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「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

◇
二
百
年
前
の
「
春
」

　

こ
の
連
載
の
1
4
1
号
（
平
成
23
年
10

月
刊
）
か
ら
、
明
治
43
年
（
一
九
一
〇
）

に
童
謡
「
春
が
来
た
」
が
作
ら
れ
た
こ
と
。

そ
の
歌
に
う
た
わ
れ
た
「
山
に
来
た
」「
里

に
来
た
」「
野
に
も
来
た
」
の
フ
レ
ー
ズ

と
、実
際
の
光
景
と
を
対
比
さ
せ
る
形
で
、

「
春
」
と
「
花
」
と
「
鳥
」
が
ど
の
よ
う
に

人ひ
と
ざ
と里
に
〈
や
っ
て
き
た
か
〉
を
、
実
際
の

東
京
西
郊
の
例
に
重
ね
て
、
都
市
と
そ
の

自
然
環
境
の
関
係
を
ス
ケ
ッ
チ
調
で
語
っ

て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
最
後
の
ま
と
め
の
直
前
に
、
ま
っ

た
く
偶
然
の
こ
と
な
の
で
す
が
『
遊ゆ
う

歴れ
き

雑ざ
っ

記き

』
と
い
う
地
誌
を
改
め
て
丁
寧
に
読
む

機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
同
時

代
の
江
戸
の
複
数
の
他
誌
の
読
み
比
べ
を

目
的
と
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
『
遊
歴
雑
記
』
は
是
ま
で
に
必
要

に
応
じ
て
、
そ
の
つ
ど
勉
強
さ
せ
ら
れ
た

著
作
で
し
た
が
、
改
め
て
そ
の
全
貌
を
知

る
と
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
ら

れ
る
書
物
で
あ
る
こ
と
を
身
に
し
み
て
知

り
ま
し
た
。

　

ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
っ
て
も
、
読
者
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の
境
遇
、
特
に
そ
の
健
康
状
態
に
よ
っ

て
影
響
の
受
け
方
が
大
幅
に
違
っ
て
く

る
こ
と
は
、
知
っ
て
は
い
た
の
で
す
が

今
改
め
て
そ
の
こ
と
を
痛
感
し
て
い
ま

す
。

　
『
遊
歴
雑
記
』の
実
物
は
平
凡
社
の
東

洋
文
庫
4
9
9
に
収
め
ら
れ
た
も
の
を

読
み
ま
し
た
。

　

著
者
は
十じ
っ

方ぽ
う

庵あ
ん

敬け
い

順じ
ゅ
ん、

永
ら
く
小
石

川
小
日
向
に
あ
っ
た
廓か
く

然ね
ん

寺じ

の
住
職
を

務
め
た
の
ち
、
隠
居
し
て
か
ら
念
願
の

江
戸
を
中
心
と
し
た
〈
名
所
旧
跡
〉
を

訪
れ
た
見
聞
を
ま
と
め
て
く
れ
た
こ
と

で
知
ら
れ
た
人
で
す
。
校
訂
者
は
朝
倉

治
彦
氏
で
す
。「
遊
歴
雑
記
初
編
２
」に

同
氏
は
30
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
解
説
を
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
本
を
刊
行
す
る
際
の
「
序
」
は
、

「
山
中
生
西
寺
老
隠
義
道
」と
い
う
こ
れ

も
僧
侶
に
よ
る
推
薦
文
で
す
。
そ
れ
に

は
「
文
化
第
十
一
年
（
一
八
一
四
）
甲

戌
秋
八
月
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
来
年

で
二
百
年
目
と
い
う
勘
定
に
な
り
ま

す
。

　
「
春
が
来
た
」
の
百
年
目
の
現
実
＝

「
現
在
」
に
加
え
て
、
そ
の
百
年
前
の

『
遊
歴
雑
記
』の
世
界
と
の
比
較
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
次
に
引
用
す
る
文

章
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
「
変
り
ゆ
く

都
市
像
」
の
実
情
を
非
常
に
よ
く
物
語

っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
前

口
上
は
こ
の
辺
で
。先
ず
は
ご
一
読
を
。

　

 

六
十
二　

本ほ
ん

処じ
ょ

梅
屋
敷
清
香
庵
喜
右

衛
門

　

 

