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「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

◇
二
百
年
前
の
「
武
州
」

　

前
号
で
は
利
根
川
河
口
の
西
岸
に
位
置

す
る
武
蔵
国
葛
飾
郡
、
つ
ま
り
江
戸
市
街

の
東
方
に
広
が
る
亀
戸
地
区
が
、
そ
の
梅

林
の
活
用
を
経
て
、ど
の
よ
う
な
形
で《
都

市
化
》
し
て
い
っ
た
か
を
、『
遊
歴
雑
記
』

の
記
述
で
実
例
的
に
紹
介
し
た
。

　

今
度
は
江
戸
時
代
の
末
期
（
１
８
５
０

年
代
前
後
か
ら
）
の
江
戸
市
街
の
南
方
、

つ
ま
り
武
州
荏
原
郡
の
大
森
・
蒲
田
か
ら
、

東
京
湾
岸
の
橘
樹
郡
（
川
崎
・
神
奈
川
・

鶴
見
・
保
土
ヶ
谷
筋
）、
そ
れ
に
続
く
久
良

岐
郡
で
は
（
横
浜
・
金
澤
に
い
た
る
道
筋
）

を
描
い
た
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
注
目
す

る
事
に
す
る
。

　

順
序
と
し
て
、
ま
だ
こ
の
地
区
が
《
都

市
化
》
し
な
か
っ
た
時
期
の
「
近
郊
地
域
」

の
景
観
を
、
ま
ず
『
遊
歴
雑
記
』
と
は
対

照
的
な
資
料
と
し
て
の『
江
戸
名
所
図
会
』

で
見
た
後
に
、
ふ
た
た
び
『
遊
歴
雑
記
』

の
描
写
を
重
ね
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
お
付
け
加
え
る
と
１
８
５
３
年
＝
嘉
永

６
年
に
ペ
リ
ー
が
浦
賀（
相
模
国
三
浦
郡
、

ち
な
み
に
横
須
賀
・
逗
子
も
三
浦
郡
）
に

上
陸
し
て
我
国
に
開
港
を
せ
ま
っ
た
こ
と

を
機
会
に
、
三
浦
半
島
は
近
代
化
の
渦
巻

き
に
急
激
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

天
下
一
の
繁
栄
を
誇
っ
た
「
お
江
戸
」

も
、
当
時
の
交
通
の
大
動
脈
で
あ
っ
た
東

海
道
の
品
川
宿
を
描
く
場
合
に
、
江
戸
末

期
の
絵
師
・
長
谷
川
雪せ
っ

旦た
ん

の
挿
絵
に
、
は

る
か
元
禄
に
活
躍
し
た
其
角
の
「
品
川
も

つ
れ
に
め
ず
ら
し
か
り
（
雁
）
の
こ
え
」

と
約
百
年
以
上
も
前
の
句
を
、
幕
末
の
江

戸
近
郊
の
沿
岸
漁
村
・
近
郊
農
村
の
姿
の

絵
に
混
同
さ
せ
て
の
せ
て
い
る
。

　

こ
の
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
江
戸

名
所
図
会
」の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
挿
絵
と

そ
の
画
中
に
掲
載
さ
れ
た
詩
・
和
歌
・
俳
句

な
ど
の
制
作
年
代
と
は
、
必
ず
し
も
同
時

代
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
念
頭
に

置
か
れ
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す

る
。
ま
た
挿
絵
自
体
も
過
去
を「
想
像
」
し

た
も
の
か
ら
、現
実
の
ス
ケ
ッ
チ
作
品
に
至

る
ま
で
の
時
間
差
も
認
め
ら
れ
る
。

　

