
　城
一　
之

間
　
北
頬
　
　號
二　
猫
間
　畠
一　
云
云
、　

『
山
城
名
勝
志
』、
大
島
武
好
、
宝
永
二
年
〔
一
七
〇
五
〕

『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
二
巻
、
近
藤
瓶
城
編
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
四

新
加
通
記
類
第
一
八

（
書
き
下
し
文
）

◯
　ね
こ
ま

猫
間　

平
家
物
語
（
　な
が
と
ぼ
ん

長
門
本　
）
に
　い云　
は
く
、
　し
ち
で
う

七
條　
　ば
う
じ
や
う

坊
城　
　み

ぶ
壬
生　
の
　あ
た
り邊　を

ば
、
　き
た
ね
こ
ま

北
猫
間　
　み
な
み
ね
こ
ま

南
猫
間　
と
　
ま
う
し
そ
う
ろ
う

申
候　
、
　こ
れ是　
は
北
猫
間
に
　わ
た渡　
ら
せ
　た
ま給　
ひ
　
そ
う
ろ
う
候　
、
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　じ
や
う
ら
ふ

上
　　　
の
、
猫
間
の
　ち
ゆ
う
な
ご
ん

中
納
言　
（
　み
つ
た
か

光
隆　
　き
や
う
な
り

卿
也　
、
　み
ぶ
に
ゐ

壬
生
二
位　
　い
え
た
か

家
隆　
の
父
）

と
　ま
う
す申　、
　う
ん
ぬ
ん

云
云　
、
◯
（
中
略
）
◯
　や
す
と
み
き

康
富
記　
に
　い云　
は
く
、
　ね
こ
ま
ば
た
け

猫
間
畠　
（
　し
ち
で
う

七
條　

の
　ば
う
ま
ん

坊
門　
　す
ざ
く

朱
雀　
と
　ば
う
じ
や
う

坊
城　
と
の
　あ
ひ
だ間　　
　き
た
つ
ら

北
頬　
　
猫
間
畠
と
　が
う號　
す
と
　う
ん
ぬ
ん

云
云　
、

『
平
家
物
語
』
の
猫
間
は
、「
　し
ち
で
う

七
條　
　ば
う
じ
や
う

坊
城　
　み

ぶ
壬
生　
の
　あ
た
り邊　」
と
あ
っ
て
、
こ

の
記
述
だ
け
で
は
、
場
所
を
は
っ
き
り
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

『
　や
す
と
み
き

康
富
記　
』の「
　し
ち
で
う

七
條　
の
　ば
う
ま
ん

坊
門　
」は
現
在
の
正
面
通
に
相
当
し
ま
す
の
で
、『
平

家
物
語
』
の
猫
間
が
『
康
富
記
』
の
猫
間
畠
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、「
　ね
こ
ま

猫
間　
」

は
西
新
屋
敷
児
童
公
園
の
北
東
あ
た
り
に
相
当
し
ま
す
。

こ
の
猫
間
に
住
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
、
　ふ
じ
わ
ら
の
み
つ
た
か

藤
原
光
隆　
（
大
治
二
年

〔
一
一
二
七
〕
〜
建
仁
元
年
〔
一
二
〇
一
〕）
で
、
猫
間
中
納
言
あ
る
い
は

壬
生
中
納
言
と
呼
ば
れ
、
後
白
河
法
皇
の
近
従
と
し
て
仕
え
て
い
ま
し
た
。

『
山
城
名
勝
志
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
平
家
物
語
』（
長
門
本
）
で
は
、
猫

間
中
納
言
と
木
曾
義
仲
の
話
と
し
て
、
義
仲
が
田
舎
者
ま
る
だ
し
で
、、
都

人
に
　う
と疎　
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
を
活
写
し
て
い
ま
す
。
同
様
の
記
述
が

『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
あ
り
ま
す
の
で
、
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

