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江
戸
川
乱
歩
が
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
七
月
に
転
居
し
、
の
ち

に
は
購
入
し
て
（
昭
和
二
三
年
）
つ
い
の
住
処
と
し
た
池
袋
の
家
に

つ
い
て
、
乱
歩
は
「
池
袋
二
十
四
年
」（『
立
教
』
昭
和
三
一
年
一
〇

月
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

今
の
わ
た
し
の
家
は
、
昔
風
の
土
蔵
が
つ
い
て
い
る
の
が
気

に
入
っ
て
、
引
っ
越
し
を
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
と
ど
こ
か

の
県
知
事
が
別
宅
と
し
て
建
て
た
も
の
で
、
物
々
し
い
昔
風
の

門
が
あ
り
（
こ
の
門
と
、
塀
と
、
物
置
小
屋
は
戦
災
で
焼
け

た
）、
門
内
に
は
人
力
車
の
車
夫
の
待
つ
、
供
待
ち
の
小
屋
ま
で

建
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
証
言
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従

来
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
事
実
と
の
突
き
合
わ
せ
は
十
分

に
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
三
月
に
豊
島
区
有
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
敷
地
内
の
土
蔵
の
保
存
修
理
の
経
緯
を
ま
と
め

た
『
旧
江
戸
川
乱
歩
邸
土
蔵
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
豊
島
区
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
も
、
土
地
台
帳
で
こ
の
土
地
の

所
有
者
と
さ
れ
て
い
る
大
阪
市
東
区
東
高
津
南
町
一
一
一
（
正
式
町

名
は
「
東
高
津
南
之
町
」）
の
坂
輔
男
な
る
人
物
と
、「
ど
こ
か
の
県

知
事
」
と
い
う
乱
歩
証
言
と
の
不
一
致
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ

た
。実

は
わ
た
し
自
身
も
『
大
乱
歩
展
』
図
録
（
神
奈
川
近
代
文
学
館
、

二
〇
〇
九
年
）
の
解
説
文
の
中
で
単
に
「
坂
輔
男
家
の
別
宅
」
と
し

て
こ
の
問
題
を
棚
上
げ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
今
回
勉
誠
出
版
か

ら
刊
行
予
定
の
『
江
戸
川
乱
歩
大
事
典
』（
二
〇
一
五
年
刊
行
予
定
）

乱
歩
邸
の
旧
所
有
者
坂
一
族
に
つ
い
て

藤

井

淑

禎
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で
「
乱
歩
邸
」
と
「
土
蔵
」
の
項
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
豊
島
区

は
も
ち
ろ
ん
、
大
阪
や
宝
塚
（
後
述
）
に
も
足
を
運
び
、
そ
の
結
果
、

不
一
致
の
解
明
を
始
め
と
し
て
あ
る
程
度
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
経
過
報
告
を
試
み
た
い
。

わ
か
っ
て
み
れ
ば
単
純
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
の
あ
や
ま

ち
は
、
土
地
台
帳
の
み
を
見
て
土
地
登
記
簿
を
確
認
し
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
一
般
的
に
土
地
台
帳
が
ど
の
時
点
か
ら
記
録
さ
れ

る
も
の
な
の
か
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
今
回
の

場
合
は
登
記
簿
に
は
そ
の
前
史
が
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

乱
歩
が
「
貼
雑
年
譜
」
に
こ
の
土
地
と
家
の
詳
細
な
平
面
図
（
こ

の
家
だ
け
で
な
く
他
の
住
居
の
場
合
も
同
様
だ
が
）
を
残
し
て
い
る

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
敷
地
三
百
余
坪
」
と
乱
歩
が
こ
の

図
中
に
記
し
た
こ
の
土
地
は
、
土
地
台
帳
と
登
記
簿
に
よ
れ
ば
三
六

〇
坪
二
合
五
勺
（
約
一
一
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
、
登
記
簿
に
よ