余
計
な
注
釈
は
さ
て
お
き
、「
近
郊
」
の

大
森
で
も「
浅
草
海
苔
」や「
麦
藁
細
工
」、

「
和わ

中ち
ゅ
う

散さ
ん

」（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
主
材
と
し

た
生
薬
、
食
あ
た
り
の
妙
薬
と
し
て
有

名
）。蒲
田
で
も
梅
園
が
名
所
で
服
部
嵐
雪

の
「
梅
干
を
見
知
っ
て
ゐ
る
か
梅
の
花
」

と
い
っ
た
句
が
挿
絵
に
添
え
ら
れ
て
い
る

が
、
前
号
で
見
た
亀
戸
の
梅
園
と
は
だ
い

ぶ
様
子
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。

　

六
郷
川
（
多
摩
川
の
こ
と
）
河
口
の
羽

江戸東郊の梨園（なしぞの）
（『江戸名所図会』）
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田
の
要
か
な
め

島じ
ま

弁
財
天
（
本
文
に
は
「
羽
田

村
の
南
の
洲
崎
に
あ
り
。
ゆ
ゑ
に
、
羽

田
弁
財
天
と
も
称
せ
り
。
こ
の
羽
田
の

浦
を
、
扇
が
浜
と
号
く
る
ゆ
ゑ
、
こ
の
と

こ
ろ
を
要
島
と
よ
べ
り
」
な
ど
と
あ
る

（
現
在
は
羽
田
６
丁
目
に「
玉
川
弁
財
天
」

が
あ
る
）。

　

対
岸
の
大
師
河
原
の
項
に
寛
文
９
年

＝
１
６
６
９
年
か
ら
始
ま
っ
た「
塩
浜
」

（
塩
田
）
の
記
述
と
挿
絵
が
あ
る
が
、
家

康
が
「
江
戸
入
り
」
と
同
時
に
、
行
徳

産
の
塩
を
江
戸
に
運
ぶ
水
路
「
小
名
木

川
」
を
造
成
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

両
者
の
《
都
市
的
》
な
役
割
に
は
大
差

が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

ま
た
「
洲す

河が
わ

原ら

桃も
も

林は
や
し」

の
項
に
「
河

崎
渡
し
口
よ
り
大
師
河
原
ま
で
の
間
に

し
て
、
田
園
こ
と
ご
と
く
桃
の
樹
を
栽

ゑ
た
り
。
ゆ
え
に
、
開
花
の
と
き
に
至

れ
ば
紅
白
色
を
交
え
て
奇
観
た
り
」
と

い
っ
た
風
景
の
記
述
は
あ
る
が
、
文
脈

と
し
て
は
産
業
と
し
て
の
桃
の
栽
培
よ

り
も
「
紅
白
色
を
交
え
」
た
景
観
が
先

立
っ
て
い
た
様
で
も
あ
る
。

　

例
外
的
な
の
が
河
崎
宿
の
《
奈
良
茶ち
ゃ

飯め
し

》
の
万
年
屋
。
こ
の
店
の
説
明
文
は

な
い
の
だ
が
、
挿
絵
の
か
ぎ
り
で
は
旅

姿
の
男
女
入
り
混
じ
り
、
武
家
・
町
人

の
区
別
も
無
か
っ
た
よ
う
だ
し
、
タ
ク

シ
ー
な
ら
ぬ
辻
か
ご
で
乗
り
つ
け
る
客

も
あ
り
、
右
手
の
土
間
に
は
美
味
そ
う

な
「
ひ
ら
め
」
が
届
い
た
光
景
が
拡
が

っ
て
い
る
。

　
「
江
戸
名
所
図
会
」
の
本
質
は
、
地
誌

（
ジ
オ
グ
ラ
フ
）で
は
な
く「
寺
社
事
典
」

だ
と
規
定
し
た
い
私
に
と
っ
て
、
こ
の

辺
の
《
都
市
的
》
景
観
の
部
分
は
も
っ

と
も
楽
し
め
る
部
分
で
も
あ
る
。

　

