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《「
里さ

と

」
と
「
野の

」
と
》

◇
「
野
」
の
場
合
（
続
き
）

　

関
東
平
野
の
こ
の
武
蔵
野
の
部
分
が
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
森
林
を
欠
く
土
地
柄
な
の

か
と
い
う
理
由
は
、
そ
の
自
然
的
条
件
が

周
囲
の
地
域
の
気
候
・
地
質
・
地
形
な
ど

に
対
し
て
特
別
な
相
違
を
持
っ
て
い
た
の

で
は
な
く
、《
人
為
的
原
因
》
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
い
う
な
ら
ば
武
蔵
「
野
」

の
表
現
を
代
表
す
る
歌
詞
「
月
影
入
る
べ

き
山
の
端
も
な
き
」
は
、
森
林
が
繰
り
返

し
焼
畑
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
の
乏

水
地
帯
へ
の
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

人
家
の
な
い
広
漠
た
る
状
況
が
、
古
今
和

歌
集
（
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
・
九
一
三
年
頃

成
立
）
以
来
、
歌
枕
の
地
と
し
て
広
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
の
現
象
の
よ
り
直
接
的
な
原
因
、
つ

ま
り
《
い
ま
の
東
京
都
の
面
積
の
二
倍
は

あ
っ
た
「
武
蔵
野
」
は
な
ぜ
出
来
た
の
か
》

と
い
う
問
題
の
解
明
に
は
次
の
よ
う
な
原

因
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。

　
　

 「（
前
略
）
古
墳
時
代
に
入
る
と
、
都

内
最
大
の
規
模
を
持
つ
亀き
っ

甲こ
う

山や
ま

古
墳

（
大
田
区
田
園
調
布
１
丁
目
、
国
史

跡
・
未
発
掘
）
を
中
心
と
す
る
田
園

調
布
古
墳
群
は
47
基
が
確
認
さ
れ
て

お
り
（
中
略
）
前
方
後
円
墳
・
円
墳

な
ど
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

横
穴
古
墳
群
は
そ
の
大
部
分
が
田
園

調
布
か
ら
の
び
る
多
摩
丘
陵
地
帯
に

（
中
略
）密
集
す
る
。
副
葬
品
も
多
数

出
土
し
て
お
り
（
中
略
）、
曲
玉
・

剣
・
鏡
な
ど
古
墳
中
期
に
さ
か
の
ぼ

り
う
る
遺
物
が
多
い
」（『
角
川
日
本

鉄　道
海　運
河　川

（万t）
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（２）東京に入ってくる
　　　貨物量の推移

（万t）
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（１）東京から出てゆく
　　　貨物量の推移

水運の最末期－東京の貨物集散状況から
（図は東京市役所庶務課編、大正４～10年度『東京貨物集散調査書』より作成）

地
名
大
辞
典
13　

東
京
都
』
地
誌
編

の
大
田
区
よ
り
引
用
＝
中
略
し
た
部

分
は
古
墳
名
と
そ
の
所
在
地
）。

　

こ
の
よ
う
に
中
略
の
多
い
引
用
（
そ
れ

ほ
ど
古
墳
造
営
の
影
響
を
強
く
受
け
た
地

域
が
多
い
）
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
大
古
墳

群
は
大
田
区
に
か
ぎ
ら
ず
多
摩
川
左
岸

の
、
こ
れ
ま
で
の
連
載
で
再
三
話
題
に
し

て
き
た
、
あ
の
「
さ
ら
す
て
づ
く
り
…
さ

ら
さ
ら
に
…
」
の
調
布
市
域
ま
で
続
い
て

い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
状
況
を
示
す
。



－ －

第 143 号

6822

　

こ
の
古
墳
分
布
状
況
に
対
照
的
な
の

が
多
摩
川
右
岸
（
南
多
摩
郡
の
範
囲
）

の
遺
跡
分
布
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
ナ

イ
ル
川
の
場
合
は
左
岸
に「
王
家
の
谷
」

や
ら
「
ル
ク
ソ
ー
ル
遺
跡
群
」
な
ど
の

存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、

多
摩
川
の
場
合
も
「
生
者
」
の
生
産
活

動
は
右
岸
に
限
ら
れ
て
い
た
状
況
を
思

い
出
さ
せ
る
。

　