む
か
し
享
保
年
間
有
徳
院
殿
君
（
徳

川
吉
宗
）
御
愛
樹
の
梅
を
、
此
処
へ

預
け
植
置
し
め
給
ふ
処
也
、
此
梅
古

木
に
し
て
、
地
上
に
横
た
わ
る
事
凡

五
六
間
、枝
高
き
処
壱
丈
に
過
ぎ
ず
、

庭
に
這は
ひ

て
成
木
し
、
花
の
咲
し
形
は

恰
も
睡
れ
る
蟠ば
ん

竜れ
う

に
似
た
れ
ば
と

て
、
臥ぐ
わ

竜り
ょ
う

梅ば
い

と
は
号な
づ

け
給
ふ
と
か

や
、
花
少
し
薄う
す

紅か
う

に
し
て
、
匂
ひ
又

尋よ
の

常つ
ね

に
あ
ら
ず
、
根
も
と
の
太
さ
五

尺
余
、
さ
れ
ば
此
梅
や
し
き
広
さ
弐

町
四
方
、
春
は
陬す
う

月げ
つ

の
余
寒
も
い
と

は
ず
、
い
ま
だ
花
綻
び
ざ
る
頃
よ
り

も
、
都
鄙
の
貴
賎
集
ひ
来
り
、
床
机

も
せ
ば
し
と
園
遊
せ
り
、
別
し
て
近

年
園
中
明
間
も
な
く
数
万
株
の
梅
樹

を
植
込
た
れ
ば
、
今
は
恰あ
た
かも
梅
園
と

い
ふ
て
可
な
ら
ん
か
し
、
左
は
い
へ

隈く
ま

々く
ま

ま
で
咲
そ
ろ
ひ
し
頃
は
、
香
風

衣
裳
に
含
み
、
飛
花
空
中
に
翻
ひ
る
が
へり

、

雅
客
・
文
人
爰
に
逍
遊
し
て
、
日
の

永
か
ら
ん
事
を
思
ふ
、
壱
箇
の
壮
観

と
い
ふ
べ
し
、
立
春
よ
り
三
十
四
五

日
目
頃
を
よ
し
と
す
、
但
し
年
の
寒

暖
に
よ
り
て
遅
速
あ
り
、

　

こ
の
文
章
は
二
段
に
別
れ
、
一
段
目

は
次
に
見
る
よ
う
に
「
武
州
葛
飾
郡
本

所
の
梅
屋
敷
（
広
さ
弐
町
四
方
、
現
江

東
区
亀
戸
）
は
、
亀
井
戸
天
神
の
東
北

三
四
町
に
あ
っ
て
、
そ
の
昔
、
八
代
将

軍
徳
川
吉
宗
が「
愛
樹　

臥ぐ
わ

竜り
ょ
う

梅ば
い

の
管

理
を
屋
敷
守
の
清
香
庵
喜
右
衛
門
に
命

じ
た
と
、
事
の
起
こ
り
を
述
べ
る
。

　
　
　

以
下
に
、
原
文
を
続
け
る
。

　

一 　

屋
敷
守
を
清
香
庵
喜
右
衛
門
と

号
せ
り
、
此
宅
に
て
臥
竜
梅
の
漬

梅
な
り
と
て
梅
干
を
ひ
さ
ぐ
、
年

中
か
く
の
如
し
、
買
求
る
の
徒
又

夥お
び
た
だし
、
是こ
れ

臥
竜
の
梅
干
に
あ
ら

ず
、
又
園
中
の
梅
の
実
も
夥
し
と

い
へ
ど
も
、
中
々
年
中
ひ
さ
ぐ
程

は
貯た
く
わふ

べ
か
ら
ず
、
是こ
れ

小
伝
馬
町

よ
り
梅
干
し
を
仕
送
る
も
の
あ

り
、
た
と
へ
ば
日
本
橋
本
舟
・
小

田
原
町
辺
に
て
、
鮑あ
わ
びの
落を
ち

貝が
い

を
酒さ
け

糟が
す

に
漬つ
け

込こ
み

て
運
送
す
る
を
、
相
州

ゑ
の
し
ま
に
て
ひ
さ
げ
ば
、
東え

武ど

の
人
し
ら
ず
し
て
名
産
と
こ
ゝ
ろ

え
求
め
て
、
又
東
武
へ
土い
ゑ

産づ
と

に
す

る
が
如
し
、
見
ぬ
が
極
楽
、
し
ら

ぬ
が
ほ
と
け
の
諺
こ
と
わ
ざも

あ
た
れ
る

哉か
な

、左さ

は
い
へ
花
よ
く
蹊こ
み
ちを

な
し
、

又
花
よ
く
人
を
呼よ
ぶ

と
い
へ
る
本マ

マ文

は
、
此こ
の

梅
や
し
き
の
事
に
ぞ
、

と
あ
り
ま
す
。

◇
日
本
橋
の
力

　