光
隆
卿
　向
二　
木
曾
　許
一　
、
　
つ
け
た
り
付　

木
曾
　ゐ
ん
ざ
ん

院
参　
　か
た
く
な
な
こ
と

頑
事　

（
前
略
）
　ね
こ
ま
の
ち
ゆ
う
な
ご
ん

猫
間
中
納
言　
　み
つ
た
か

光
隆　
　き
や
う
卿　
　の
た
ま宣　ふ
べ
き
　こ
と事　
　あ
っ
て
あ
て　
　き

そ
木
曾　
が
　も
と許　

へ
お
は
し
て
、
　ま
ず先　
　ざ
ふ
し
き

雑
色　
し
て
　か
く角　
と
　い
ひ
い

云
入　
ら
れ
た
り
。
木
曾
が
　ら
う
ど
う

郎
等　

に
　ね

ゐ
根
井　
と
　い
ふ
も
の

云
者　
、　き
き
つ
ぎ

聞
継　
て
　ぬ
し主　
に
　か
た
り語　け
れ
ば
、木
曾
　こ
こ
ろ
え
ず

　不
二　
意
　得
一　　
と
て
、

な
ま
り
　お
と音　
に
て
、「
　な
に
ね
こ

何
猫　
の
き
た
、
猫
と
は
何
ぞ
、
　ね
ず
み鼠　と
る
猫
　か歟　
、

　た
び旅　
な
れ
ば
と
ら
す
べ
き
鼠
も
な
し
、
猫
は
何
の
　れ
う料　
に
　よ
し
な
か

義
仲　
が
　も
と許　

へ
は
　き
た来　
る
べ
き
、
　た
だ但　
し
人
を
猫
と
　い
ふ
こ
と

云
事　
も
や
　あ
る有　
」
と
　い
ひ云　
け
れ
ば
、

根
井
も
げ
に
　こ
こ
ろ
え
ず

　不
二　
心
　得
一　　
と
　お
も
ひ思　て
、
　た
ち
か
へ
り

立
帰　
て
雑
色
に
　と
ふ
や
う

問
様　
は
、「
　
そ
も
そ
も
抑　

　ね
こ
ど
の

猫
殿　
と
は
　ね
ず
み
と
る
ね
こ

鼠
取
猫　
か
、
人
を
猫
殿
と
　ま
う
す申　か
と
、
　ご
れ
う

御
料　
に
　こ
こ
ろ
え
ず

　不
二　
意
　得
一　　

と
　い
か
り
た
ま
ふ
な
り

嗔
給
也　
」
と
い
へ
ば
、
雑
色
「
あ
な
　
か
た
く
な
頑　
や
」
を
し
へ
ん
と
思

て
、「
　し
ち
で
う
ば
う
じ
や
う
み
ぶ
あ
た
り

七
条
坊
城
壬
生
辺　
を
ば
、
　き
た
ね
こ
ま

北
猫
間　
、
　み
な
み
ね
こ
ま

南
猫
間　
と
　ま
う
す申　。
　こ
れ是　
は

北
猫
間
に
　お
は
し
ま

御
座　
す
　ほ
ど程　
に
、
　ざ
い
し
よ

在
所　
に
　つ
き付　
て
猫
間
殿
と
　ま
う
す
な
り

申
也　
。
　た
と譬　
へ
ば

　し
な
の
の
く
に

信
濃
国　
木
曾
と
　い
ふ
と
こ
ろ

云
所　
に
お
は
す
れ
ば
　き
そ
ど
の

木
曾
殿　
と
　ま
う
す
や
う

申
様　
に
、
　こ
れ是　
も
猫

間
に
　お
は
し
ま
せ

御
座　
ば
猫
間
殿
と
　ま
う
す
な
り

申
也　
」
と
　こ
ま
ご
ま

細
　々
に
　お
し
へ教　け
れ
ば
、
根
井
　こ
こ
ろ
え

意
得　

て
　こ
の
さ
ま

此
様　
を
　ま
う
す申　。
木
曾
も
　そ
の
と
き

其
時　
　こ
こ
ろ
え

意
得　
て
　け
ん
ざ
ん
に
い
り
た
て
ま
つ
り

　奉
レ　
　入
二　
見
　参
一　　
　（
て
）
し　
け
り
。

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
十
三
（
国
民
文
庫
）
国
民
文
庫
刊
行
会
（
一
九
一
〇
）

h
ttp

:/
/
w

w
w

.j-tex
ts.co

m
/
seisu

i/
g
szn

b
.h

tm
l

（
現
代
語
訳
）

　み
つ
た
か
き
ょ
う

光
隆
卿　
木
曾
の
　も
と許　
に
　む
か向　
う
。
　
つ
け
た
り
付　

木
曾
義
仲
の
　い
ん院　
へ
の
　さ
ん
じ
ょ
う

参
上　
が

不
首
尾
に
お
わ
る
こ
と
。

（
前
略
）
　ね
こ
ま
の
ち
ゅ
う
な
ご
ん

猫
間
中
納
言　
　み
つ
た
か

光
隆　
　き
ょ
う
卿　
が
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
っ
て
、
木
曾
義
仲
の
も
と
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
ま

ず
使
用
人
を
遣
わ
し
て
「
こ
の
よ
う
な
次
第
で
う
か
が
い
ま
し

た
」
と
申
し
入
れ
ら
れ
た
。
木
曾
義
仲
の
家
来
の
根
井
と
い
う
も

の
が
取
り
次
い
で
、
用
事
を
伝
え
た
け
れ
ど
も
、
義
仲
は
、「
わ

か
ら
な
い
」
と
い
っ
て
、
　な
ま訛　
っ
た
口
調
で
、「
な
に
、
猫
が
来
た
。

猫
と
は
な
に
か
。
　ね
ず
み鼠　を
と
る
猫
の
こ
と
か
。
遠
征
の
旅
な
の
で
、

捕
ら
せ
る
鼠
も
い
な
い
。
猫
が
な
ん
の
た
め
に
義
仲
の
も
と
へ
く

る
必
要
が
あ
る
の
か
。
た
だ
し
、
人
を
猫
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
」
と
い
う
の
で
、
根
井
も
全
く
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
、

た
ち
か
え
っ
て
、
使
用
人
に
、「
そ
も
そ
も
、「
　ね
こ
ど
の

猫
殿　
と
は
　ね
ず
み鼠　を
捕

る
猫
の
こ
と
か
。
人
を
猫
殿
と
呼
ぶ
の
か
」
と
、
義
仲
殿
は
わ

か
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
怒
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
問
う
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た
。
使
用
人
は
、「
な
ん
と
お
ろ
か
し
い
」
と
お
も
い
、
教
え
よ

う
と
お
も
っ
て
、「
　し
ち
じ
ょ
う
ぼ
う
じ
ょ
う
み
ぶ
あ
た
り

七
条
坊
城
壬
生
辺　
を
　き
た
ね
こ
ま

北
猫
間　
、
　み
な
み
ね
こ
ま

南
猫
間　
と
呼

び
ま
す
。
こ
の
方
は
、
北
猫
間
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
因
ん
で
猫
間
殿
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
　し
な
の
の
く
に

信
濃
国　
木
曾
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
　き
そ
ど
の

木
曾
殿　
と
お
呼
び
す
る
よ
う
に
、
こ
の
方
も
猫
間
に
住
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
猫
間
殿
と
お
呼
び
す
る
の
で
す
。」
と

詳
し
く
教
え
た
の
で
、
根
井
も
や
っ
と
理
解
し
て
、
こ
の
経
緯
を

木
曾
義
仲
に
伝
え
た
。
義
仲
も
理
解
で
き
た
の
で
、
猫
間
中
納
言

と
お
会
い
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
木
曾
義
仲
の
無
教
養
ぶ
り
と
、
激
高
し
や
す
い
性
質
を
強

調
し
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
あ
と
、
猫
間
中
納
言
を
饗
応
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
が
、
田
舎
流
に
大
盛
り
の
食
事
を
出
し
、
食
事
の
間
も
「
猫
殿
、

猫
殿
」
と
呼
び
、
少
し
し
か
手
を
つ
け
な
い
中
納
言
を
「
猫
殿
は
小
食
だ
」

と
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
無
遠
慮
に
振
る
舞
い
ま
す
。
多
分
、
猫
間

中
納
言
は
戻
っ
て
か
ら
、
後
白
河
上
皇
に
、
こ
の
よ
う
な
次
第
を
報
告
し
た

は
ず
で
、『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
述
は
、
こ
の
こ
と
が
、
後
白
河
上
皇
が
木

曾
義
仲
を
見
限
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

『
山
城
名
勝
志
』の
割
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、猫
間
中
納
言
こ
と
　ふ
じ
わ
ら
の
み
つ
た
か

藤
原
光
隆　

の
次
男
に
は
、
　ふ
じ
わ
ら
の
い
え
た
か

藤
原
家
隆　
（
保
元
三
年
〔
一
一
五
八
〕
〜
嘉
禎
三
年
〔
一
二

三
七
〕）
が
い
ま
す
。
壬
生
二
位
と
号
し
、
新
古
今
和
歌
集
の
編
者
の
一
人

で
す
。
ま
た
、
機
会
が
あ
れ
ば
紹
介
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
猫
間
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
由
来
を
も
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
日
文
研
の
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
『
平
安
京
往
古
絵
図
』

（http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi
27.htm

l

）が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
　ひ
が
し
こ
う
ろ
か
ん

東
鴻
臚
館　
の
と
こ
ろ
に
、「
根
小
門
」
と
添
え
書
き
が
し
て
あ
り

ま
す
。
こ
の
「
根
小
」
が
「
猫
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

さ
ら
に
調
査
が
必
要
で
す
。

■

豆
之
子
稲
荷

西
新
屋
敷
公
園
の
前
の
通
り
（
第
18
回
で
紹
介
し
た
角
屋
の
前
、
揚
屋

町
の
通
り
）
を
南
に
向
か
っ
て
歩
き
ま
す
と
、
北
小
路
通
（
中
堂
寺
南
通
）

に
出
る
手
前
に
、
東
側
に
続
く
路
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
町
名
看
板
が

