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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
小
坂
で
す
。
本
日
は
「
武

蔵
野
台
地
南
部
の
水
車
の
用
途
の
変
遷
」
と
題
し
、
在

来
の
水
車
に
関
す
る
報
告
を
し
ま
す
。

■�

水
車
と
は

ま
ず
水
車
の
定
義
か
ら
入
り
ま
す
。
水
車
と
は
何
か

と
い
う
と
、
水
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
込
ん
で
機

械
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
回
転
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る

の
が
水
車
で
、
広
い
意
味
で
原
動
機
と
言
え
ま
す
。

水
車
の
分
類
を
回
転
で
分
け
ま
す
と
、
縦
型
と
横
型

が
あ
り
ま
す
。
横
型
水
車
は
、
水
を
受
け
る
と
こ
ろ
が

水
平
に
な
っ
て
い
ま
す
。
在
来
型
の
水
車
の
起
源
に
は

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
紀
元
前
１
世
紀
に
小
ア
ジ
ア
、
ト

ル
コ
周
辺
で
造
ら
れ
、１
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
り
、

も
う
１
つ
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
、
朝
鮮
か
ら

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
日
本
に
残
っ

て
い
る
水
車
は
縦
型
で
す
が
、
一
番
早
く
造
ら
れ
た
の

は
横
型
の
水
車
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

水
車
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
日
本
書
紀
で
は

６
１
０
年
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
、
高
句
麗
の
曇ど
ん

徴ち
ょ
うと

い
う
お
坊
さ
ん
が
、
墨
や
絵
の
具
、
紙
の
作
り
方
と
と

も
に
水
車
を
伝
え
た
と
あ
り
ま
す
。
多
分
、
横
型
の
水

車
も
入
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
発
展
し
な
か
っ

た
よ
う
で
、
古
い
横
型
水
車
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

次
に
水
車
の
分
類
を
用
途
で
分
け
ま
す
と
、
大
き
く

動
力
と
揚
水
に
分
け
ら
れ
ま
す
。杵
を
持
ち
上
げ
た
り
、

挽
き
臼
を
回
す
な
ど
の
作
業
を
行
う
の
が
動
力
水
車
で

す
。
揚
水
水
車
は
、水
車
の
先
に
バ
ケ
ッ
ト
を
付
け
て
、

水
車
の
回
転
と
と
も
に
水
を
汲
み
上
げ
ま
す
。
代
表
的

な
も
の
に
福
岡
県
朝
倉
市
の
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
三
連
水
車
が
あ
り
ま
す
。
水
路
か
ら
や
や
高
い
と
こ

ろ
に
あ
る
田
ん
ぼ
に
、
水
を
汲
み
上
げ
る
の
に
使
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
三
連
水
車
は
朝
倉
市
だ
け
に
見
ら
れ
る

水
車
で
す
。「
足
踏
み

水
車
」
も
水
路
か
ら
や

や
高
い
田
ん
ぼ
に
水
を

汲
み
上
げ
る
道
具
で
す

が
、
人
の
力
で
回
す
の

で
、「
踏
み
車
」
が
正

し
い
か
と
思
い
ま
す
。

動
力
水
車
で
ど
の
よ

う
な
仕
事
を
し
た
の
か

を
見
ま
す
と
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
使
わ
れ

方
が
異
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
水
車
と
暮
ら
し
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。
水
車
の
主
な
作
業
は
、
米
搗
き
と
粉

挽
き
で
す
。
ま
た
、
藁
打
ち
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
東

北
地
方
や
長
野
県
な
ど
で
は
、
草
履
や
正
月
用
の
注し

連め

縄な
わ

な
ど
の
藁
仕
事
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
水
車
で
藁

打
ち
を
し
て
い
ま
す
。
搗
き
臼
の
代
わ
り
に
平
た
い
石

を
置
い
て
、藁
に
水
分
を
含
ま
せ
て
回
し
な
が
ら
打
ち
、

軟
ら
か
く
し
て
い
ま
す
。

群
馬
県
に
は
コ
ン
ニ
ャ
ク
製
粉
の
水
車
が
あ
り
ま
し

た
。
３
年
も
の
の
コ
ン
ニ
ャ
ク
イ
モ
を
薄
く
ス
ラ
イ
ス

し
、乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
水
車
で
搗
い
て
粉
に
し
ま
す
。

ま
た
水
車
で
乾
燥
さ
せ
た
杉
の
葉
を
粉
に
し
て
、
そ
の

粉
で
線
香
を
作
り
ま
す
。
こ
の
線
香
水
車
は
栃
木
県
日

光
市
今
市
や
、
茨
城
県
石
岡
市
、
徳
島
県
阿
南
市
、
福

岡
県
八
女
地
方
な
ど
、
数
カ
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。

水
車
の
利
用
形
態
を
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す

平
成
24
年
度
土
地
改
良
建
設
協
会
研
修
会

農
村
に
お
け
る
水
車
の
果
た
し
た
役
割
と
今
後
の
展
開

水
土
文
化
研
究
会
（
第
10
回
）
講
演

	