将
軍
様
御
愛
玩
の
梅
の
木
の
実
を
梅

干
に
し
た
と
い
え
ば
、
そ
の
希
少
性
と

貴
重
性
ゆ
え
に
「
梅
干
は
百
薬
の
長
」

以
上
の
超
特
級
品
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
値
段
も
高
く
な
る
。
し
か
し
い
く
ら

需
要
が
あ
っ
て
も
原
料
は
限
ら
れ
る
。

僅
か
の
増
産
努
力
で
は《
焼
け
石
に
水
》

で
あ
る
。

　

だ
が
現
実
に
は
清
香
庵
は
一
年
中
そ

の
需
要
に
こ
た
え
て
い
た
。そ
れ
は「
小

伝
馬
町
よ
り
梅
干
を
仕
送
る
も
の
」
が

い
た
か
ら
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は

そ
れ
が
原
料
と
し
て
の
「
梅
の
実
」
で

は
な
く
、加
工
さ
れ
製
品
化
さ
れ
た「
梅

干
」
を
「
仕
送
る
」
生
産
者
が
い
て
一

年
中
供
給
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
直
接
の
売
り
手
で
あ
る
亀
戸

の
清
香
庵
は
最
高
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
持

つ
。
そ
れ
を
支
え
た
の
は
小
伝
馬
町
に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
梅
干
問
屋
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
言
い
方
を
変
え
る
と
、
そ

の
問
屋
は
梅
干
の
大
量
生
産
が
可
能
な

「
梅
園
」
と
「
人
員
」
と
「
技
術
」
を
持

っ
た
地
方
を
見
つ
け
て
、
産
地
づ
く
り
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を
し
て
そ
の
「
い
ち
ば
」
と
し
て
の
環

境
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

そ
れ
は
問
屋
の
資
金
力
の
継
続
的
な
裏

打
ち
が
可
能
だ
っ
た
事
で
実
現
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　

こ
れ
が
日
本
橋
の
「
小
伝
馬
町
」
で

代
表
さ
れ
る
、
江
戸
と
い
う
大
都
市
の

「
い
ち
ば
」の
姿
の
一
断
面
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
思
い
出
し
た

の
は
戦
中
か
ら
戦
後
暫
く
の
間
、
相
模

湾
西
部
か
ら
伊
豆
半
島
に
至
る
沿
岸

に
、
大
き
な
矢
印
や
ら
楕
円
形
や
ら
に

海
面
に
「
浮
き
」
を
な
ら
べ
た
形
の
定

置
網
の
連
続
が
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

た
時
期
が
あ
っ
た
。

　

後
で
聞
く
と
ほ
と
ん
ど
が
「
市
場
」

の
資
本
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
話
だ
っ

た
。
そ
の
市
場
は
今
と
な
っ
て
は
特
定

で
き
な
く
な
っ
た
が
、「
東
京
の
市
場
」

（《
築
地
》
を
思
わ
せ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
）

で
の
返
事
も
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す

る
。

　

梅
の
実
の
よ
う
な
園
芸
品
目
、
貝
や

甲
殻
類
の
収
穫
品
な
ど
の
、
当
時
と
し

て
は
農
産
物
で
も
な
く
漁
労
品
扱
い
も

さ
れ
な
い
品
物
で
も
、
現
地
の
既
存
の

専
門
市
場
が
未
発
達
な
時
期
に
は
、
各

種
の
問
屋
が
投
資
を
か
さ
ね
て
い
た
よ

う
だ
っ
た
。
あ
の
特
徴
的
な
定
置
網
の

連
続
し
て
い
た
童
話
的
な
沿
海
部
の
景

色
の
存
在
は
、
漁
労
者
の
賃
金
高
騰
の

結
果
、
消
滅
し
た
と
聞
い
た
こ
と
も
あ

る
。

　