一
枚
。「
朱
雀
正
會
町
」
1©
。
電
柱
に
貼
り
付
け
て
あ
る
わ
り
に
は
、
状
態

の
よ
い
町
名
看
板
で
す
。

　す
じ
ゃ
く
し
ょ
う
か
い
ち
ょ
う

朱
雀
正
會
町　
1©

北
小
路
通
に
出
て
東
に
向
か
い
、
坊
城
通
と
の
変
形
十
字
路
を
過
ぎ
た
あ

た
り
に
（
場
所
の
記
憶
が
定
か
で
な
い
の
で
略
図
に
は
載
せ
ま
せ
ん
が
）、

手
書
き
と
お
ぼ
し
き
「
夷
馬
場
町
」（
右
上
。
左
下
は
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

の
町
名
看
板
）
の
案
内
板
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
に
は
、
こ
れ

と
同
種
の
町
名
看
板
が
多
数
あ
り
ま
す
。
字
の
大
き
さ
や
間
隔
が
不
揃
い
の



275 ■ 豆之子稲荷

　え
び
す
の
ば
ん
ば
ち
ょ
う

夷
馬
場
町　

と
こ
ろ
に
味
が
あ
り
、
多
分
篤
志
家
か
、
あ
る
い
は
町
内
会
で
貼
っ
た
も
の

で
し
ょ
う
。

坊
城
通
北
小
路
上
ル
に
、
豆
之
子
稲
荷
神
社
（
豆
子
稲
荷
神
社
と
も
表

記
）
が
あ
り
ま
す
。
正
面
通
と
坊
城
通
の
十
字
路
か
ら
南
下
す
る
の
は
、
少

し
西
側
に
ず
れ
て
坊
城
通
が
続
く
の
で
、
探
し
に
く
い
。
北
小
路
通
か
ら
坊

城
通
を
北
上
す
る
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
民
家
に
接
し
た
三
角
地
に
あ
る

の
で
、
境
内
は
少
々
狭
い
が
、
　て
み
ず
や

手
水
舎　
も
あ
る
手
入
れ
の
ゆ
き
届
い
た
神
社

で
す
。

豆
之
子
稲
荷

第
18
回
で
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
神
社
は
『
京
都
指
掌
圖
文
久
改
正
』

〔
一
八
六
二
年
〕
に
「
イ
ナ
リ
」
と
し
て
、
ほ
ぼ
現
在
の
場
所
に
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
文
研
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
、
一
部
を
切
り
取

り
、
加
工
し
た
も
の
を
載
せ
ま
し
ょ
う
。

『
京
都
の
地
名
』
の
「
朱
雀
村
」
の
項
（
明
治
一
〇
年
代
の
『
京
都
府



第 19回 旧丹波口駅界隈 276

『
京
都
指
掌
圖
文
久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
の
丹
波
口
付
近

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ
り
、

一
部
を
切
り
取
り
加
工
）

地
誌
』
を
引
用
）
に
も
、「
豆
粉
神
社
」
と
し
て
で
て
き
ま
す
。
現
在
で
は
、

「
　ま
め
の
こ

豆
子　
」
と
い
う
名
前
か
ら
子
供
の
神
様
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

「
　ま
め
の
こ

豆
粉　
」
の
字
面
だ
と
五
穀
豊
穣
を
祈
る
神
様
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

こ
の
方
が
、
お
稲
荷
さ
ん
の
も
と
も
と
の
御
利
益
と
の
相
性
が
よ
さ
そ
う
に

も
お
も
い
ま
す
。
ち
な
み
に
豆
粉
と
は
、
大
豆
を
生
の
ま
ま
で
粉
に
し
た
も

の
で
、
一
方
、
き
な
粉
は
大
豆
を
煎
っ
て
か
ら
粉
に
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

■

江
戸
時
代
の
千
本
七
条
（
丹
波
口
）

七
条
公
共
職
業
安
定
所
千
本
労
働
分
室
（
下
京
区
朱
雀
正
会
町
地
内
一

－
二
〇
）
が
新
築
さ
れ
る
と
き
に
、
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
結

果
が
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
発
掘
調
査
報
告
書
』（
二
〇
〇
九—

一
）

に
「
平
安
京
左
京
七
条
一
坊
四
町
跡
・
御
土
居
跡
」
が
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。
職
安
の
新
築
地
点
は
、
北
は
北
小
路
通
、
南
は
七
条
通
、
西
は
千
本
通
、

東
は
坊
城
通
が
囲
む
地
域
（
左
京
七
条
一
坊
四
町
）
の
西
南
部
に
相
当
し
ま

す
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
職
安
の
新
築
地
点
が
旧
御
土
居
の
北
行
す
る
堤
部

分
に
あ
た
る
こ
と
、
平
安
初
期
に
は
、
三
町
・
四
町
（
正
面
通
、
七
条
通
、

千
本
通
、
坊
城
通
が
囲
む
地
域
）
に
は
　ひ
が
し
こ
う
ろ
か
ん

東
鴻
臚
館　
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
18
回
で
紹
介
し
た
「
東
鴻
臚
館
址
の
碑
」
の
位
置

は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
平
安
京
左
京
七
条
一
坊
二
町
（
正
確
に
は
、
朱
雀
大

路
の
道
路
内
）
に
相
当
し
ま
す
の
で
、
す
こ
し
だ
け
北
に
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
北
行
し
た
御
土
居
は
、
北
小
路
通
の
手
前
で
曲
形
に
西

に
折
れ
、
千
本
通
と
交
差
す
る
と
こ
ろ
が
丹
波
口
で
す
が
、
山
陰
本
線
と
京

都
市
中
央
卸
売
市
場
の
建
設
の
た
め
に
跡
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。

詮
索
の
虫
が
動
き
だ
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
の
地
理
上
の
変
化
を
、
入
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手
で
き
た
情
報
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
再
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
上
に
切
り

取
っ
て
引
用
し
た
『
京
都
指
掌
圖
文
久
改
正
』
の
図
の
こ
ろ
（
江
戸
時
代
末

期
）
に
は
、
六
条
丹
波
口
か
ら
南
下
し
た
丹
波
街
道
が
、
御
土
居
に
設
け
ら

れ
た
丹
波
口
の
と
こ
ろ
で
千
本
通
と
合
流
し
、
さ
ら
に
南
下
し
て
七
条
通
と

交
差
し
て
い
ま
す
。
こ
の
交
差
し
た
千
本
七
条
（
朱
雀
村
の
短
冊
の
と
こ

ろ
）
を
見
る
と
、
南
に
権
現
寺
、
北
に
為
義
（
源
為
義
塚
）
の
短
冊
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
都
名
所
図
会
』
の
刊
行
さ
れ
た
安
永
九
年
〔
一
七
八
〇
〕
ご
ろ
（
江

戸
時
代
中
期
）
の
千
本
七
条
の
様
子
は
、
巻
四
　し
ゅ
じ
ゃ
く
ご
ん
げ
ん
ど
う

朱
雀
権
現
堂　
　た
め
よ
し
づ
か

為
義
塚　
の
図

と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
日
文
研
の
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
よ
り
、
該
当
の
挿
絵
を
引
用
し
ま
す
。
こ
の
挿
絵
は
、
北
東
か
ら
南
西