る
と
そ
の
最
初
の
所
有
者
は
地
元
の
安
藤
菊
太
郎
な
る
人
物
で
あ

り
、
大
正
三
年
四
月
に
家
督
相
続
で
こ
の
土
地
を
取
得
し
て
い
る
。

そ
し
て
翌
四
年
六
月
に
こ
の
土
地
は
新
潟
県
新
潟
市
営
所
通
二
番

町
六
九
二
番
地
の
坂
仲
輔
な
る
人
物
に
所
有
権
が
移
り
、
登
記
さ
れ

て
い
る
。
登
記
簿
上
か
ら
は
こ
れ
以
上
の
情
報
は
得
ら
れ
な
い
が
、

『
日
本
の
歴
代
知
事
』（
一
九
八
〇
年
）
な
ど
に
よ
る
と
、
坂
仲
輔
は

当
時
新
潟
県
知
事
で
あ
り
（
大
正
三
年
四
月
―
大
正
五
年
六
月
在

任
）、
そ
れ
以
前
に
茨
城
（
明
治
四
一
年
一
〇
月
―
大
正
元
年
一
二

月
）、
石
川
（
大
正
元
年
一
二
月
―
三
年
四
月
）
な
ど
の
知
事
を
歴
任

す
る
ほ
ど
の
、
か
な
り
の
大
物
官
僚
だ
っ
た
。
こ
の
坂
仲
輔
に
関
し

て
は
、
佐
藤
英
達
氏
が
一
貫
し
て
経
営
人
と
し
て
の
側
面
の
研
究
を

続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
「
坂
仲
輔
論
」（『
関
西
実
践
経
営
』

三
十
号
、
二
〇
〇
五
年
）
に
基
づ
い
て
、
坂
仲
輔
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

生
年
は
明
治
三
年
。
毛
利
の
分
家
の
家
臣
の
長
男
と
し
て
現
在
の

山
口
市
に
生
ま
れ
て
い
る
。
の
ち
東
京
高
等
商
業
学
校
に
進
み
、
文

官
試
験
に
合
格
し
、
明
治
二
九
年
に
内
務
官
僚
と
な
っ
て
い
る
。
以

後
お
も
に
長
州
閥
の
官
僚
と
し
て
、
会
計
検
査
院
書
記
官
、
内
務
大

臣
秘
書
官
、
内
務
省
参
事
官
な
ど
を
歴
任
し
、
明
治
三
七
年
か
ら
は

地
方
の
県
書
記
官
、
県
事
務
官
を
務
め
、
明
治
四
一
年
か
ら
は
前
述

の
よ
う
に
各
県
の
知
事
を
歴
任
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
坂
が
な
ぜ
四
〇
代
半
ば
で
東
京
の
郊
外
に
土
地
を
求
め

た
か
だ
が
、
佐
藤
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
知
事
経
験
者
は
最

後
は
貴
族
院
の
勅
選
議
員
（
定
員
一
二
五
名
）
と
な
る
の
が
通
例

だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
一
つ
に
は
そ
う
し
た
将
来
を
見

越
し
て
の
東
京
の
土
地
獲
得
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。「
一
つ
に

は
」
と
し
た
の
は
、
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
目
的
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
の
も
う
一
つ
の
目
的
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の
ほ
う
は
、
登
記
簿
の
そ
の
先
を
見
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
と
な

る
。実

は
問
題
の
こ
の
土
地
は
、
購
入
後
わ
ず
か
一
年
あ
ま
り
の
ち
の

大
正
五
年
一
〇
月
に
大
阪
府
大
阪
市
東
区
東
高
津
南
町
一
一
一
番
地

（
登
記
簿
に
よ
る
―
正
式
町
名
は
前
述
の
よ
う
に
「
東
高
津
南
之

町
」）
の
伊
藤
輔
男
な
る
人
物
に
所
有
権
が
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
問
題
の
坂
輔
男
と
名
前
が
一
致
す
る
人
物
の
出
現
で
あ
る
。
登

記
簿
上
で
は
こ
の
土
地
の
三
番
目
の
所
有
者
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
欄
を
見
る
と
、
こ
の
伊
藤
輔
男
な
る
人
物
は