話
を
本
所
に
戻
す
と
「
梅
や
し
き
」

産
の
梅
の
実
だ
け
で
は
、
誰
が
考
え
て

も
常
識
的
に
は
年
間
販
売
は
不
可
能
で

あ
る
。し
か
し
ブ
ラ
ン
ド
が
よ
け
れ
ば
、

…
言
い
換
え
る
と
ブ
ラ
ン
ド
力
を
維
持

発
展
さ
せ
る
経
営
の
あ
り
方
が
よ
け
れ

ば
、「
常
識
」
は
《
風
評
》
の
範
囲
に
収

め
ら
れ
て
、
世
間
に
《
自
然
》
に
広
く

通
用
し
続
け
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
日
本
橋
・
小

伝
馬
町
」と
い
う
表
現
が
意
味
す
る「
い

ち
ば
」
と
い
う
の
は
、
現
在
の
公
設
の

市
場
施
設
の
よ
う
な
構
造
物
・
施
設
な

ど
で
は
な
く
、「
常
識
」
の
《
風
評
化
》

と
《
風
評
》
の
「
常
識
化
」
と
い
う
同

時
逆
方
向
で
の
永
続
努
力
が
渦
巻
く
空

間
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
支
え
た
力
と
し
て

の
貨
幣
＝
現
金
・
現
銀
の
力
が
先
に
立

っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

念
を
押
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
「
清
香
庵
の
梅
干
」
に
限

ら
ず
、《
お
江
戸
・
日
本
橋
》
を
冠
す
る

す
べ
て
の
業
種
の
問
屋
に
共
通
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
か
つ
て
の
江
戸
の
「
産
業

活
動
」の
象
徴
的
な
施
設
で
あ
っ
た《
駿

河
町
の
越
後
屋
》
の
後
裔
の
三
越
が
場

所
も
同
じ
元
の
駿
河
町
の
角
地
に
、
伊

勢
丹
と
合
併
し
て
企
業
活
動
を
続
け
て

い
る
姿
が
21
世
紀
の
「
産
業
活
動
」
に

お
け
る
デ
パ
ー
ト
部
門
の
あ
り
方
を
象

徴
す
る
。
た
だ
し
こ
の
両
社
共
に
そ
の

発
祥
が
「
伊
勢
」
だ
っ
た
こ
と
が
面
白

い
。

◇
都
市
景
観
の
実
態

　

都
市
が
活
動
す
る
姿
と
い
う
も
の

は
、
肉
眼
で
「
こ
れ
だ
！
」
と
一
目
で

全
体
が
見
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
…
も

ち
ろ
ん
【
都
市
と
は
《
い
ち
ば
》
な
り
】

と
い
う
命
題
を
パ
ッ
と
納
得
さ
せ
る
よ

う
な
景
観
（
な
が
め
）
に
つ
い
て
は
、

こ
の
多
様
に
し
て
多
重
な
「
映
像
化
時

代
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
見
し
て
納

得
で
き
る
よ
う
な
「
光
景
」
の
記
録
に

は
容
易
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
。

　

し
か
し
二
百
年
前
の
『
遊
歴
雑
記
』

の
「
清
香
庵
の
梅
干
」
の
一
節
は
、
当

時
の
文
章
に
よ
っ
て
現
在
の
「
市
場
」

の
描
写
に
十
二
分
に
通
じ
る
効
果
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
加
え
て
筆

者
の
敬
順
翁
が
今
は「
日
本
橋
本
舟
町
・

小
田
原
町
辺
に
て
、
鮑あ
わ
びの
落を
ち

貝が
い

を
酒さ
け

糟が
す

に
漬つ
け

込こ
み

て
運
送
す
る
を
、
相
州
ゑ
の
し

ま
に
て
ひ
さ
げ
ば
、
東え

武ど

の
人
し
ら
ず

し
て
名
産
と
こ
ゝ
ろ
え
求
め
て
、
又
東え

武ど

へ
土い
ゑ

産づ
と

に
す
る
が
如
し
、
見
ぬ
が
極

楽
、
し
ら
ぬ
が
ほ
と
け
の
諺
こ
と
わ
ざも

あ
た
れ

る
哉か
な

」
と
付
加
え
ら
れ
た
部
分
を
改
め

て
読
み
直
せ
ば
、
非
常
に
現
代
的
な
風

景
に
見
え
る
。

　