亀
甲
山
古
墳
群
も
例
え
ば
ナ
イ
ル
川

の
場
合
と
同
じ
く
、
多
摩
川
北
岸
の
台

地
部
は
現
在
で
も
風
景
絶
佳
の
良
地
で

あ
り
、
そ
れ
に
続
く
北
部
一
帯
の
「
野
」

（
近
世
以
後
の
北
多
摩
郡
の
範
囲
）
は
、

聖
な
る
墓
地
お
よ
び
そ
の
副
葬
品
製
作

地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

森
林
伐
採
を
手
始
め
に
、
い
ち
早
く

「
野
」
化
つ
ま
り
沙
漠
化
が
始
ま
っ
た
。

　

対
照
的
に
、
こ
の
大
古
墳
群
の
対
岸

の
多
摩
川
右
岸
（
南
多
摩
郡
の
範
囲
＝

多
摩
の
横
山
）
は
、
副
葬
品
製
作
な
ど

の
た
め
に
、
む
や
み
に
背
後
の
森
林
が

伐
採
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
定
着
型

の
農
業
が
継
続
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

原
生
林
が
「
野
」
化
す
る
第
一
の
原

因
は
落
雷
・
自
然
発
火
で
あ
り
、
人
為

的
原
因
で
は
「
山
」
の
場
合
と
同
じ
焼

き
畑
農
業
の
結
果
と
し
て
の
「
里
」
の

誕
生
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
里
」
は

「
山
」の
焼
畑
よ
り
も
頻
繁
な
焼
畑
が
多

か
っ
た
結
果
と
し
て
、
広
漠
な
「
武
蔵

野
」
が
誕
生
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

か
つ
て
の
武
蔵
野
に
は
近
世
由
来
と

さ
れ
る
「
野の

火び

止ど
め

」（
野の

火び

留ど
め

）
な
る
地

名
と
人
工
水
路
の
存
在
（
現
存
す
る
も

の
も
あ
り
、玉
川
上
水
路
の
一
部
も
そ
の

よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
）
が
知
ら
れ
る
。

「
山
」
に
対
す
る
低
地
の
「
野
」
＝
武
蔵

野
を
通
る
道
に
結
ば
れ
た
形
に「
里
」が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
跡
で
あ
る
。

◇
「
野
」
の
「
里
化
」

　

武
蔵
野
の
場
合
、
享
保
改
革
（
一
七
一

八
年
）
以
後
に
な
る
と
公
儀
の
新
田
開

発
政
策
で
開
発
さ
れ
た
場
所
で
は
、
街

道
に
沿
っ
て
自
然
河
川
か
ら
取
水
し
た

用
水
路
を
中
心
に
、一
戸
ご
と
の
均
等
な

間
口
の
地
割
の
大
き
さ
に
比
べ
て
著
し

く
奥
行
き
の
長
大
な
短
冊
形
の
農
地
が

設
定
さ
れ
、
中
心
道
路
か
ら
宅
地
・
前せ
ん

栽ざ
い

（
自
家
用
野
菜
畑
や
柿
・
栗
な
ど
の

樹
木
と
、
一
家
の
墓
地
な
ど
の
ス
ペ
ー

ス
）・
主
力
農
作
物
で
あ
る
麦
畑
（
主
食

で
あ
る
ム
ギ
）・
さ
ら
に
そ
の
奥
に
山
林

（
燃
料
と
肥
料
の
自
給
用
地
）
と
い
う
順

に
、利
用
が
特
定
さ
れ
て
い
た
地
目
の
一

式
で
構
成
さ
れ
た
土
地
が
「
里
」
に
な

っ
た
（
年
貢
は
金
納
と
夫
役
）。

　