大
正
八
年
五
月
に
「
坂
輔
男
」
と
氏
名
変
更
し
て
い
る
（
登
記
簿
上

へ
の
届
け
出
は
大
正
一
〇
年
九
月
）。
同
姓
プ
ラ
ス
名
前
の
一
字
一

致
と
い
う
こ
と
か
ら
、
坂
仲
輔
と
の
濃
厚
な
関
係
が
予
想
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

前
掲
の
佐
藤
英
達
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
実
は
坂
輔
男
は
坂
仲
輔

の
非
嫡
出
子
で
あ
り
（
大
正
二
年
四
月
一
四
日
生
ま
れ
―
『
著
作
権

台
帳
』
に
よ
る
）、
母
親
は
茨
城
県
人
の
伊
藤
つ
ね
と
い
う
女
性
で

あ
っ
た
。
坂
仲
輔
は
明
治
四
一
年
一
〇
月
か
ら
大
正
元
年
一
二
月
ま

で
茨
城
県
知
事
の
職
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
間
に
生
じ
た
関
係
に
よ

る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
正
五
年
時
点
で
は
伊
藤
姓
で

あ
っ
た
も
の
が
大
正
八
年
に
認
知
さ
れ
庶
子
と
な
り
、
坂
姓
を
名
乗

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伊
藤
輔
男

（
の
ち
の
坂
輔
男
）
は
わ
ず
か
三
歳
で
土
地
を
贈
与
さ
れ
た
わ
け
で

あ
り
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
坂
仲
輔
の
土
地
購
入
に
は
非
嫡
出
子
に
対

す
る
財
産
分
与
的
目
的
も
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
よ
う
。

こ
の
土
地
に
坂
輔
男
を
名
義
人
と
す
る
屋
敷
が
建
て
ら
れ
た
の
は

大
正
一
〇
年
九
月
で
あ
っ
た
（
実
質
の
建
築
主
と
利
用
者
は
父
親
の

坂
仲
輔
だ
ろ
う
）。
の
ち
の
乱
歩
邸
で
あ
る
。
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、

「
木
造
瓦
葺
平
家　

建
坪
四
十
坪
二
合
五
勺
」
と
付
属
す
る
物
置

（「
木
造
ト
タ
ン
葺
平
家　

建
坪
二
坪
五
合
」）
の
二
棟
で
あ
っ
た
。

「
貼
雑
年
譜
」
中
の
乱
歩
作
成
の
図
に
「
四
十
二
坪
半
」
と
あ
る
の
は

乱
歩
自
身
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
置
を
含
ん
だ
大
き
さ
で
あ

る
。
震
災
後
の
大
正
一
三
年
に
は
土
蔵
も
建
て
ら
れ
（
家
屋
現
況
調

査
票
に
よ
る
―『
旧
江
戸
川
乱
歩
邸
土
蔵
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』）、

増
築
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
建
築
当
時
は
登
記
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
土
地
・
主
屋
と
も
ど
も
乱
歩
に
所
有
権
が
移
る
昭
和
二
三
年
四

月
に
い
っ
た
ん
坂
輔
男
名
義
で
登
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
登
記
簿
に

は
「
鉄
コ
ン
ク
リ
ー
ト
風
土
蔵
二
階
建
居
宅　

建
坪
七
坪
五
合　

二

階
坪
七
坪
五
合
」
と
あ
り
、
外
観
こ
そ
「
昔
風
」（
乱
歩
）
で
は
あ
る

も
の
の
、
当
時
流
行
の
最
新
式
の
耐
震
耐
火
の
改
良
土
蔵
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
土
地
・
主
屋
・
土
蔵
が
す
べ
て
出
揃

い
、
あ
と
は
そ
の
一
〇
年
後
（
昭
和
九
年
七
月
）
の
乱
歩
の
引
っ
越

し
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
そ
の
間
に
は
所
有
者
の
坂
一
族
の
方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
出
来
し
た
。
当
初
、
坂
仲
輔
に
よ
る
土
地
購
入
は
将
来
の
貴
族