そ
れ
は
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た

地
球
社
会
の
諸
現
象
…
一
例
と
し
て
は

昨
年
末
か
ら
顕
在
化
し
て
話
題
に
な
っ

て
い
る
新
導
入
の
航
空
機
7
8
7
の
不

具
合
の
原
因
究
明
ま
で
が
、
そ
の
広
範

な
「
市
場
」
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て

い
る
の
か
は
、
日
夜
報
道
さ
れ
続
け
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
の
昔
、
日
本
橋

を
取
り
巻
く
「
魚
河
岸
」
の
町
々
、
つ

ま
り
原
文
で
は
「
日
本
橋
本
舟
町
・
小

田
原
町
辺
」
で
「
鮑
の
落
ち
貝
」
を
粕

漬
け
に
化
か
し
て
、
江
ノ
島
あ
た
り
で

売
り
出
す
と
、
そ
れ
を
江
ノ
島
産
だ
と

思
っ
て
土
産
に
買
っ
た
江
戸
っ
子
の

「
し
ら
ぬ
が
ほ
と
け
」ぶ
り
と
お
な
じ
風

景
に
な
る
。
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都
市
と
は
「
人
」
と
「
モ
ノ
」
と
「
情

報
」
の
交
流
の
場
で
あ
る
と
い
う
、《
く

く
り
か
た
》
で
い
え
ば
、
空
間
的
に
は

亀
戸
～
日
本
橋
小
伝
馬
町
～
列
島
某
地

方
の
梅
園
産
地
の
そ
れ
ぞ
れ
を
結
ぶ

「
清
香
庵
の
梅
干
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
の

レ
ッ
テ
ル
が
通
用
す
る
範
囲
を《
都
市
》

だ
と
す
る
感
覚
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
付
加
え
れ
ば
ブ
ラ
ン
ド
力
が

強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
一
旦
そ
れ
に
キ

ズ
が
付
く
と
見
る
影
も
無
く
雲
散
霧
消

す
る
の
も
常
例
で
あ
る
。…
し
か
し《
腐

っ
て
も
鯛
》
と
い
う
表
現
も
あ
る
社
会

で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

◇
日
本
橋
と
本
所
梅
屋
敷

　

大
幅
に
前
後
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ

の
『
遊
歴
雑
記
』
独
特
の
表
記
の
本ほ
ん

処じ
ょ

＝
現
・
江
東
区
亀
戸
＝
本
所
「
梅
屋
敷
」

の
清
香
庵
の
場
所
を
、
当
時
（
二
百
年

前
の
文
化
期
）
か
ら
明
治
中
期
ま
で
の

約
百
年
間
に
わ
た
り
「
湊
み
な
と

町ま
ち・
日
本
橋
」

の
中
心
だ
っ
た
小こ

網あ
み

町ち
ょ
う（

現
・
中
央
区
）

の
河
岸
か
ら
の
行
程
で
い
う
と
、「
亀
戸

天
神
は
本
所
四
ッ
目
通
り
北
之
方
五
六

町
に
あ
り
」（『
遊
歴
雑
記
』
六
十
一
）

と
ガ
イ
ド
す
る
。

　

そ
の
行
程
は
す
べ
て
水
路
で
の
所
要

時
間
で
約
一い
っ

刻こ
く

（
現
在
の
二
時
間
）
ほ

ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
潮
の
干
満
の
影

響
を
含
ん
だ
平
均
値
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
い
う
と
小
網
町
河

岸
か
ら
日
本
橋
川
を
下
り
、
大
川
と
の

合
流
点
の
豊と
よ

海み

橋
を
く
ぐ
り
、
左
折
し

て
す
ぐ
の
、
当
時
の
永
代
橋
も
く
ぐ
っ

て
上
流
に
向
か
う
。
さ
ら
に
新
大
橋
を

く
ぐ
っ
て
か
ら
日
本
橋
浜
町
の
対
岸
の

竪た
て

川か
わ

（
現
墨
田
区
・
立
川
）
に
入
り
、

ま
ず
本
所
の
一
之
橋
、
二
之
橋
、
三
之

橋
、
四
之
橋
を
く
ぐ
っ
て
か
ら
、
左
岸

に
旅た
び

所し
ょ

橋ば
し

（
こ
の
橋
の
北
袂
の
東
岸
に

天
神
の
祭
礼
の
際
の
旅
所
が
あ
っ
た
）

の
か
か
っ
た
横
十
間
川
を
北
向
き
に
折

れ
て
《
五
六
町
》
進
む
と
、
そ
の
名
も

天
神
橋
の
東
岸
が
亀
戸
天
神
へ
の
道
と

な
る
。

　