河
崎
宿
に
続
き
鶴
見
川
の
河
口
付
近

の
市
場
観
音
堂
は
「
市
場
村
街
道
よ
り

左
の
方
、
一
心
山
専
念
寺
と
い
へ
る
浄

刹
に
安
置
さ
れ
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ

て
、
そ
こ
が
中
世
以
来
の
市
場
が
開
か

れ
た
場
所
だ
っ
た
と
思
わ
せ
る
。
あ
の

埼
玉
県
の
鷲わ
し

宮み
や

の
市
場
（
１
３
０
号
に

掲
載
）を
連
想
さ
せ
る
地
形
で
も
あ
り
、

次
の
項
「
鶴
見
橋
」
の
説
明
に
付
近
の

川
筋
の
名
を
挙
げ
、
そ
の
つ
け
た
し
の

《
名
物
・
米よ
ね

饅
頭
》
の
名
が
食
欲
を
そ
そ

ら
せ
る
。

　
「
鶴
見
橋
」に
続
く
挿
絵
と
説
明
文
の

「
生な
ま

麦む
ぎ

村む
ら

し
が
ら
き
茶ち
ゃ

店み
せ

」を
描
写
す
る

と
「
生
麦
は
河
崎
と
神
奈
川
の
間
あ
い
の

宿し
ゅ
くに

て
立た
て

場ば

な
り
。
此
地
「
し
が
ら
き
」
と

い
へ
る
水み
ず

茶ち
ゃ

屋や

ハ
、
享
保
年
間
鄽み
せ

を
開

き
し
よ
り
、
梅
干
を
鬻ひ
さ

ぎ
梅
漬
け
の
生

姜
を
商
ふ
。
往
来
の
人
こ
こ
に
休い
こ

は
ざ

る
も
の
な
く
、
今
時
の
繁
昌
な
な
め
な

ら
ず
」
と
あ
る
。

　

店
内
は
ド
ラ
イ
ブ
・
イ
ン
、
つ
ま
り

辻
か
ご
に
乗
っ
た
ま
ま
食
卓
ま
で
《
乗

り
付
け
て
》
飲
食
で
き
た
。
こ
こ
も
武

家
・
町
人
の
身
分
差
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
１
８
６
２
年
（
文
久

２
年
）
８
月
21
日
こ
の
茶
屋
の
近
く
で

薩
摩
藩
主
の
行
列
を
横
切
っ
た
英
国
商

人
の
一
行
が
、
そ
の
無
礼
を
怒
っ
た
藩

士
に
殺
傷
さ
れ
た
生
麦
事
件
の
現
場
に

も
な
っ
た
。
賠
償
金
10
万
ポ
ン
ド
、
幕

府
は
そ
れ
を
払
っ
て
も
い
る
。

　

横
浜
市
内
の
「
な
た
彫
り
」
の
観
音

で
名
高
い
弘ぐ

明み
ょ
う

寺じ

の
項
に
続
い
て
、

「
杉
田
村
梅
園
」
と
「
杉
田
村
海な
ま
こ鼠
製せ
い
す」

の
見
開
き
の
挿
絵
が
続
く
（
３
１
８
～

３
２
１
ｐ
ち
く
ま
版
第
二
巻
）。と
く
に

「
な
ま
こ
」製
造
の
場
面
は
文
章
と
し
て

の
説
明
は
皆
無
だ
が
、
私
と
し
て
は
日

本
海
海
運
の
三
大
商
品
、
長
崎
貿
易
に

お
け
る
「
俵
た
わ
ら

物も
の

三さ
ん

品ぴ
ん

」（
い
り
こ
・
の
し

あ
わ
び
・
ふ
か
ひ
れ
）
と
同
等
の
価
値

を
持
つ
ナ
マ
コ
の
加
工
現
場
の
挿
絵
と

し
て
貴
重
な
も
の
だ
と
い
い
た
い
。
現

在
の
横
浜
市
内
の
「
中
華
街
」
の
原
形

は
、
こ
の
ナ
マ
コ
加
工
場
だ
っ
た
と
さ

え
思
え
る
。そ
の
意
味
で
こ
の
絵
は《
特

筆
大
書
》
的
挿
絵
な
の
で
あ
る
。

◇
下
総
の
梨
産
地

　