院
の
勅
選
議
員
と
し
て
の
東
京
生
活
の
た
め
と
、
非
嫡
出
子
で
あ
る

坂
輔
男
（
購
入
時
は
伊
藤
輔
男
）
へ
の
財
産
分
与
と
の
二
つ
の
目
的

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
前
掲
の
佐
藤
英
達
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
坂
は
新
潟
県
知
事
在
任
中
の
大
正
五
年
（
土
地
購
入
の
一
年
後
）

に
大
阪
の
藤
田
組
（
銀
行
や
鉱
山
、
林
業
な
ど
を
多
角
経
営
）
へ
理

事
と
し
て
入
社
す
る
こ
と
を
誘
わ
れ
、
当
時
勅
選
議
員
の
定
員
に
空

席
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
こ
れ
を
受
諾
し
、
知
事
を
辞
職
し
大
阪
に

転
居
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
点
で
池
袋
の
土
地
は
財
産
と

し
て
の
意
味
し
か
持
た
な
く
な
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

藤
田
組
社
長
の
藤
田
平
太
郎
（
貴
族
院
議
員
）
が
東
京
の
椿
山
荘
を

住
ま
い
と
し
た
た
め
に
、
総
務
理
事
と
し
て
社
員
筆
頭
格
の
立
場
に

あ
っ
た
坂
が
社
務
の
や
り
と
り
を
す
る
た
め
に
頻
繁
に
上
京
す
る
必

要
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
ふ
た
た
び
池
袋
の
土
地
が
意
味
を
持
ち
始

め
た
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
大
正
一

〇
年
に
坂
の
東
京
別
宅
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。坂

は
明
治
三
年
生
ま
れ
だ
か
ら
別
宅
完
成
時
に
は
五
一
歳
で
あ
っ

た
。
当
時
と
し
て
も
ま
だ
ま
だ
働
け
る
年
齢
の
は
ず
だ
っ
た
が
、
大

正
一
四
年
に
突
然
直
腸
が
ん
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
年
の
八

月
に
急
逝
し
た
（
佐
藤
英
達
氏
）。
坂
に
は
嫡
出
子
と
し
て
三
女
が

あ
っ
た
。
逝
去
を
報
じ
た
新
聞
記
事
中
に
は
「
嗣
子
輔
男
」、「
長
男

輔
男
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
た
が
、
ま
だ
一
二
歳
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
結
局
は
長
女
が
婿
（
旧
姓
・
田
中
信
弥
）
を
取
り
、
坂

家
を
継
い
だ
（
坂
信
弥
「
私
の
履
歴
書
」『
私
の
履
歴
書
18
』
日
本
経

済
新
聞
社
、
昭
和
三
八
年
）。
坂
信
弥
の
「
私
の
履
歴
書
」
中
に
は

「
坂
の
家
に
は
女
の
子
ば
か
り
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
義
父
（
仲

輔
の
こ
と
―
藤
井
注
）
は
…
」
と
、
仲
輔
が
生
前
に
婿
探
し
を
し
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
も
う
少
し
い
ろ
ん
な
こ

と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

佐
藤
英
達
氏
は
前
掲
の
研
究
で
、
仲
輔
が
「
大
阪
市
内
の
病
院
で

手
術
後
、
上
本
町
の
借
家
で
療
養
し
て
い
た
が
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
上
本
町
に
至
近
の
東
高
津
南
之
町
一
一
一
番
地
の
坂
輔
男
の

家
（
つ
ま
り
は
伊
藤
つ
ね
の
家
）
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
番
地
近
辺
の
住
宅
事
情
を
登
記
簿
で
確
認
す
る
と
、
坂
や
伊
藤

名
義
の
家
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
、
た
と
え
ば
木
造
瓦
葺
二
階
建
て

で
三
、
四
十
坪
規
模
の
家
が
新
た
に
多
く
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
う
し
た
借
家
の
ひ
と
つ
に
坂
輔
男
母
子
が
住
ま
い
、
仲

輔
は
術
後
そ
こ
に
身
を
寄
せ
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
こ
は
仲
輔
の
大
阪
の
本
宅
の
あ
る
東
区
仁
右
衛
門
町
か
ら
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
男
女
・
夫
婦
・
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親
子
・
家
を
め
ぐ
る
慣
習
を
勘
案
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
想