産
業
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写真―１　朝倉三連水車
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と
、
油
絞
り
の
水
車
が
あ
り
ま
す
。
菜
種
や
綿
の
実
を

炒
っ
て
冷
ま
し
、
菜
種
は
搗
き
臼
で
、
綿
の
実
は
挽
き

臼
で
粉
に
し
ま
す
。
こ
の
作
業
を
水
車
で
行
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
蒸せ
い
ろ
う籠

で
蒸
し
て
袋
に
入
れ
、
据
え
木

に
掛
け
て
油
を
搾し
ぼ

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
製
材
が
あ

り
ま
す
。
岐
阜
県
の
天
竜
川
と
岡
山
県
美
作
市
で
は
、

帯
状
の
長
い
の
こ
ぎ
り
を
水
車
で
回
転
さ
せ
製
材
し
て

い
ま
す
。
山
梨
県
上
野
原
市
で
は
丸
の
こ
を
使
っ
て
い

ま
し
た
。
用
途
で
は
、こ
の
ほ
か
に
製
茶
や
火
薬
製
造
、

寒
天
や
紙
を
作
る
の
に
使
わ
れ
た
り
、
焼
き
物
の
粘
土

を
粉
砕
し
た
り
、
上
薬
の
長
石
を
粉
に
し
た
り
す
る
な

ど
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
に
水

車
の
動
力
は
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
車
の
構
造
で
は
、
水
車
へ
の
水
の
掛
か
り
方
が
３

つ
あ
り
ま
す
。
山
な
ど
の
傾
斜
を
利
用
し
て
、
水
車
の

上
か
ら
水
を
掛
け
る
の
を
上
掛
け
と
い
い
、
こ
れ
が
一

番
効
率
が
良
い
の
で
す
。
し
か
し
、
武
蔵
野
台
地
は
平

坦
で
す
の
で
、
上
流
水
路
を
高
く
し
て
、
水
車
下
流
側

を
深
く
掘
っ
て
落
差
を
設
け
、
横
か
ら
水
を
掛
け
る
中

掛
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
下
掛
け
と
い
う
の
は
、
水
輪

の
両
側
の
板
が
な
く
て
パ
ド
ル
が
、
流
れ
て
く
る
水
を

直
接
受
け
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
武
蔵
野
台
地

に
は
下
掛
け
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

武
蔵
野
台
地
の
営
業
用
の
水
車
は
、
建
物
の
中
に
あ

り
、水
車
は
霧
除
け
板
な
ど
で
囲
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

水
輪
が
板
上
に
わ
ず
か
に
見
え
る
状
況
で
す
。
水
車
の

右
側
は
搗
き
臼
が
あ
り
、
杵
で
米
や
大
麦
を
搗
い
て
精

白
す
る
搗
き
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
反
対
の
左
側
は
挽

き
臼
が
あ
り
、
小
麦
を
挽
き
臼
で
粉
に
す
る
粉
場
に

な
っ
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
台
地
の
古
い
水
車
は
、
水
輪

を
境
に
し
て
搗
き
場
と
粉
場
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。

水
輪
は
一
般
的
に
水
車
と
言
わ
れ
、
水
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
受
け
て
回
る
と
こ
ろ
で
す
。
水
受
け
は
、「
く
」