方
向
を
俯
瞰
し
た
図
で
す
の
で
、
左
下
か
ら
橋
を
渡
っ
て
、
斜
め
上
に
右
端

に
至
る
通
り
が
七
条
通
で
、
橋
の
架
か
っ
て
い
る
小
川
は
、
壬
生
川
の
下
流

で
し
ょ
う
。
右
下
か
ら
斜
め
上
に
七
条
通
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
の
が
千
本

通
で
す
。
こ
の
図
の
左
下
隅
に
あ
る
木
立
（
七
条
通
と
小
川
を
挟
ん
で
二
箇

所
）
は
、
御
土
居
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
橋
の
東
手
前
か
ら
、
木
立

(

御
土
居)

に
沿
っ
た
分
か
れ
道
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
の
図
（
江
戸

時
代
中
期
）
と
、『
京
都
指
掌
圖
文
久
改
正
』
の
図
（
江
戸
時
代
末
期
）
と

引
き
比
べ
る
と
、
地
形
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
と
推
定
で
き
ま
す
。

『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
第
四
に
は
、
朱
雀
村
の
項
が
あ
り
、
　は
た
ご

旅
籠　
・
煮
売
・

茶
店
な
ど
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
案
内
記
は
、
宝

暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕
の
刊
行
で
す
か
ら
、『
都
名
所
図
会
』
の
刊
行
よ
り

も
や
や
早
い
。
次
の
引
用
は
、
前
半
は
訓
点
文
で
、
後
半
は
書
き
下
し
文

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
原
文
の
雰
囲
気
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
写
し
取
っ
た

も
の
で
す
。
　ふ
う
き
ょ
う

封
疆　
は
、
御
土
居
の
こ
と
を
差
す
の
に
、
漢
文
流
に
形
式
張
っ

『
都
名
所
図
会
』
巻
之
四
　し
ゅ
じ
ゃ
く
ご
ん
げ
ん
ど
う
た
め
よ
し
づ
か

朱
雀
権
現
堂
為
義
塚　
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

よ
り
引
用
）
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て
言
い
換
え
た
も
の
。「
朱
雀
村
」
の
項
に
は
、
　ツ
キ
ヨ
ミ

月
讀　
ノ
　ヤ
シ
ロ社　、
松
尾
明
神
の

御
供
所
、
　カ

ヤ
嘉
屋　
ノ
御
所
、
権
現
寺
、
　ミ
ナ
モ
ト
ノ
タ
メ
ヨ
シ
ノ
ツ
カ

源
為
義
塚　
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

朱
雀
　村名　　リ在
二　
西
七
条
　ノ村　
　ニ東
一　
　七條
通
西

封
疆
之
外　
丹
波
街
道
也
。
　ノ此　
所
旅
籠
煮

賣
茶
店
等
　シ多　
。
朱
雀
ハ
古
ヘ
長
安
洛
陽
ノ
中
央
ノ
通
ノ
名
。
今
千

本
通
也
。
　ノ此　
地
　チ即　
七
條
朱
雀
也
。
今
封
疆
ノ
外
ト
ナ
リ
洛
外
ト
ス
。

僧
浄
慧
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』、
宝
暦
四
年
〔
一
七
五
四
年
〕

『
新
修
京
都
叢
書
第
十
巻
山
城
名
跡
巡
行
志
・
京
町
鑑
』

光
彩
社
、
一
九
六
八

（
書
き
下
し
文
）

　す
ざ
く

朱
雀　
（
村
名
）
西
七
条
村
の
東
（
七
條
通
西
、
　ふ
う
き
よ
う

封
疆　
の
外
）
に
在

り
。
　た
ん
ば
か
い
ど
う

丹
波
街
道　
な
り
。
　こ此　
の
所
、
　は
た
ご

旅
籠　
　に
う
り

煮
賣　
　ち
や
み
せ

茶
店　
　な
ど等　
多
し
。
朱
雀

は
　い
に
し古　ヘ
　ち
よ
う
あ
ん
ら
く
よ
う

長
安
洛
陽　
の
中
央
の
　と
ほ
り通　の
名
。
　い
ま今　
は
千
本
通
な
り
。
　こ此　
の

地
、
即
ち
七
條
朱
雀
な
り
。
今
、
封
疆
の
外
と
な
り
、
洛
外
と
す
。

（
現
代
語
訳
）

　す
ざ
く

朱
雀　
（
村
名
）
西
七
条
村
の
東
（
七
條
通
西
、
　お

ど

い

御
土
居　
の
外
）
に

あ
る
。
　た
ん
ば
か
い
ど
う

丹
波
街
道　
の
起
点
。
こ
こ
に
は
、
旅
館
や
食
事
を
出
す
茶

店
な
ど
が
多
い
。
朱
雀
と
は
、
古
く
平
安
京
に
お
け
る
左
京
（
洛

陽
）
と
右
京
（
長
安
）
の
中
央
の
通
り
の
名
称
で
あ
る
。
今
は
千

本
通
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
は
七
条
朱
雀
で
あ
る
。
現

在
は
、
　お

ど

い

御
土
居　
の
外
に
な
っ
た
の
で
、
洛
外
と
す
る
。

嵯
峨
天
皇
の
と
き
に
、
左
京
を
洛
陽
、
右
京
を
長
安
と
命
名
し
ま
し
た
が
、

時
代
が
下
っ
て
、
右
京
が
衰
微
し
た
の
で
、
洛
陽
が
京
都
の
別
称
と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
た
。
豊
臣
秀
吉
が
御
土
居
を
築
く
に
及
ん
で
、
御

土
居
の
内
部
が
洛
陽
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
洛
中
」
の
呼
称
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
御
土
居
の
外
は
洛
外
で
す
。
上
記
引
用
文
の

末
尾
「
封
疆
の
外
と
な
り
、
洛
外
と
す
」
は
、
こ
の
意
味
で
す
。

引
用
し
た
『
都
名
所
図
会
』
巻
之
四
の
挿
絵
に
は
、
瓦
屋
根
と
茅
葺
き
屋

根
の
混
在
し
た
集
落
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
入
洛
す
る
人
通
り
か
ら
判
断
す

る
と
、
七
条
通
を
直
進
す
る
の
で
は
な
く
、
千
本
七
条
（
丹
波
口
）
で
左
折

し
て
北
上
す
る
の
が
、
主
経
路
（
六
条
丹
波
口
へ
の
経
路
）
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
厳
密
に
い
え
ば
、
丹
波
街
道
は
、
御
土
居
の
開
口
部
の
丹
波
口
か
ら

始
ま
る
は
ず
な
の
に
、
現
在
の
丹
波
街
道
町(

丹
波
口
通
と
大
宮
通
の
交
差

点)

を
起
点
と
し
て
こ
の
丹
波
口
に
至
る
部
分
も
、
江
戸
期
に
は
丹
波
街
道

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
と
第
18
回
で
取
り

上
げ
た
『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
の
「
　こ
ん
か
く

坤
郭　
　や
け
い

野
徑　
　の之　
　づ圖　
」（
藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻

第
十
二
・
遊
郭
図
上
。
翻
刻
版
、
新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、