こ
の
よ
う
な
「
新
田
」（
と
い
っ
て
も

田
で
は
な
く
畑
作
地
帯
造
成
）、い
い
か

え
る
と
「
里
化
」
し
た
「
野
」
の
有
様

は
、
明
治
17
年
に
始
ま
る
「
第
一
軍
管

地
方
迅
速
図
（
二
万
分
の
一
）
参
謀
本

部
陸
軍
部
測
量
局
」
に
詳
し
く
広
範
に

地
図
化
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
特
徴
的
な
「
地
割
り
」

の
形
は
現
在
の
区
部
と
市
部
の
境
界
を

な
す
あ
た
り
で
も
、
す
っ
か
り
近
郊
住

宅
地
化
し
な
が
ら
ま
だ
か
な
り
残
り
、

人
馬
の
徒
歩
交
通
に
限
ら
れ
た
時
期
の

街
道
に
面
し
た
農
村
の
原
形
を
偲
ば
せ

て
く
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
街
道
か
ら
直
角
に
分
か
れ
た

長
大
な
脇
道（
た
い
て
い
は
幅
員
４
メ
ー

ト
ル
内
外
）
に
は
５
０
０
～
１
０
０
０

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
間
に
枝
道
が
一
本
も

な
い「
耕
作
地
用
地
割
」
が
珍
し
く
は
な

い
と
い
う
景
観
を
残
し
て
い
る
。こ
の
よ

う
な
武
蔵
野
特
有
な
「
新
田
開
発
用
農

地
パ
タ
ー
ン
」は
そ
の
後
の
私
有
財
産
制

度
に
裏
打
ち
さ
れ
な
が
ら
、
頑
強
に
残

存
さ
れ
て
い
る
の
が
21
世
紀
の
東
京
都

西
郊
の
市
街
地
の
特
徴
で
あ
る
。…
そ
れ

は
乏
水
地
帯
の
「
野
」
の
原
景
が
そ
の
ま

ま
残
さ
れ
て
い
る
空
間
で
も
あ
る
。

　

前
に
述
べ
た「
森
林
を
失
っ
た
結
果
と

し
て
の
乏
水
地
帯
」
と
は
、
降
雨
が
地
上

に
と
ど
ま
る
時
間
が
短
く
、雨
は
地
下
深

く
浸
透
す
る
間
も
な
く
鉄
砲
水
と
な
っ

て
地
表
を
流
れ
去
り
、
草
は
生
え
て
も

樹
木
は
成
長
し
難
い
条
件
に
加
え
て
焼

畑
農
耕
の
繰
り
返
し
の
結
果
が
乏
水
地

帯
の
誕
生
で
あ
り
、街
道
の
発
達
は
い
っ

た
ん
は「
里
化
」し
た
新
田
地
帯
の「
野
」

化
、
つ
ま
り
都
市
化
を
促
し
た
。

　
「
里
」
と
「
里
」
と
の
間
を
つ
な
い
だ

道
に
、
馬
車
・
牛
車
に
は
じ
ま
り
交
通

手
段
の
近
代
化
は
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
、

20
世
紀
に
な
る
と
自
動
車
が
普
及
し
始

め
た
が
、
そ
の
「
移
動
物
」
の
主
力
は

「
東
京
」
が
必
要
と
す
る
食
料
や
薪
炭

や
、
近
代
工
業
が
必
要
と
す
る
石
材
・

水
力
を
始
め
と
す
る
資
源
で
は
な
く
、

何
と
い
っ
て
も
労
働
力
輸
送
が
中
心
だ

っ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
労
働
力
と
は
都
心
の
企
業
に
働

く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
だ
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
い
う
な
ら
ば
「
野
」

に
勤
労
者
の
住
宅
街
と
い
う
《
花
》
が

咲
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
れ
は
「
モ
ノ
」
の
輸
送
は

そ
の
種
類
に
よ
り
特
有
の
条
件
（
体
積
・

重
量
・
形
態
な
ど
の
輸
送
上
の
制
約
）
に

左
右
さ
れ
る
が
、
人
員
輸
送
の
場
合
は
、

乗
客
を
満
員
電
車
の
車
輌
に
「
尻
押
し
」
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を
し
て
詰
め
込
む
要
員
の
存
在
を
不
思