以
下
に
こ
の
号
の
本
題
と
も
い
え
る

『
遊
歴
雑
記
』の
梨
園
の
有
様
を
原
文
の

ま
ま
紹
介
し
よ
う
。

　

 　

三
十
五　

下
総
葛
飾
郡
市
川
の
渡

し
を
越
て
よ
り
、「
東
の
方
舟
橋
の
駅

ま
で
三
里
余
の
間
、
通
り
筋
の
村
々

農
家
の
庭
、
背
戸
、
又
は
畑
、
山
間

等
一
面
み
な
棚
を
拵こ
し
らえ

、
梨
の
樹
を

植
て
造
り
出
す
事
夥お
び
た
だし

、是
土
地
に

あ
う
に
や
、
こ
の
辺
の
梨
は
淡あ
わ

雪ゆ
き

と

称
し
て
、
風
味
又
格
別
也
。

　

 　

既
に
、
や
は
た
の
駅
橋
際
、
川
嶋

や
十
平
が
宅
に
旅
泊
せ
し
に
、
庭
の

外
の
空
地
百
四
五
十
坪
の
内
み
な
梨

の
樹
の
棚
な
り
、
是
程
の
地
処
に
梨

作
り
て
、
い
か
程
の
要
脚
（
お
あ
し

＝
現
金
収
入
、
引
用
者
注
）
を
得
る

や
と
問
ふ
、
年
々
百
二
三
拾
金
内
外

は
取
揚
る
な
り
、と
も
の
が
た
り
ぬ
、

壱
軒
の
家
す
ら
斯か
く

く
の
如
し
、
三
里

に
余
る
道
路
の
人
家
お
や
。
又
、
舟

橋
の
駅
三
町
目
佐
渡
屋
勘
兵
衛
宅
に

止
宿
し
て
、
二
階
よ
り
背
戸
の
明
地

を
見
お
ろ
す
に
、
空
地
悉
く
梨
林
な

ら
ざ
る
は
な
し
、

　

 　

武
州
六
郷
手
前
よ
り
、
川
崎
宿
西

の
方
は
鶴
見
・
生
麦
・
子
安
の
辺
ま
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で
、村
々
通
り
筋
の
農
家
に
梨
の
樹
を

植
て
作
り
出
す
と
い
へ
ど
も
、そ
の
土

地
に
て
往
来
の
旅
客
へ
ひ
さ
ぐ
の
み

に
し
て
、
下
総
の
葛
飾
郡
に
比
す
れ

ば
、九
牛
の
一
毛
な
ら
ん
、甲
州
の
外
、

江
戸
の
近
辺
に
て
は
、下
総
を
第
一
と

し
、梨
に
又
数
品
あ
る
が
中
に
も
、水

梨
・
淡
雪
な
ど
、
尤
も
上
品
に
し
て
、

こ
の
土
地
の
名
産
た
る
べ
し
」

と
あ
る
。

　

江
戸
の
東
郊
の
下
総
と
、
西
南
郊
の

武
州
・
相
州
で
も
梨
を
は
じ
め
梅
・
桃

な
ど
の
果
樹
栽
培
の
経
営
の
違
い
が
こ

の
よ
う
に
見
ら
れ
た
の
だ
が
、
下
総
側

は
「
通
り
筋
の
村
々
農
家
の
庭
、
背
戸
、

又
は
畑
、山
間
等
一
面
み
な
棚
を
拵こ
し
らえ

、

梨
の
樹
を
植
て
造
り
出
す
事
夥お
び
た
だし

」と

い
う
状
況
に
対
し
て
、
武
相
側
は
い
わ

ば
通
り
す
が
り
の
旅
人
に
《
売
っ
て
や

る
》
的
な
態
度
で
の
経
営
だ
っ
た
こ
と

を
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
産
地
経
営
の
あ
り
方
の

差
は
昭
和
・
平
成
時
代
で
も
街
道
筋
の

「
道
の
駅
」的
な
施
設
で
さ
え
も
よ
く
見

ら
れ
る
現
象
で
、
武
相
で
は
生
産
者
の

優
位
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
よ
り
も
私
の
大
き
な
驚
き
だ
っ