二
〇
〇
六
、
三
五
〇
ペ
ー
ジ
）
で
も
、
丹
波
口
大
宮
（
六
条
大
宮
）
か
ら
島

原
に
至
る
道
筋
に
「
丹
波
海
道
」
の
名
称
を
載
せ
て
い
ま
す
（
京
都
で
は
、

「
街
道
」
の
か
わ
り
に
「
海
道
」
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
ま
す
。
多
分
、「
が
い

ど
う
」
で
は
な
く
て
、
濁
ら
ず
に
「
か
い
ど
う
」
と
読
ま
せ
る
た
め
の
工
夫

で
し
ょ
う
）。
こ
れ
は
、
推
測
で
す
が
、
江
戸
期
に
は
、
大
宮
通
の
西
は
市

街
地
で
は
な
く
田
畑
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
、「
京
か
ら
丹
波
へ
旅
立
つ
の

は
丹
波
口
大
宮
（
六
条
大
宮
）
の
あ
た
り
か
ら
」
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
た
め
、
現
在
の
丹
波
街
道
町
（
丹
波
口
通
）
の
大
宮
通
に

面
す
る
丹
波
口
大
宮
（
六
条
大
宮
）
の
あ
た
り
が
、
丹
波
口
と
通
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
、
今
回
部
分
図
を
載
せ
た
『
京
都
指
掌
圖
文

久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
で
も
「
た
ん
ば
口
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
で
は
や
や
こ
し
い
の
で
、
区
別
す
る
た
め
に
六
条
丹
波
口
と
も
呼
ば
れ

ま
し
た
。
ま
た
、『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
第
四
の
「
朱
雀
村
」
の
記
載
の
あ

と
に
「
丹
波
口
」
の
項
が
あ
り
、「
大
宮
通
五
　ノ条　
南
、
中
道
寺
村
也
。
封
　ノ疆　

内
皆
　ス記
二　
初
　ニ巻
一　
　朱雀
七
條
　曰
二　

七
條
　口
一　

　
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
と
も
と
の

丹
波
口
を
七
条
口
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

■

明
治
時
代
以
降
の
千
本
七
条
（
丹
波
口
）
の
変
遷

千
本
七
条
の
交
差
点
付
近
は
、
梅
小
路
機
関
区
が
設
置
さ
れ
た
た
め
と
、

市
電
が
開
設
・
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
都
度
大
き
く
変
貌
し
て
い
ま

す
。
主
な
出
来
事
を
、
年
表
風
に
、
列
挙
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

1
明
治
三
〇
年
〔
一
八
九
七
〕
に
京
都
線
が
京
都
〜
嵯
峨
間
に
開
通
し
た

と
き
は
、
御
土
居
の
開
口
部
の
と
こ
ろ
を
線
路
が
通
っ
て
い
ま
す
。
千

本
通
は
、
線
路
の
西
側
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
権
現
寺
や
為
義
塚

は
、
移
転
せ
ず
も
と
の
ま
ま
で
す
。

2
明
治
四
五
年
〔
一
九
一
二
〕
に
、
京
都
駅
が
南
（
現
在
の
位
置
）
へ
移

動
し
た
と
き
に
、
現
東
海
道
線
の
線
路
が
南
に
移
動
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
と
も
な
い
、
山
陰
線
が
西
寄
り
に
付
け
替
え
ら
れ
た
結
果
、
線
路
に

か
か
る
権
現
寺
や
為
義
塚
が
、
現
在
地
（
下
京
区
朱
雀
裏
畑
町
）
に
移

転
し
ま
し
た
。

3
大
正
二
年
〔
一
九
一
三
〕
に
梅
小
路
機
関
区
発
足
。
翌
年
に
、
扇
形
車

庫
が
完
成
（
現
在
、
梅
小
路
蒸
気
機
関
車
館
と
し
て
蒸
気
機
関
車
の
動

態
保
存
を
し
て
い
る
建
物
）。

4
大
正
七
年
〔
一
九
一
八
〕
に
、
大
阪
方
面
か
ら
丹
波
口
駅
へ
の
連
絡
線

（
山
陰
連
絡
線
）
が
敷
設
さ
れ
、
現
在
の
線
路
で
挟
ま
れ
た
三
角
地
の

梅
小
路
機
関
区
の
原
型
が
で
き
ま
し
た
。

5
昭
和
二
年
〔
一
九
二
七
〕
京
都
市
中
央
卸
売
市
場
開
設
。
こ
の
と
き
、

千
本
通
の
丹
波
口
〜
七
条
通
間
が
、
市
場
内
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
。
代
替
道
路
の
千
本
通
（
現
在
の
千
本
通
）
が
線
路
東

側
に
、
ま
た
、
新
千
本
通
が
市
場
西
側
に
作
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

6
京
都
市
電
に
つ
い
て
い
え
ば
、
昭
和
二
年
〔
一
九
二
七
〕
七
条
線
の
山

陰
本
線
踏
切
東
の
七
条
千
本
ま
で
、
開
業
。
次
い
で
、
昭
和
三
年
〔
一

九
二
八
〕
市
電
七
条
線
の
山
陰
本
線
踏
切
西
に
七
条
千
本
を
移
設
。
こ

の
と
き
、
山
陰
本
線
を
越
え
る
た
め
、
千
本
七
条
の
路
面
地
下
を
開
削

し
て
、
市
電
を
潜
過
さ
せ
る
た
め
の
市
電
専
用
線
が
敷
設
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
昭
和
九
年
〔
一
九
三
四
〕
市
電
七
条
線
の
西
大
路
七

条
ま
で
完
成
。
千
本
七
条
付
近
の
地
下
立
体
交
差
の
状
態
は
、
市
電
が

廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
長
く
続
き
ま
し
た
。
こ
の
地
下
立
体
交
差
の
概
略

を
示
す
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
当
時
の
写
真

か
ら
合
成
し
た
鉛
筆
画
を
載
せ
て
お
き
ま
す
。
自
動
車
な
ど
は
、
地
上

の
踏
切
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
奥
に
み
え
る
よ
う
に

す
で
に
山
陰
線
が
高
架
化
さ
れ
て
い
て
、
京
都
タ
ワ
ー
（
昭
和
三
九
年

〔
一
九
六
四
年
〕
完
成
）
が
遠
望
で
き
ま
す
。

7
昭
和
五
一
年
〔
一
九
七
六
〕
丹
波
駅
の
高
架
化
。
貨
物
用
の
地
上
線

は
、
高
架
短
絡
線
の
西
側
を
通
り
、
京
都
市
場
駅
（
一
九
八
四
廃
止
）

に
至
っ
て
い
ま
し
た
。

8
昭
和
五
二
年
〔
一
九
七
七
〕
市
電
七
条
線
の
七
条
河
原
町
〜
七
条
西
大

路
間
を
廃
止
。
千
本
七
条
付
近
の
地
下
立
体
交
差
は
、
開
削
部
分
を
埋

め
戻
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
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千
本
七
条
、
市
電
の
地
下
立
体
交
差
（
一
九
七
〇
年
代
）