議
と
は
思
わ
な
い
と
い
う
《
従
順
な

人
々
の
社
会
》
の
存
在
を
前
提
と
す
る

と
い
う
ま
こ
と
に
（
平
和
的
）
な
社
会

の
「
人
々
」
の
通
勤
手
段
と
な
っ
た
。

◇
自
動
車
春
秋4

　

前
々
号
で
「
百
一
年
前
」
に
で
き
た

唱
歌
「
春
が
来
た
」
で
、
話
の
口
火
を

切
っ
た
の
だ
が
、
今
年
に
ま
た
が
っ
た

た
め
に
、
い
ま
や
「
百
二
年
前
」
に
な

っ
た
唱
歌
の
風
景
の
武
蔵
野
版
で
の

《
地
理
的
》風
景
の
大
略
を
見
た
わ
け
だ

が
、
前
号
の
特
集
号
の
た
め
、
こ
の
号

は
夏
至
を
す
ぎ
て
七
夕
近
く
の
初
秋
に

発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

自
動
車
が
東
京
人
の
目
を
驚
か
せ
始

め
た
の
は
大
正
初
期
、
第
一
次
世
界
大

戦
が
始
ま
っ
た
時
を
一
つ
の
契
機
と
し

た
。
江
戸
三
百
年
の
大
量
物
資
輸
送
手

段
の
主
力
で
あ
っ
た
水
上
輸
送
が
、
東

京
に
お
い
て
決
定
的
に
鉄
道
輸
送
に
首

位
を
奪
わ
れ
た
時
期
は
、
当
時
の
統
計

資
料
に
よ
れ
ば
大
正
四
年
か
ら
大
正
十

年
ま
で
の
間
だ
っ
た（
表
紙
の
グ
ラ
フ
は

そ
の
状
況
を
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
）。

　

輸
入
・
輸
出
と
も
に
そ
の
重
量
総
ト

ン
と
、
そ
の
手
段
別
の
鉄
道
・
海
運
・

河
川
交
通
を
比
較
す
る
と
図
の
よ
う
な

状
態
に
あ
っ
た
。
図
の
７
年
間
の
推
移

は
長
い
歴
史
の
積
み
重
ね
か
ら
見
れ

ば
、
ア
ッ
と
い
う
間
の
大
変
化
だ
っ
た

と
い
え
よ
う
（
図
は
拙
著
「
江
戸
の
川
・

東
京
の
川
」
昭
和
53
年
N
H
K
出
版
会

刊
、
現
在
は
井
上
書
院
刊
よ
り
）。

　

こ
の
状
況
を
さ
ら
に
決
定
的
に
し
た

の
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
関
東

大
震
災
と
そ
の
後
の
約
十
年
間
続
い
た

帝
都
復
興
事
業
＝
東
京
近
代
化
事
業
の

期
間
だ
っ
た
。震
災
直
後
の
バ
ス
の
臨
時

的
導
入
が
経
常
的
な
バ
ス
路
線
の
普
及

と
な
り
、ま
た
昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
の

世
界
的
不
況
の
中
で
の
東
京
市
内
の
デ

パ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
大
販
売
競
争
の

最
有
力
な
輸
送
手
段
に
も
な
っ
た
。

　

帝
都
復
興
事
業
の
根
幹
は
こ
の
連
載

の
始
め
か
ら
再
三
再
四
、
取
り
上
げ
て

き
た
「
卸
売
市
場
法
」
が
震
災
直
前
の

大
正
十
二
年
四
月
の
制
定
・
公
布
だ
っ

た
こ
と
も
、
生
鮮
食
料
品
の
流
通
事
情

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
改

め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
鉄
道
輸
送
に

加
え
て
自
動
車
輸
送
が
無
視
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
実
績
を
挙
げ
始
め
て
い
た

時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

　

東
京
を
壊
滅
さ
せ
た
大
災
害
＝
関
東

大
震
災
勃
発
の
半
年
も
前
に
、「
思
想
統

制
」
を
主
目
的
に
は
し
た
が
生
鮮
食
料

品
流
通
の
改
善
と
そ
の
市
場
の
大
改
革

が
政
府
の
責
任
に
お
い
て
着
手
さ
れ
て

い
た
の
だ
。

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
始
ま
っ

た
戦
争
の
時
代
は
、
こ
の
東
京
の
場
合

は
停
滞
と
大
空
襲
の
被
害
だ
け
が
残
る

と
い
う
無
残
さ
で
終
り
、
昭
和
20
年
９

月
か
ら
占
領
軍
の
総
司
令
部
の
所
在
地

と
な
っ
た
。

　