た
の
は
「
庭
の
外
の
空
地
百
四
五
十
坪

の
内
」
だ
け
の
梨
栽
培
で
「
年
々
百
二

三
拾
金
内
外
」
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と

を
、
そ
の
土
地
の
者
が
こ
と
も
な
く
口

に
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

◇
与よ

力り
き

同ど
う

心し
ん

大お
お

縄な
わ

拝
領
屋
敷

　

江
戸
都
市
図
に
は
「
士
」
と
「
工
商
」

の
身
分
別
に
、「
寺
社
」
は
そ
の
《
法
人

名
》
で
あ
る
寺
名
と
神
社
名
が
そ
れ
ぞ

れ
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
士
」＝
武
家
は

公
儀
の
旗
本
以
上
、
大
名
、
将
軍
家
の

親
戚
筋
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
地
に

そ
の
姓
名
を
冠
せ
ら
れ
て
表
示
さ
れ
て

い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
幕
臣
の
中
の
最
多
数
を
占

め
た
与
力
（
下
士
官
）・
同
心
（
兵
士
）

ク
ラ
ス
は
個
人
に
対
し
て
は
土
地
は
与

え
ら
れ
ず
、
所
属
す
る
「
組
」
ご
と
に

土
地
を
与
え
ら
れ
て
（
そ
れ
が
「
大
縄
」

と
い
う
表
現
）、
そ
の
運
営
は
「
組
内
」

の
自
治
に
任
さ
れ
て
い
た
。

　

制
度
と
し
て
は
こ
の
「
組
の
地
所
」

を
、
そ
の
組
の
維
持
運
営
の
為
に
町
人

や
寺
院
に
賃
貸
す
る
事
も
許
さ
れ
て
い

た
。
実
態
と
し
て
は
収
入
の
確
実
性
を

保
証
す
る
た
め
に
多
く
は
遊
興
・
売
春

施
設
に
貸
し
付
け
ら
れ
、い
わ
ゆ
る「
岡

場
所
」
と
い
う
形
態
で
江
戸
武
家
地
の

「
町ま
ち

場ば

」＝
都
市
化
の
進
行
の
核
と
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
が
江
戸
市
街
地
の
「
町

数
」
増
加
の
最
大
原
因
だ
っ
た
。

　