市
電
廃
止
（
一
九
七
七
）
の
の
ち
埋
め
戻
さ
れ
た
。

現
在
、
千
本
七
条
に
立
つ
と
、
山
陰
本
線
の
高
架
の
下
で
、
な
ん
の
変
哲

も
な
い
交
差
点
で
す
。
南
に
梅
小
路
公
園
。
こ
の
公
園
に
は
、
鉄
道
フ
ァ
ン

垂
涎
の
梅
小
路
蒸
気
機
関
車
館
が
あ
り
ま
す
の
で
、
の
ち
の
回
で
触
れ
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。

閑
話
休
題
。
在
り
し
日
の
市
電
を
懐
か
し
み
た
い
方
に
は
、『
京
都
市
電

最
後
の
日
々
（
上
・
下
）』(R

M
L
ibrary

117&
118)

、
高
橋
弘
・
高
橋
修

著
、
ネ
コ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
（
二
〇
〇
九
）
が
お
す
す
め
。
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
波
に
お
さ
れ
て
市
電
を
廃
止
し
た
の
は
、
今
考
え
て
み
る
と
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
失
政
で
す
。
渋
滞
緩
和
を
目
的
に
し
た
は
ず
な
の
に
、
市

電
を
廃
止
し
て
も
道
路
の
渋
滞
は
現
在
で
も
深
刻
で
す
。
し
か
も
、
増
え
す

ぎ
た
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
の
害
は
目
に
余
る
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■

諏
訪
神
社

次
に
、
壬
生
川
通
以
東
、
東
は
大
宮
通
ま
で
、
北
は
正
面
通
、
南
は
七
条

通
に
囲
ま
れ
た
地
域
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
上
で
一
部
引
用
し
た
『
京

都
指
掌
圖
文
久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
に
載
っ
て
い
る
諏
訪
神
社
を
探
し

ま
す
。

こ
の
神
社
へ
の
参
道
は
た
い
へ
ん
に
わ
か
り
に
く
い
。
七
条
櫛
笥
の
十
字

路
か
ら
　く
し
げ

櫛
笥　
通
を
北
上
し
、
丁
字
路
（
東
側
は
平
安
高
校
の
裏
）
を
左
に
折

れ
て
、
北
小
路
通
を
少
し
だ
け
西
へ
。
北
側
の
本
願
寺
職
員
住
宅
と
平
安
高

校
体
育
館
（
光
顔
館
。
飛
び
地
に
な
っ
て
い
て
櫛
笥
通
を
跨
ぐ
渡
り
廊
下
が

あ
る
）
の
間
に
細
い
路
地
が
開
い
て
い
ま
す
。
そ
の
路
地
を
北
へ
入
っ
た
と

こ
ろ
に
、
諏
訪
神
社
（
下
京
区
　す
わ
び
ら
き

諏
訪
開　
町
二
九
）
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
北

向
き
の
石
鳥
居
と
「
諏
訪
大
社
分
社
」
と
彫
ら
れ
た
門
碑
と
は
、
ご
く
最
近

（
平
成
一
九
年
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
。
石
鳥
居
を
潜
っ
て
境
内
に
入
る
と
、

気
の
毒
な
く
ら
い
に
狭
い
と
こ
ろ
に
東
面
し
て
本
殿
。
西
側
に
　は
ら
え
ど
の
お
お
か
み

祓
戸
大
神　
の

扁
額
の
か
か
っ
た
鳥
居
（
と
い
う
よ
り
も
門
）
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
は
、
多

数
の
末
社
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

諏
訪
神
社
か
ら
、
正
面
通
へ
抜
け
る
路
地
に
「
七
不
思
議
諏
訪
神
社
参

道
」
の
看
板
。
長
野
県
諏
訪
の
諏
訪
大
社
の
「
上
社
の
七
不
思
議
」
の
中
に
、

「
　か
わ
ず
が
り

蛙
狩　
神
事
」
が
あ
り
ま
す
。
元
旦
に
、
冬
眠
中
の
蛙
を
捕
ら
え
て
、
　い
け
に
え

生
贄　



281 ■ 諏 訪 神 社

町
名
看
板
の
所
在
（
諏
訪
開
町
界
隈
）

諏
訪
神
社

と
し
て
神
前
に
供
え
る
神
事
。

そ
う
い
え
ば
、
境
内
に
蛙
の
置
物
が
置
い
て
あ
り
、
な
ん
だ
ろ
う
と
お

も
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
諏
訪
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
こ
の
諏
訪
神
社
で
も
、

「
蛙
狩
神
事
」
が
継
承
さ
れ
て
い
た
名
残
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

諏
訪
神
社
の
参
道
（
路
地
）
を
正
面
通
に
抜
け
た
と
こ
ろ
に
、
町
名
看
板

「
丹
波
口
駅
前
通
櫛
笥
西
入
ル
裏
片
町
」
2©
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
東
西
の
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諏
訪
神
社
七
不
思
議

蛙
狩
神
事
の
置
物

通
り
の
名
前
は
、
正
面
通
で
は
な
く
丹
波
口
駅
前
通
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の

看
板
が
設
置
さ
れ
た
当
時
は
、
丹
波
口
駅
前
通
と
い
う
名
前
の
ほ
う
が
一
般

的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

大
宮
通
に
面
し
た
東
側
の
お
宅
に
も
、
町
名
看
板
「
大
宮
通
丹
波
口
駅
前

下
ル
大
宮
二
町
目
」
3©
が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
宅
の
向
か
い
は
、
西
本
願
寺
の
裏
手
。
土
倉
が
連
な
っ
て
い
ま

　た
ん
ば
ぐ
ち
え
き
ま
え
ど
お
り

丹
波
口
駅
前
通　
　く
し
げ

櫛
笥　

　に
し
い
る

西
入　

　う
ら
か
た
ち
ょ
う

裏
片
町　
2©

　お
お
み
や
ど
お
り

大
宮
通　
　た
ん
ば
ぐ
ち
え
き
ま
え

丹
波
口
駅
前　

　さ
が下　
ル

　お
お
み
や
に
ち
ょ
う
め

大
宮
二
町
目　
3©

す
。
現
在
の
地
名
標
示
で
あ
る
「
大
宮
正
面
」
が
電
柱
に
懸
か
っ
て
い
ま
し

た
の
で
、
土
倉
と
と
も
に
撮
影
し
て
お
き
ま
し
た
。

■

幕
末
を
駆
け
抜
け
た
二
人

■

村
田
た
か
隠
れ
家

『
京
都
大
学
附
属
図
書
館
維
新
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』

h
t
t
p
:
/
/
e
d
b
.
k
u
l
i
b
.
k
y
o
t
o
-
u
.
a
c
.
j
p
/
e
x
h
i
b
i
t
/
i
s
h
i
n
/

k
a
n
r
e
n
/
s
o
n
j
o
_
i
n
d
e
x
_
s
h
a
s
h
i
n
.
h
t
m
l

の
「
尊
攘
堂
史
料N

o.19/#
11151

」
に
、『
京
都
維
新
史
跡
寫
眞
帖
（
全

48
画
像
）』
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、「
下
京
区
島
原
駅
前
東
入
ル
一
貫
町
、