現
在
の
中
央
区
に
隣
る
、
現
皇
居
前

広
場
は
占
領
軍
の
各
種
の
パ
レ
ー
ド
＝

閲
兵
の
場
所
と
し
て
ほ
と
ん
ど
連
日
利

用
さ
れ
た
。そ
れ
に
は
一
人
も
歩
く
兵
隊

は
見
え
ず
、全
員
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
り
指
揮

官
は
ジ
ー
プ
で
疾
駆
す
る
第
一
騎
兵
師

団
は
じ
め
、占
領
軍
の
主
力
で
あ
っ
た
第

八
軍
の
大
軍
の
美
し
く
磨
か
れ
た
大
型

自
動
車
の
列
は
人
々
の
目
を
奪
っ
た
。

　

地
面
を
歩
く
兵
隊
は
軍
楽
隊
だ
け
だ

が
、
そ
の
大
音
量
は
耳
を
聾
し
、
吹
奏

楽
団
は
地
響
き
を
立
て
な
が
ら
軽
快
さ

を
失
わ
な
い
優
美
さ
を
持
っ
て
都
大
路

を
行
進
し
た
。グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
の
ス
イ
ン

グ
も
日
本
人
の
「
赤
い
り
ん
ご
に
唇
よ

せ
て
」
の
「
リ
ン
ゴ
の
歌
」
も
マ
ー
チ
に

編
曲
し
て
演
奏
し
て
い
た
軍
楽
隊
も
あ

っ
た
。と
き
ど
き
英
連
邦
軍
の
バ
グ
パ
イ

プ
の
行
進
も
目
前
に
し
た
。
マ
ー
チ
化

し
た
ブ
ギ
ウ
ギ
も
よ
く
聞
い
た
。

　

そ
れ
と
は
別
の
感
動
は
ジ
ー
プ
の
性

能
の
す
ば
ら
し
さ
だ
っ
た
。ジ
ー
プ
に
手

を
触
れ
て
み
て
あ
の
戦
争
に
な
ぜ
負
け

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
体
感
で
き
た
と

思
う
。そ
れ
は
日
本
の
軍
隊
に
駆
り
出
さ

れ
た《
復
員
兵
》（
兵
隊
帰
り
の
若
者
達
）

に
共
通
の
思
い
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
に
加
え
て
敗
戦
後
の
急
激
な
自

動
車
の
普
及
は
、
占
領
政
策
の
中
心
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
「
力
は
正
義
」
を
信

仰
す
る
運
転
者
の
急
増
を
招
い
た
。
過

酷
な
国
内
交
通
戦
争
は
高
度
成
長
の
停

滞
と
共
に
「
厳
重
な
交
通
規
制
時
代
」

と
な
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
約
40
年
後
に

な
っ
て
も
ま
だ
こ
の
国
の
自
動
車
産
業

は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
の
最
前
線
で
戦

い
続
け
て
い
る
。
そ
れ
が
「
市
場
」
情

勢
だ
と
強
調
さ
れ
な
が
ら
に
で
あ
る
。

　

日
本
の
国
土
面
積
の
50
倍
あ
る
ア
メ

リ
カ
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共

交
通
機
関
の
普
及
の
貧
弱
さ
と
、
自
家

用
車
の
保
有
率
と
の
見
事
な
バ
ラ
ン

ス
。
も
う
40
年
ほ
ど
昔
の
こ
と
に
な
る

が
ク
ル
マ
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
基

本
的
人
権
の
最
も
重
要
な
前
提
条
件
で

あ
る
こ
と
を
体
験
し
た
。
勤
労
者
向
け

の
住
宅
を
主
と
し
た
不
動
産
広
告
だ

と
、
日
本
の
場
合
だ
と
寝
室
数
＋ぷ
ら
すリ

ビ
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ン
グ
＝
L
、ま
た
は
ダ
イ
ニ
ン
グ
＝
D
、