お
お
ま
か
な
規
定
の
仕
方
だ
が
町
人

が
自
身
の
地
所
を
持
ち
寄
っ
て
「
町
」

を
形
成
し
た
の
が
「
町ち
ゃ
う」、

そ
れ
に
対
し

て
「
組
の
地
所
」
つ
ま
り
そ
こ
の
地
主

が
与
力
・
同
心
な
ど
の
大
縄
地
の
場
合

は
、
町
の
形
を
形
成
し
た
一
郭
は
こ
と

さ
ら
に
「
町ま
ち

」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

　
「
ち
ょ
う
」
と
「
ま
ち
」
の
違
い
は
、

町
人
身
分
の
も
の
が
主
体
の
い
わ
ば

《
本
物
》
の
場
所
で
は
「
ち
ょ
う
」
で
あ

り
、
与
力
・
同
心
か
ら
の
貸
地
の
場
合

は
「
ま
ち
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

台
東
区
内
の
J
R
御
徒
町
駅
を
は
じ

め
地
下
鉄
の
新
御
徒
町
・
仲
御
徒
町
・

上
野
御
徒
町
な
ど
の
各
駅
の
名
は
「
徒か
ち

町
」
＝
歩
兵
部
隊
の
与
力
（
下
士
官
）・

同
心
（
兵
士
）
の
宿
舎
だ
っ
た
場
所
だ

っ
た
こ
と
を
示
す
地
名
で
あ
る
。
頭
に

付
け
た
「
御
」
は
公
儀
の
軍
隊
に
対
す

る
敬
称
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
旗
・
槍
・

弓
・
鉄
炮
（
百
人
組
）・
持も
ち

筒づ
つ

な
ど
の
戦

闘
部
隊
や
、
牛
込
に
多
く
残
っ
た
払
は
ら
い

方か
た

町
・
納な
ん

戸ど

町
・
細さ
い

工く

町
な
ど
の
事
務
系

の
組
、
本
所
に
多
か
っ
た
賄
ま
か
な
い

組
（
給

食
・
配
膳
）
の
集
住
地
区
も
あ
っ
た
。

　

同
心
の
給
与
は
平
均
的
に
は
年
収
に

し
て
30
俵
２
人
扶ふ

持ち（
１
人
扶
持
＝
一
日

玄
米
５
合
の
現
物
給
与
）
程
度
で
貧
困

を
極
め
た
（
な
お
特
例
的
だ
っ
た
の
は

八
町
堀
の
町
奉
行
配
下
の
与
力
・
同
心

で
、
彼
ら
の
場
合
は
裕
福
で
あ
っ
た
）。

　

こ
の
与
力
・
同
心
一
般
の
《
極
端
》

な
低
収
入
状
況
の
対
極
に
、
江
戸
東
郊

の
農
家
の
「
年
々
百
二
三
拾
金
内
外
」

の
《
要
脚
》
ぶ
り
は
、
正
に
下
層
武
家

社
会
と
は
ケ
タ
違
い
、梨
な
ら
ぬ
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
革
命
は
成
立
し
て
い
た
と
い
っ
て

も
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
は
例
え
ば
江
戸
切
絵
図
で
「
武

家
地
を
代
表
す
る
図
」
と
し
て
売
り
出

さ
れ
た
「
安
政
再
版
番
町
大
絵
図
」（
１

８
６
４
年
）」
を
見
る
と
、
天
正
の
昔
は

将
軍
親
衛
隊
で
あ
る
旗
本
の
集
住
地
帯

と
し
て
の
《
誇
り
高
き
番
町
》
の
実
態

は
、
実
質
的
に
は
崩
壊
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
れ
を
土
地
一
筆
ご
と
に

具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
事
も
可
能

だ
が
、
こ
こ
で
は
三
番
町
通
り
＝
現
・

靖
国
通
り
と
分
岐
す
る
御お

厩う
ま
や

谷だ
に

を
は

じ
め
各
交
差
点
に
は
、
明
ら
か
に
旗
本

身
分
で
は
な
い
「
名
前
」
や
商
店
が
並

ぶ
状
況
が
読
み
取
れ
る
。

　

繰
り
返
す
が
こ
の
格
と
し
て
は
武
家

地
の
《
一
等
地
》
の
要
所
で
公
儀
の
土

地
制
度
は
崩
壊
し
て
い
た
状
況
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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今
か
ら
僅
か
半
世
紀
前
、
高
度
成
長

期
と
呼
ば
れ
た
我
国
の
経
済
事
情
の
大

変
化
時
期
の
昭
和
35
年
＝
１
９
６
０
年

か
ら
『
産
経
新
聞
』
朝
刊
に
掲
載
さ
れ

た
［
東
京
風
土
記
］
は
、
当
時
好
評
で
迎

え
ら
れ
て
、や
が
て
単
行
本
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
。
わ
た
し
も
毎
回
熟
読
し
た