そ
こ
で
上
陸
し
て
天
神
境
内
を
過
ぎ

た
北
東
に
御
目
当
て
の
◎
梅
屋
敷
が
あ

っ
た
。
梅
漬
け
な
ど
を
運
ぶ
場
合
に
は

横
十
間
川
を
突
き
当
た
っ
た
場
所
の
、

柳
島
橋
か
ら
北
十
間
川
を
右
折
し
た
境

橋
あ
た
り
が
梅
屋
敷
の
物
揚
場
だ
っ

た
。（
表
紙
の
図
参
照
）
図
は
「
安
政
二

卯
歳
改
正
、
文
久
三
亥
歳
改　

江
戸
麹

町
六
丁
目
・
板
元　

尾
張
屋
清
七
」
刊

行
の
『
本
所
絵
図
』
の
部
分
で
あ
る
。

天
神
橋
の
か
か
っ
た
運
河
が
横
十
間

川
、
こ
の
川
の
左
方
向
で
竪
川
と
合
流

す
る
地
点
の
手
前
に
旅
所
橋
が
か
か
っ

て
い
た
。
◎
印
が
梅
屋
敷
で
あ
る
。

　
『
遊
歴
雑
記
』
の
記
述
の
通
り
、
年
間

を
通
し
て
「
小
伝
馬
町
よ
り
梅
干
を
仕

送
る
も
の
あ
り
」
だ
と
す
る
と
、
そ
れ

は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
舟
運
が
適
当
で

あ
る
。
い
く
ら
「
小
伝
馬
町
」
が
馬
を

主
軸
と
し
た
運
輸
機
関
が
あ
っ
た
町
に

し
ろ
、
貨
物
を
運
ぶ
馬
と
将
軍
様
由
来

の
梅
干
の
取
り
合
わ
せ
で
は
《
酸
っ
ぱ

過
ぎ
る
》
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

寒
中
の
梅
花
・
春
迎
の
芳
香
を
求
め

て
亀
戸
天
神
門
前
は
「
調
理
を
ひ
さ
ぐ

酒
楼
・
食
店
軒
を
な
ら
べ
高
宅
巧
み
に

作
り
…
（
高
層
ビ
ル
を
連
想
さ
せ
る
）、

お
の
お
の
少
婦
新
粧
を
凝こ
ら

し
媚ま
な
みけ

ば
…

（
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
若
い
女
性

の
サ
ー
ビ
ス
に
）、瓢
客
う
か
れ
ぞ
め
き

て
、
宴
を
ひ
ら
き
て
た
の
し
め
り
、（
以

下
に
《
名
物
の
蜆
汁
（
な
り
ひ
ら
し
じ

み
）》の
た
く
ま
ぬ
宣
伝
ま
で
書
か
れ
て

い
る
）。

　

そ
の
盛
り
場
を
横
断
し
て
梅
干
の
荷

を
積
ん
だ
馬
の
列
が
通
る
風
景
で
は
ブ

ラ
ン
ド
ぶ
ち
壊
し
で
あ
る
。だ
か
ら「
荷

物
」
は
北
十
間
川
ま
で
迂
回
し
て
運
ば

れ
た
…

　

ま
さ
に
ツ
ィ
ー
タ
ー
は
ツ
ィ
ー
タ
ー

を
よ
ぶ
情
報
伝
播
の
原
形
を
見
る
思

い
、
い
い
か
え
る
と
最
新
の
「
消
費
の

市
場
」
に
遊
ぶ
思
い
に
さ
せ
て
く
れ
る

の
が
、
こ
の
「
酒
嫌
い
・
静
か
好
き
」

と
口
癖
に
し
た
『
遊
歴
雑
記
』
の
筆
者

な
の
で
あ
る
。《
都
市
と
は
こ
ん
な
も
の

な
の
だ
》
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
な
描
写
は
見
事
で
あ
る
。

 

（
鈴
木
理
生
）