像
さ
れ
う
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
冒
頭
の
「
乱
歩
邸
」
の
ほ
う

に
話
を
戻
す
と
、
仲
輔
の
死
後
、
屋
敷
は
借
家
に
出
さ
れ
、
そ
れ
か

ら
九
年
後
に
「
昔
風
の
土
蔵
が
つ
い
て
い
る
の
が
気
に
入
っ
」
た
乱

歩
が
こ
れ
を
借
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
乱
歩
は
同
年
に
雑
司
ヶ
谷
に
転
居
し
た
大
下
宇
陀
児
の
新
築
の
家

と
比
較
し
て
わ
が
家
を
「
田
舎
家
」（『
探
偵
小
説
四
十
年
』）
と
呼
ん

で
い
る
が
、
実
際
に
も
こ
の
家
は
築
一
三
年
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

古
家
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
前
掲
の
乱
歩
の
回
想
を
検
証
し
て
み
る

と
、「
も
と
ど
こ
か
の
県
知
事
が
別
宅
と
し
て
建
て
た
も
の
で
」
は
そ

の
通
り
で
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
困
惑
さ
せ
て
き
た
「
不

一
致
」
は
解
消
さ
れ
た
。
残
る
は
、「
人
力
車
の
車
夫
の
待
つ
、
供
待

ち
の
小
屋
」
の
ほ
う
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
登
記
簿
か
ら
も
乱
歩

自
筆
の
平
面
図
か
ら
も
存
在
が
確
認
で
き
な
い
。
記
憶
違
い
や
虚
偽

記
述
は
考
え
に
く
い
の
で
、
小
規
模
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
一
、
二
年

遅
れ
で
の
増
築
ゆ
え
に
未
登
記
と
な
り
、
か
つ
平
面
図
が
描
か
れ
た

昭
和
一
〇
年
代
後
半
（
図
中
に
薄
く
残
っ
た
日
付
を
判
読
す
る
と
昭

和
一
六
年
以
降
の
作
成
か
と
思
わ
れ
る
）
に
は
す
で
に
取
り
壊
さ
れ

て
い
た
、
と
無
理
や
り
考
え
れ
ば
合
理
化
で
き
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う

か
。人

力
車
の
同
時
代
状
況
に
つ
い
て
は
手
元
に
ぴ
っ
た
り
の
資
料
が

な
い
が
、
昭
和
一
一
年
一
月
刊
の
『
大
東
京
の
魅
力
』
と
い
う
本
中

の
「
大
東
京
の
交
通
」
と
い
う
章
中
に
、
こ
ん
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

　

上
記
の
如
く
自
動
車
、
電
車
等
の
交
通
機
関
が
右
往
左
往
し

て
ゐ
る
中
に
、
之
れ
は
又
極
め
て
稀
れ
に
し
か
見
ら
れ
ぬ
も
の

で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
力
車
と
、
荷
馬
車
、
手
車
が
残
つ
て
居

り
ま
す
、
い
ま
か
ら
二
十
年
前
頃
に
は
、
此
の
人
力
車
が
帝
都

の
真
中
を
我
が
も
の
顔
に
走
つ
て
居
り
ま
し
た
。
成
る
程
乗
り

心
地
か
ら
申
し
ま
す
と
電
車
や
自
動
車
に
味
ふ
こ
と
の
出
来
な

い
、
悠
然
た
る
も
の
が
あ
り
ま
し
て
誠
に
結
構
な
も
の
で
あ
り

ま
す
。
然
か
も
現
在
で
は
こ
の
人
力
車
で
乗
り
廻
す
と
云
ふ
の

は
、
先
づ
往
診
の
医
者
が
、
兜
町
、
蠣
殻
町
辺
の
株
屋
の
番
頭
、

花
柳
界
の
一
部
の
人
々
、
執
達
吏
位
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

そ
れ
も
特
別
の
人
丈
け
が
愛
好
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
、
尤