村
山
か
づ
え
隠
家
附
近
」
と
題
さ
れ
た
一
枚
の
写
真
（
画
像
番
号:3765066

）

が
あ
り
ま
す
。
第
17
回
で
述
べ
た
よ
う
に
　い
っ
か
ん
ま
ち

一
貫
町　
通
は
下
松
屋
通
の
別
名
。

島
原
駅
前
（
通
）
は
、
多
分
、
丹
波
口
駅
前
（
通
）
の
こ
と
。
こ
の
推
定

が
正
し
い
と
す
る
と
、
丹
波
口
駅
が
で
き
た
の
は
、
明
治
三
〇
年
〔
一
八
九

七
〕
の
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
写
真
は
、
そ
れ
以
降
の
撮
影
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
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大
宮
正
面
（
西
本
願
寺
裏
手
）

村
山
か
づ
え
は
、
村
山
た
か
の
こ
と
。
多
分
、
芸
妓
と
し
て
座
敷
に
出

た
と
き
の
源
氏
名
で
し
ょ
う
。『
京
都
維
新
史
蹟
』（
京
都
市
教
育
会
、
昭
和

三
年
〔
一
九
二
八
〕）
に
は
、「
毒
婦
村
山
か
づ
ゑ
の
隱
家
は
、
京
都
市
島
原

驛
東
一
貫
町
に
あ
り
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
「
毒
婦
」
あ
る
い
は

「
淫
婦
」
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
坊
主
憎
け
り
ゃ
袈
裟
ま
で
憎

い
」
の
　た
ぐ
い類　。
昨
今
、
作
者
の
舟
橋
聖
一
の
名
前
は
ほ
ど
ん
ど
聞
か
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
の
一
作
目
『
花
の
生

涯
』（
一
九
六
三
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
村
山
た
か
で
す
。
最
終
話
（
三
九
話
）
の

題
は
、「
た
か
女
後
日
」
で
す
。
演
じ
た
の
は
、
淡
島
千
景
。

井
伊
直
弼
が
断
行
し
た
、
日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
（
安
政
五
年
〔
一
八

五
八
〕
に
勅
許
な
し
で
締
結
）
と
将
軍
継
嗣
問
題
（
南
紀
派
を
採
り
、
一
橋

派
を
廃
し
た
）
の
や
り
か
た
に
反
対
し
て
、
尊
皇
攘
夷
派
や
一
橋
派
（
水
戸

藩
）
の
動
き
が
激
し
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
弾
圧
を
お
こ
な
っ
た
の
が
、
安
政

の
大
獄
（
安
政
五
〜
六
年
〔
一
八
五
八
〜
一
八
五
九
）。
す
で
に
、
日
米
和

親
条
約
（
一
八
五
四
）
な
ど
の
締
結
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
勅
許
の

有
無
は
些
細
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
些
細
な
こ
と
で
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の

時
代
の
趨
勢
。
む
し
ろ
、
不
平
等
条
約
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
あ
と
あ
と
ま
で

禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

井
伊
直
弼
を
支
え
た
長
野
主
膳
は
、
九
条
家
侍
の
島
田
左
近
を
通
じ
て
朝

廷
工
作
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
島
田
左
近
は
、
尊
皇
攘
夷
派
の
志
士
の
検
挙

を
お
こ
な
い
、
安
政
の
大
獄
に
大
い
に
協
力
し
て
、
絶
大
な
権
力
を
ふ
る
い

ま
し
た
。
村
山
た
か
は
、
長
野
主
膳
の
密
偵
と
な
り
、
京
都
に
お
け
る
尊
皇

攘
夷
派
の
情
報
を
送
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
桜
田
門
外
の
変
（
安
政
七
年

〔
一
八
六
〇
〕）
で
井
伊
直
弼
が
暗
殺
さ
れ
た
の
を
機
に
、
安
政
の
大
獄
は
収

束
し
ま
し
た
が
、
多
く
の
人
材
を
処
刑
し
た
た
め
に
、
む
し
ろ
幕
府
の
寿
命

を
短
く
し
た
と
い
え
ま
す
。
長
野
主
膳
は
、
井
伊
直
弼
の
失
政
の
責
任
を
負

わ
さ
れ
て
、
文
久
二
年
〔
一
八
六
二
〕
に
斬
首
さ
れ
ま
し
た
。

島
田
左
近
は
、
文
久
二
年
〔
一
八
六
二
〕
に
暗
殺
さ
れ
、
首
は
四
条
河

原
に
　さ
ら晒　
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
か
ら
の
ち
、「
醜
類
共
追

•々　天
•　誅
に
就
く
」

と
い
う
暗
殺
事
件
が
多
発
し
ま
し
た
。
村
山
た
か
は
、
身
に
危
険
が
迫
っ
た

た
め
、
こ
の
地
に
し
ば
ら
く
潜
伏
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
年
捕
え
ら
れ
て
三

条
河
原
で
生
晒
し
と
さ
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
、
洛
北
金
福
寺
で
尼
と
し
て
余
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生
を
過
ご
し
、
明
治
九
年
〔
一
八
七
六
〕
没
。

■

島
田
魁
旧
宅

正
面
通
大
宮
西
入
ル
下
ル
大
宮
三
丁
目
の
路
地
は
、
新
選
組
の
数
少
な
い

生
存
者
、
島
田
　
さ
き
が
け
魁　
が
明
治
維
新
後
に
住
ん
だ
と
こ
ろ
。
こ
の
路
地
の
西
側

は
、
平
安
高
校
の
グ
ラ
ン
ド
で
す
。『
　り
ょ
う
ぜ
ん

霊
山　
歴
史
館
紀
要
』
第
七
号
（
一
九

九
四
）
に
、
多
田
敏
捷
「
新
　
（
ママ
）
撰　
組
に
関
す
る
新
発
見
の
文
書
、
前
川
家
文
書

と
島
田
魁
の
戸
籍
簿
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

　下京
区
第
廿
九
組
大
宮
通

戸
籍
簿

大
宮
三
町
目

　

と
い
う
表
題
の
あ
る
戸
籍
簿
に
、
息
子
の
島
田
魁
太
郎
が
戸
主
の
戸
籍
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
戸
籍
に
は
、
父
と
し
て
島

田
魁
、
母
と
し
て
島
田
さ
く
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
母
さ
く
の
実

家
は
、
下
京
区
第
十
七
組
突
抜
二
町
目
で
す
か
ら
、
こ
の
戸
籍
の
場
所
か
ら

す
ぐ
近
く
で
す
。

島
田
魁
の
最
大
の
功
績
は
、『
島
田
魁
日
記
』
を
執
筆
し
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
当
事
者
に
よ
る
新
選
組
の
詳
細
が
後
世
に
残
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
日
記
の
本
文
と
訳
が
、『
新
選
組
日
記
、
永
倉
新
八
日
記
・
島
田
魁