覚
え
が
あ
り
、
そ
の
切
抜
き
も
作
っ
た
。

　

こ
の
項
を
書
く
の
に
思
い
付
い
て
そ

の
切
抜
き
を
再
読
し
て
み
て
、
そ
れ
を

こ
の
号
に
用
い
た
。

　

引
用
し
た
の
は
川
崎
の
上
流
の
当
時

の
南
多
摩
郡
①（
36
年
３
月
14
日
）。
そ

こ
は
稲
城
町
東
部
～
川
崎
に
か
け
て
の

「
多
摩
川
ナ
シ
の
産
地
」が
主
題
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
町
の
作
付
面
積
は
約
60
ヘ
ク

タ
ー
ル
、一
億
円
の
収
入
が
あ
る
。
ナ
シ

の
産
地
は
北
海
道
を
除
い
て
全
国
ど
の

地
域
に
も
栽
培
で
き
る
た
め
、
そ
の
産

地
も
南
か
ら
北
ま
で
幅
広
く
あ
る
が
、

多
摩
川
ナ
シ
は
味
の
点
で
は
一
番
で
、

神
田
市
場
な
ど
で
も
た
い
へ
ん
高
値
で

売
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
土
が
沖
積
層

に
よ
る
砂
質
土
で
水
は
け
が
よ
く
、
し

か
も
水
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
原
因
し

て
い
る
。
日
照
り
が
続
く
と
ナ
シ
園
に

水
を
流
し
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

小
さ
な
用
水
路
が
無
数
に
あ
る
。」

　
「
栽
培
し
て
い
る
ナ
シ
の
種
類
は「
長

十
郎
」
が
全
国
の
八
〇
％
を
し
め
て
い

る
が
、
そ
の
他
日
本
に
在
る
全
品
種
の

も
の
を
作
っ
て
い
る
。
稲
城
町
で
作
ら

れ
た
品
種
が
三
種
も
あ
る
。
清
玉
（
せ

い
ぎ
ょ
く
）
加
弥
（
か
や
）
吉
野
で
あ

る
が
、
清
玉
は
長
十
郎
種
と
八
雲
種
と

の
交
媒
で
、
方
法
は
つ
ぎ
木
に
よ
る
も

の
だ
が
（
中
略
）
た
い
へ
ん
な
手
数
の

か
か
る
も
の
で
あ
る
。
加
弥
ナ
シ
は
加

藤
清
三
氏
の
加
弥
園
で
、
吉
野
ナ
シ
は

原
田
正
治
氏
の
梨
園
で
そ
れ
ぞ
れ
で
き

た
も
の
で
あ
る
。」

　
「
二
十
世
紀
も
（
中
略
）
熟
期
と
い
え

ば
大
体
九
月
十
五
日
か
ら
廿
日
（
中

略
）。稲
城
町
で
も
南
武
線
の
北
側
の
東

長
沼
が
一
番
早
く
、
山
す
そ
が
次
で
、

川
に
面
し
た
押
立
（
お
し
た
て
）
が
一

番
お
そ
い
。

　

販
売
方
法
は
、
東
京
、
立
川
、
八
王

子
の
市
場
で
、
そ
の
範
囲
は
広
い
が
、

今
後
は
客
を
稲
城
に
呼
び
寄
せ
て
「
も

ぎ
取
り
」
を
専
門
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。」

　