も
地
方
の
駅
等
に
は
多
少
は
残
存
し
て
居
り
ま
し
て
名
所
見
物

等
に
使
用
さ
れ
て
居
る
や
う
で
す
が
、
之
れ
と
て
も
乗
合
自
動

車
や
タ
ク
シ
ー
に
押
さ
れ
気
味
で
あ
り
ま
す
。
満
州
や
支
那
で

は
盛
ん
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
や
う
で
す
が
、
何
事
も
ス
ピ
ー
ド

を
誇
る
現
代
の
乗
物
と
し
て
は
不
適
当
の
も
と
し
て
次
第
に
凋
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落
し
て
行
く
の
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
人
力
車
は
「
二
十
年
前
頃
」
の
大
正
半

ば
に
は
ま
だ
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
大
正

一
〇
年
建
設
の
相
応
の
階
層
の
家
に
「
人
力
車
の
車
夫
の
待
つ
、
供

待
ち
の
小
屋
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
資
料
か

ら
も
う
一
つ
わ
か
る
こ
と
は
、
昭
和
一
〇
年
頃
の
使
わ
れ
方
と
し
て

も
っ
ぱ
ら
近
距
離
（
近
所
）
の
利
用
に
重
宝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点

で
あ
り
、
池
袋
の
家
か
ら
社
長
宅
の
椿
山
荘
ま
で
の
距
離
が
二
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
力
車
が
活
用
さ
れ

た
の
も
納
得
が
い
く
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
小
屋
の
存
在
が
確
認

で
き
な
い
理
由
を
未
登
記
と
取
り
壊
し
と
に
求
め
る
の
も
あ
な
が
ち

強
引
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
来
歴
を
持
つ
家
を
乱
歩
は
借
り
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
乱
歩
の
前
に
ふ
た
た
び
坂
一

族
（
坂
輔
男
）
が
姿
を
現
す
の
は
、
戦
後
、
昭
和
二
三
年
に
至
っ
て

家
と
土
地
の
買
い
取
り
を
求
め
ら
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
実

際
に
坂
輔
男
が
乱
歩
の
前
に
顔
を
出
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ

可
能
性
と
し
て
は
仲
介
者
が
す
べ
て
を
と
り
し
き
っ
た
と
考
え
た
ほ

う
が
自
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
契
約
書
は

や
り
と
り
し
た
は
ず
で
あ
り
、「
坂
輔
男
」
と
い
う
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
特
異
な
名
前
が
乱
歩
の
脳
裏
に
残
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
四
年
前
の
貸
借
の
折
に
も
同
様

の
機
会
は
あ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
。

そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
乱
歩
は
「
戦
後
、
持
主
か
ら
土

地
と
も
買
い
取
る
か
立
退
く
か
ど
ち
ら
か
に
し
て
く
れ
と
い
う
申
出

が
あ
り
、
借
金
を
し
て
買
取
っ
た
」（「
池
袋
二
十
四
年
」）
と
あ
っ
さ

り
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
結
果
、
主
屋
と
土
蔵
は
乱
歩
の
、
土
地

は
妻
隆
の
名
義
と
な
っ
た
（
登
記
簿
に
よ
る
）。
い
っ
ぽ
う
こ
れ
を
坂

一
族
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
子
の
た
め
に
、
と
い
う
か
つ
て
の
父

の
思
い
は
無
事
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
三
歳
で
土
地
の
持
ち
主

と
な
っ
た
子
（
坂
輔
男
）
も
す
で
に
三
五
歳
に
な
っ
て
い
た
。
乱
歩

と
は
二
〇
年
ほ
ど
の
歳
の
差
で
あ
る
。
だ
い
ぶ
前
に
東
高
津
南
之
町

か
ら
は
転
居
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
池
袋
の
登
記
簿
に
は
反
映
さ
れ