そ
れ
に
キ
ッ
チ
ン
＝
K
、
台
所
な
ど
を

並
べ
て
公
団
住
宅
で
は
「
３
Ｄ
Ｋ
」
な

ど
と
表
記
さ
れ
る
が
、
か
の
国
で
は
ガ

レ
ー
ジ
数
が
最
重
要
な
情
報
だ
っ
た
。

夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
が
車
を
持
ち
、
そ
の

子
供
ら
も
車
通
学
と
い
う
形
が
基
本
的

だ
か
ら
ガ
レ
ー
ジ
な
ら
ぬ
駐
車
ス
ペ
ー

ス
数
の
確
認
は
不
動
産
情
報
の
基
本
に

な
る
。
こ
の
当
然
の
状
況
が
「
理
解
」

で
き
た
の
は
２
度
に
及
ぶ
約
一
ヶ
月
ほ

ど
ず
つ
の
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
西
郊
に
お

け
る
短
期
間
の
ホ
ー
ム
ス
テ
ィ
で
痛
感

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

占
領
下
の
東
京
都
心
の
焼
け
残
り
ビ

ル
の
ほ
と
ん
ど
は
連
合
軍
に
接
収
さ
れ

た
。
そ
の
周
囲
の
焼
け
跡
に
鉄
条
網
用

の
棘
つ
き
針
金
の
柵
で
区
切
ら
れ
た

「
モ
ー
タ
ー
プ
ー
ル
」（
駐
車
場
）
が
中

央
区
内
に
も
急
増
し
た
。

　

日
本
の
場
合
は
さ
す
が
に
《
三
菱
が

原
》
の
近
代
化
に
伴
な
っ
て
昭
和
４
年

に
丸
の
内
ガ
ラ
ー
ジ
ビ
ル
（
麹
町
区
丸

の
内
１―

８
現
千
代
田
区
丸
の
内
１―

３

辺
）
が
建
て
ら
れ
て
昭
和
39
年
ま
で
営

業
し
て
い
る
。
も
と
朝
鮮
銀
行
の
裏
側

に
あ
っ
た
ビ
ル
で
、
そ
の
６
、
７
階
あ

た
り
ま
で
自
動
車
が
上
が
っ
て
ゆ
く
の

を
よ
く
目
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
よ
り
商
業
活
動
の
盛
ん
だ
っ
た
中

央
区
内
に
は
そ
う
し
た
施
設
が
あ
っ
た

こ
と
を
私
は
知
ら
な
い
。

　

昔
話
は
さ
て
お
き
20
世
紀
末
に
な
る

と
東
西
冷
戦
の
解
消
と
共
に
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
始
め
た
自
動
車
市
場
の
活
発
化

は
、
資
本
主
義
社
会
の
一
層
の
繁
栄
を

示
す
象
徴
と
し
て
見
ら
れ
た
が
、
後
進

の
日
本
が
飛
躍
の
チ
ャ
ン
ス
を
掴
み
か

け
た
の
も
束
の
間
、
い
み
じ
く
も
唱
歌

「
春
が
来
た
」の
花
の
咲
き
方
の
よ
う
に

新
興
工
業
諸
国
＝
B
R
I
C
s
＝
ブ
リ

ク
ス
に
次
々
に
市
場
が
成
立
し
始
め
、

そ
れ
ら
は
や
が
て
「
本
家
」
の
市
場
を

圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

地
球
温
暖
化
問
題
を
横
目
に
し
て
有

限
で
多
種
多
様
な
資
源
を
綜
合
し
て
車

を
作
り
続
け
る
競
争
は
、
市
場
の
要
請

に
こ
た
え
て
地
球
上
の
す
べ
て
の
《
山

間
僻
地
》
に
ま
で
に
ク
ル
マ
を
走
ら
せ

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
う
し
た
新
旧
の
市
場
を
待
ち
受
け
た