翌
日
の
記
事
は
「
上
流
へ
移
る
ナ
シ

畑
」。
こ
の
辺
の
ナ
シ
畑
の
始
ま
り
は

「
明
治
の
多
摩
川
の
大
洪
水
後
」で
、「
最

初
の
本
場
は
明
治
四
十
年
に
川
崎
市
の

ナ
シ
作
り
の
名
人
当
麻
長
次
郎
が
六
郷

川
の
大
師
河
原
で
作
っ
た
品
種
が
「
長

十
郎
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と

始
ま
り
、

「
川
崎
市
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、土
地

が
住ま

ま
宅
化
す
る
上
に
、
長
い
間
ナ
シ
作

り
を
し
た
土
地
は
生
産
が
悪
く
な
る
の

で
、
果
樹
の
中
心
は
次
第
に
上
流
の
こ

の
地
に
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
水
は

け
の
良
い
桑
畑
は
モ
モ
畑
に
、
水
田
は

ナ
シ
畑
に
な
り
、
昭
和
八
年
ご
ろ
に
は

全
耕
地
の
七
割
は
果
樹
園
に
な
っ
た
」

な
ど
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
「
江
戸
名
所
図
会
」
六

巻
（
３
５
７
ｐ
）
の
挿
絵
「
梨な
し

園そ
の

」
に

眼
を
戻
そ
う
。「
真
間
よ
り
八
幡
へ
行
く

道
の
間
に
あ
り
。
二き
さ

月ら
ぎ

の
花
盛
り
は
雪

を
欺
く
に
似
た
り
。
李
太
白
の
詩
に
、

「
李
花
白
雪
香
ば
し
」と
賦
し
た
る
も
諾う
べ

な
り
か
し
。」と
あ
る
。
こ
の
絵
を
見
て

思
わ
ず
「
梨
の
花
っ
て
二
月
に
咲
く
の

か
…
、
も
ち
ろ
ん
旧
暦
、
今
の
３
月
末
、

い
う
な
ら
ば
「
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
と
同

時
期
の
開
花
だ
っ
た
ろ
う
が
、
現
在
と

し
て
は
こ
の
「
二
月
」
は
少
し
早
い
よ

う
な
気
が
す
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
『
遊
歴
雑

記
』
の
作
者
敬
順
が
述
べ
た
よ
う
に
、

梨
棚
は
ま
こ
と
に
す
が
す
が
し
く
清
潔

で
あ
る
。
遠
く
の
籠
に
梨
を
満
載
し
て

運
ぶ
男
も
、
そ
の
籠
の
中
の
梨
も
、
手

前
の
親
子
の
前
の
梨
の
実
も
大
き
く
て

見
事
で
あ
る
。
高
下
駄
を
履
い
て
作
業

す
る
女
性
は
煙
管
を
咥
え
た
男
の
妻
な

の
で
あ
ろ
う
。
跡
取
り
坊
主
も
健
康
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
十
二
分
な
裕
福
さ
を

描
い
た
雪
旦
の
筆
も
ま
た
清
潔
な
空
間

を
形
成
さ
せ
て
い
る
。

　

…
東
名
高
速
道
工
事
着
手
の
前
の
緊

急
発
掘
の
た
め
に
、
何
度
も
南
武
線
宿

河
原
駅
で
下
車
し
て
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

栽
培
の
温
室
の
間
を
縫
っ
て
丘
陵
の
頂

上
へ
急
い
だ
。

　

あ
の
辺
の
関
東
ロ
ー
ム
層
の
表
土
の

上
に
は
石
鏃
が
点
在
し
た
。
…
表
土
１

メ
ー
ト
ル
の
堆
積
に
１
万
年
か
か
っ
た

計
算
だ
と
聞
か
さ
れ
て
、
富
士
の
姿
を

正
面
に
し
ば
し
茫
然
と
し
た
こ
と
が
記

憶
に
残
る
。

　

こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
の
地
誌
と
昭
和

戦
後
の
「
南
多
摩
郡
」
の
地
誌
の
一
端

を
比
べ
読
み
の
形
で
紹
介
し
て
き
た

が
、
こ
の
53
年
間
を
隔
て
た
稲
城
市
の

現
況
の
見
学
を
志
し
た
が
老
弱
の
身
に

は
大
仕
事
と
な
っ
て
容
易
に
果
た
せ
ず

に
い
る
。

 

（
鈴
木
理
生
）