て
お
ら
ず
、
売
買
に
際
し
て
兵
庫
県
川
辺
郡
小
浜
村
川
面
字
坂
戸
二

五
番
地
に
住
所
変
更
さ
れ
た
。
現
在
の
宝
塚
市
栄
町
だ
が
、
登
記
簿

で
確
認
し
た
事
実
と
ご
遺
族
（
坂
輔
男
は
二
〇
〇
〇
年
に
八
六
歳
で

死
去
）
か
ら
う
か
が
っ
た
お
話
と
を
総
合
す
る
と
、
そ
の
あ
た
り
の

土
地
は
大
阪
の
心
斎
橋
で
手
広
く
時
計
店
を
営
ん
で
い
た
夫
人
の
実

家
の
所
有
地
で
あ
り
、
そ
の
後
同
じ
坂
戸
内
で
も
う
一
度
転
居
さ
れ

た
後
、
昭
和
三
九
年
に
同
じ
宝
塚
市
内
の
中
山
寺
に
移
ら
れ
、
ご
遺

族
は
今
も
同
地
に
住
ま
わ
れ
て
い
る
。
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な
お
坂
輔
男
は
切
手
の
収
集
家
と
し
て
著
名
で
著
書
も
あ
り
、
そ

れ
ら
の
著
者
紹
介
や
『
著
作
権
台
帳
』
等
を
見
る
と
、
京
都
大
学
文

学
部
ド
イ
ツ
文
学
科
卒
業
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
勤
務
を
経
て
、
大
阪
府
立
大

学
等
で
ド
イ
ツ
語
の
教
員
を
長
く
務
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
乱
歩
と

二
度
目
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
三
五
歳
当
時
は
す
で
に
子
供
も
あ
り

（
長
男
は
昭
和
一
九
年
生
ま
れ
）、
宝
塚
に
居
住
し
、
ド
イ
ツ
語
の
教

員
生
活
も
始
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
切
手
収
集
家
と
し
て
の
坂
輔
男
の
著
作
は
、
以
下
の
三

冊
で
あ
る
。

『
ぼ
く
ら
の
切
手
』（
池
田
書
店
、
昭
和
三
三
年
）

　
『
切
手
収
集
を
始
め
る
人
の
た
め
に
』（
池
田
書
店
、
昭
和
三
八
年
）

　
『
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
切
手　

一
八
五
一
―
一
八
七
五
』（
外
国

切
手
研
究
会
、
昭
和
五
三
年
）

著
作
以
外
に
も
、
坂
輔
男
は
昭
和
三
〇
年
代
の
切
手
収
集
ブ
ー
ム

の
折
に
は
、
雑
誌
『
郵
趣
手
帖
』（
郵
趣
手
帖
社
）
に
登
場
し
た
り
、

テ
レ
ビ
の
同
様
の
番
組
に
出
演
し
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
こ
か
ら
は
単
な
る
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
当
時
の
少
年
少
女
た

ち
に
と
っ
て
は
乱
歩
の
少
年
探
偵
団
も
坂
輔
男
の
切
手
収
集
も
き
わ

め
て
身
近
な
も
の
で
あ
り
、
熱
中
し
、
愉
し
む
対
象
で
あ
っ
た
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
不
思
議
な
縁
で
結
ば
れ
た
乱
歩
と
坂
輔
男
が
、
と

も
に
そ
う
し
た
少
年
少
女
た
ち
の
愉
し
み
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
想
像
さ
せ
ず
に
は
お
か

な
い
。
た
と
え
ば
二
人
は
お
互
い
に
相
手
を
意
識
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
か
、
と
か
。

少
な
く
と
も
坂
輔
男
は
持
ち
家
を
売
却
し
た
相
手
で
あ
る
乱
歩
の

活
躍
ぶ
り
を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
へ
ん
が
「
ぼ
く
ら

の
…
」
と
い
う
書
名
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
取
れ
な
く
も
な
い
。
乱

歩
の
ほ
う
は
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
坂
輔
男
の
活
躍
ぶ
り
を
承
知
し
て
い

た
可
能
性
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
特
異

な
名
前
で
は
あ
り
、
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
池
袋
の
「
乱
歩
邸
」
を
あ

い
だ
に
は
さ
ん
で
の
乱
歩
と
坂
輔
男
と
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
出
会
い

と
別
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
愉
し
い
空
想
の
世
界
へ
と
わ
れ
わ
れ
を

誘
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
々

や
機
関
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
の
「
調

査
相
談
担
当
」
の
方
々
か
ら
は
多
く
の
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
謝
意
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

�

（
立
教
大
学
名
誉
教
授
）