の
は
、
昨
年
の
E
U
の
金
融
危
機
の
切

迫
と
同
時
に
日
本
の
地
震
を
は
じ
め
、

そ
れ
に
追
い
討
ち
を
掛
け
た
形
の
タ
イ

国
の
大
水
害
と
い
っ
た
想
定
外
の
《
自

然
災
害
》
以
上
に
、
市
場
独
占
を
達
成

し
た
「
企
業
と
市
場
」、
例
え
ば
日
本
の

電
化
商
品
製
造
各
社
が
軒
並
み
に
「
あ

る
日
＝
、
突
然
」（
12
年
１
月
末
か
ら
）

軒
並
み
に
巨
額
の
損
失
計
上
を
発
表
し

始
め
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に《
音
も
な
く
》

崩
壊
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
示
し
始

め
な
が
ら
に
で
あ
る
。

　

論
理
的
に
は
《
強
力
な
独
占
》
を
め

ざ
す
と
い
う
「
市
場
原
理
」
が
支
配
す

る
市
場
が
た
ど
る
姿
は
、
そ
れ
が
頂
点

を
迎
え
た
瞬
間
に
E
U
と
か
U
S
A
、

B
R
I
C
s
と
い
っ
た
区
別
な
く
共
通

的
に
崩
壊
す
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
具
体
的
な
「
市
場
」
の
活
動

と
は
、
比
較
に
始
ま
り
比
較
を
続
け
る

こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
新
車
市
場
の
独
占
は
崩

壊
し
て
も
「
中
古
車
市
場
」
は
存
在
し

続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
が
…
…
こ
れ
が
人

間
社
会
の
《
普
通
の
市
場
》
の
姿
で
も

あ
ろ
う
。
な
お
付
け
加
え
れ
ば
「
新
・

中
古
車
」
の
比
較
市
場
で
も
あ
る
。

　

こ
の
連
載
の
始
ま
り
は
、い
わ
ゆ
る
邪

馬
台
国
を
あ
の
「
三
国
志
」の
魏
の
官
僚

が
実
際
に
旅
行
し
て
、
そ
の
観
察
を『
魏

志
倭
人
伝
』
と
し
て
報
告
し
た
文
章
中

に
「
国
国
市
有
り
」
と
い
う
語
句
を
使
っ

て
い
る
の
を
見
つ
け
、
そ
の
「
市
」
は
、

自
然
発
生
的
な
も
の
か
、
ま
た
は
「
国

国
」が
そ
の
運
営
に
関
与
し
て
い
た
も
の

か
と
い
う
疑
問
を
私
な
り
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

個
人
的
心
情
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ

調
べ
て
ゆ
く
う
ち
に
時
代
・
地
方
の
別

な
く
「
市
」
の
原
理
と
は
人
類
の
普
遍

的
な
心
情
＝
比
較
能
力
の
具
体
像
で
あ

っ
て
、
支
配
の
原
理
装
置
で
は
な
い
と

い
う
結
論
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
な

お
近
代
経
済
学
の
中
の
「
市
場
論
」
と

の
関
係
を
検
証
中
な
の
で
あ
る
。

◇
首
相
の
市
場
観

　

平
成
24
年
１
月
中
に
『
日
本
経
済
新

聞
』に
連
載
さ
れ
た
元
英
首
相
ト
ニ
ー
・

ブ
レ
ア
氏
の
「
私
の
履
歴
書
」
を
興
味

深
く
読
み
続
け
た
。
と
く
に
そ
の
最
終

回
で
四
年
前
の
金
融
危
機
当
時
の
「
市

場
」
事
情
に
言
及
し
て
い
る
部
分
の
回

顧
が
面
白
い
の
で
、
そ
の
一
部
を
引
用

し
て
み
よ
う
。

　
　

 

08
年
秋
、
世
界
的
な
金
融
危
機
が

起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
「
第
一
に

証
券
化
商
品
な
ど
は
失
敗
し
た

が
、
す
べ
て
の
市
場
が
失
敗
し
た

の
で
な
い
こ
と
」。と
い
う
コ
メ
ン

ト
で
は
じ
ま
る
同
氏
の
回
想
は
、

誌
面
の
都
合
で
次
号
に
つ
づ
け
る

予
定
で
あ
る
。

 

（
鈴
木
理
生
）