日
記
を
読
む
』、
木
村
幸
比
古
、
P
H
P
選
書257

(

二
〇
〇
三
）
と
し
て

入
手
で
き
ま
す
。

『
島
田
魁
日
記
』
に
従
っ
て
、
維
新
史
の
概
略
を
お
さ
ら
い
し
ま
し
ょ
う
。

江
戸
か
ら
将
軍
警
護
の
た
め
に
下
っ
た
浪
士
隊
の
う
ち
、
文
久
三
年
〔
一
八

六
三
〕
に
近
藤
勇
、
芹
沢
鴨
ら
は
、
壬
生
浪
士
隊
と
し
て
京
都
に
残
留
。
島

田
魁
は
、
こ
の
こ
ろ
、
新
選
組
（
壬
生
浪
士
隊
）
に
入
隊
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

薩
摩
・
会
津
と
長
州
・
尊
皇
攘
夷
派
公
卿
と
の
間
の
確
執
の
た
め
に
文
久

三
年
〔
一
八
六
三
〕
に
「
八
月
十
八
日
の
政
変
」
が
お
こ
り
ま
し
た
。
結
局
、

長
州
・
尊
攘
派
が
破
れ
、
三
条
　さ
ね
と
み

実
美　
ら
の
七
卿
落
ち
。
こ
の
と
き
の
警
護
の

働
き
に
よ
り
、
新
選
組
の
名
を
賜
っ
た
と
い
う
記
事
が
『
島
田
魁
日
記
』
に

で
て
い
ま
す
。

元
治
元
年
〔
一
八
六
四
〕
古
高
俊
太
郎
を
捕
縛
し
て
、「
長
州
藩
士
が
三
条

大
橋
あ
た
り
に
身
分
を
隠
し
て
宿
泊
し
て
い
る
」
と
の
自
白
を
え
て
襲
撃
。

こ
れ
が
世
に
い
う
「
池
田
屋
事
件
」（
六
月
）。
こ
の
事
件
で
、
長
州
藩
士
を

捕
縛
・
殺
害
し
た
こ
と
が
、
新
選
組
の
初
手
柄
と
な
り
ま
し
た
。
近
藤
勇
の

隊
と
土
方
歳
三
の
隊
の
二
手
に
分
か
れ
て
襲
撃
。
近
藤
の
方
が
早
く
池
田
屋

に
乗
り
込
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
島
田
魁
は
、
土
方
に
し
た
が
っ
て
い

た
の
で
遅
れ
て
乗
り
込
ん
だ
た
め
、『
島
田
魁
日
記
』
に
は
少
し
誇
張
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

同
年
七
月
　
は
ま
ぐ
り
蛤　
御
門
の
変
（
禁
門
の
変
）。
敗
走
す
る
長
州
軍
の
放
っ
た
火

に
よ
り
、
京
都
は
大
火
と
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ど
ん
ど
ん
焼
」
で
す
。

こ
こ
か
ら
、
長
州
征
伐
、
長
州
藩
の
外
国
船
砲
撃
事
件
、
第
二
次
長
州
征
伐
、

慶
喜
の
征
夷
大
将
軍
就
任
。
孝
明
天
皇
崩
御
。
そ
し
て
、
慶
応
三
年
〔
一
八

六
七
〕
の
十
月
に
は
「
大
政
奉
還
」。
時
局
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

孝
明
天
皇
御
陵
衛
士
（
高
台
寺
党
）
を
作
っ
て
独
立
し
た
伊
東
甲
子
太
郎

を
襲
っ
た
、
油
小
路
事
件
（
慶
応
三
年
〔
一
八
六
七
〕
十
一
月
、
第
15
回

参
照
）
に
も
、
島
田
魁
は
参
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
『
島

田
魁
日
記
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
御
陵
衛
士
の
報
復
に

よ
り
、
伏
見
墨
染
で
近
藤
勇
が
襲
撃
さ
れ
た
と
き
に
は
、
護
衛
に
つ
い
て
い

て
、
馬
を
駆
っ
て
伏
見
城
ま
で
戻
っ
た
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
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慶
応
四
年
〔
一
八
六
八
〕
に
は
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
。
島
田
魁
は
、
永
倉

新
八
と
と
も
に
決
死
隊
を
組
織
し
て
戦
っ
た
が
、
結
局
敗
走
。
こ
の
と
き
、

永
倉
新
八
を
銃
に
つ
か
ま
ら
せ
て
塀
の
上
か
ら
持
ち
上
げ
た
と
い
う
逸
話
が

残
る
く
ら
い
の
怪
力
。
大
阪
で
相
撲
取
と
け
ん
か
に
な
っ
た
と
き
に
、
相
撲

取
を
投
げ
飛
ば
し
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
似
合

わ
ず
、
酒
は
だ
め
で
、
極
め
付
き
の
甘
党
。

そ
の
後
、
各
地
を
転
戦
。
最
後
は
、
土
方
歳
三
と
と
も
に
、
五
稜
郭
で
榎

本
武
揚
の
指
揮
下
で
新
政
府
軍
と
戦
い
ま
し
た
が
、
五
稜
郭
落
城
後
、
明
治

二
年
〔
一
八
六
九
〕
に
降
伏
。
尾
張
藩
に
お
預
け
と
な
っ
た
三
年
間
に
『
島

田
魁
日
記
』
を
執
筆
し
ま
し
た
。

明
治
五
年
〔
一
八
七
二
〕
に
許
さ
れ
て
、
妻
の
実
家
の
あ
る
京
都
に
戻

り
、
住
ん
だ
と
こ
ろ
が
こ
こ
。
商
売
を
始
め
た
が
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
剣
道
場

を
経
営
。
明
治
一
九
年
〔
一
八
八
六
〕
西
本
願
寺
の
夜
警
と
な
り
、
明
治
三

三
年
〔
一
九
〇
〇
〕
西
本
願
寺
で
勤
務
中
に
倒
れ
死
去
。
新
政
府
へ
の
出
仕

の
誘
い
も
断
っ
て
、
節
を
曲
げ
な
か
っ
た
気
持
ち
は
、
わ
か
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

島
田
魁
が
甘
党
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
回
の
　し
め〆　
は
、
和
菓
子
。

七
条
通
大
宮
西
入
ル
の
笹
屋
伊
織
は
、
享
保
元
年
〔
一
七
一
六
〕
創
業
の
老

舗
。
東
寺
の
縁
日
（
弘
法
さ
ん
、
毎
月
二
一
日
）
に
合
わ
せ
て
発
売
さ
れ
る

「
ど
ら
　や
き焼　
」
で
有
名
。
ど
ら
焼
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
ど
ら
焼
（
三
笠
饅

頭
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
に
示
す
よ
う
に
、
　さ
お
も
の

棹
物　
で
、
あ
っ
さ
り
し
た

甘
さ
が
好
ま
し
い
。

ど
ら
　や
き焼　

（
笹
屋
伊
織
）
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
19
回
）2010/07/21
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