の
字
の
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
水
受
け
３
枚

が
箱
に
な
り
何
組
み
か
の
箱
で
水
輪
を
形
づ
り
、
箱
を

支
え
る
自
転
車
の
ス
ポ
ー
ク
に
当
た
る
も
の
が
、「
く

も
で
」
に
な
り
ま
す
。

精
米
を
行
う
杵
と
搗
き
臼
（
写
真
︱
２
）
の
構
造
は
、

杵
に
は
羽
子
板
と
呼
ば
れ
る
出
っ
張
り
が
付
い
て
い

て
、
そ
れ
と
心
棒
に
あ
る
ナ
デ
棒
が
噛
み
合
っ
て
、
杵

を
持
ち
上
げ
ま
す
。
ナ
デ
棒
は
下
か
ら
上
へ
回
転
し
ま

す
の
で
、
あ
る
程
度
の
高
さ
ま
で
い
く
と
外
れ
、
杵
は

下
に
落
ち
て
、
搗

き
臼
の
中
の
玄
米

な
ど
を
搗
い
て
、

数
時
間
か
け
て
白

米
に
し
ま
す
。
水

車
の
心
棒
の
回
転

運
動
が
杵
の
上
下

運
動
、
重
力
を
利

用
し
た
落
下
運
動

に
よ
り
精
米
を
し

ま
す
。
杵
の
下
に
は
搗
き
臼
が
あ
っ
て
、
玄
米
な
ど
を

均
一
に
仕
上
げ
る
た
め
に
臼
の
中
に
輪
を
入
れ
て
、
杵

が
落
ち
る
と
臼
の
中
の
米
は
周
囲
か
ら
上
に
上
が
り
、

杵
が
持
ち
上
が
る
と
周
囲
か
ら
真
ん
中
へ
落
ち
る
よ
う

に
循
環
し
て
、
全
体
的
に
白
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

小
麦
な
ど
を
粉
に
す
る
挽
き
臼
（
写
真
︱
２
）
の
構

造
は
、
水
車
の
回
転
で
縦
に
回
る
歯
車
と
、
上
臼
の
周

り
の
横
に
回
る
歯
車
が
噛
み
合
っ
て
上
臼
が
回
り
ま

す
。
挽
き
臼
は
御
影
石
で
、
下
臼
が
固
定
さ
れ
、
上
臼

だ
け
が
回
り
ま
す
。
手
回
し
の
臼
と
同
じ
で
、
上
臼
の

上
の
ジ
ョ
ウ
ゴ
か
ら
小
麦
を
入
れ
て
、
挽
い
た
も
の
が

下
臼
の
周
囲
に
あ
る
桶
に
出
ま
す
。
臼
の
目
は
、
関
東

が
６
分
画
、
関
西
が
８
分
画
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
小

麦
は
外
側
の
皮
が
硬
い
の
で
、
皮
と
実
を
一
緒
に
す
り

つ
ぶ
し
、
そ
れ
を
篩ふ
る
いに
掛
け
て
、
粉
だ
け
取
り
出
し
ま

す
。
こ
の
篩
も
水
車
で
動
か
し
ま
し
た
。

■�

武
蔵
野
台
地
南
部
の
水
車
の
用
途

武
蔵
野
台
地
の
南
部
と
は
、
東
京
都
の
立
川
市
、
三

鷹
市
、
小
金
井
市
の
地
域
に
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の

こ
の
地
域
の
水
車
の
始
ま
り
は
、『
品
川
用
水
沿
革
史
』

に
よ
る
と
元
禄
10
年
（
１
６
９
７
）
に
三
鷹
市
内
の
品

川
用
水
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
今
の
三
鷹
市
役
所
の
裏
に

当
た
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
江
戸
麹
町
９
丁
目
の
粉
屋
久

平
衛
が
資
金
を
出
し
て
、
水
車
を
造
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
地
域
の
小
麦
を
現
地
で
粉
に
し
て
、
そ
れ
を
甲
州
街

道
で
江
戸
に
運
ん
で
販
売
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

写真―２　杵と搗き臼（右）と挽き臼（左）
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こ
れ
は
幕
府
の
許
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

す
ぐ
に
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

天
明
８
年
（
１
７
８
８
）
に
、
玉
川
上
水
の
分
水
に

あ
っ
た
水
車
の
調
査
が
行
わ
れ
て
、
休
止
中
も
含
め
約

33
台
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
で
最
古
の
水
車
は
下
小
金

井
村
の
水
車
で
、
宝
暦
11
年
（
１
７
６
１
）
に
造
ら
れ

ま
し
た
。
水
車
の
建
設
に
は
近
隣
の
了
解
が
必
要
で
、

そ
の
後
代
官
所
や
鷹
場
役
所
な
ど
の
許
可
を
取
り
ま
し

た
。
設
置
者
は
、財
力
が
な
い
と
建
設
で
き
な
い
の
で
、

村
役
人
な
ど
の
豪
農
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

武
蔵
野
台
地
で
水
車
が
増
え
た
の
は
安
永
３
年
（
１

７
７
４
）
頃
か
ら
で
、
15
年
間
に
25
台
も
増
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
水
車
で
挽
い
た
粉
を
江
戸
に
出
荷
す
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
、
経
営
は
そ
の
後
も
順
調
で
、
文

政
２
年
（
１
８
１
９
）
５
月
に
は
、
武
蔵
野
の
水
車
営

業
人
は
青
梅
街
道
沿
い
の
中
野
、
淀
橋
、
新
宿
な
ど
の

米
穀
問
屋
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
ほ
ど
、
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
は
、
当
時
の
水
車
営
業
人
は

農
民
か
ら
小
麦
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
粉
に
し
て
江
戸
に

出
荷
し
、主
に
う
ど
ん
や
菓
子
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
問
屋
側
は
、
申
し
合
せ
て
粉
の
買
入
価

格
を
引
き
下
げ
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
水
車
営
業
人
は

も
う
け
が
少
な
く
な
り
、
粉
の
売
止
め
を
し
て
対
抗
し

ま
し
た
。
粉
の
売
止
め
に
署
名
し
た
水
車
営
業
人
は
35

人
で
、
粉
の
売
止
め
に
参
加
し
な
か
っ
た
地
元
農
家
を

対
象
に
し
た
水
車
も
約
20
台
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
粉
の

売
止
め
は
、
問
屋
側
が
水
車
に
譲
歩
す
る
形
で
終
わ
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
、
武
蔵
野
台
地
の
水
車
は
江
戸
の
米
穀
問

屋
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
、
安
政
３
年
（
１
８
５
６
）

に
は
、
米
穀
問
屋
に
訴
え
ら
れ
た
水
車
営
業
人
、
野
中

新
田
の
仲
右
衛
門
と
砂
川
村
の
七
郎
右
衛
門
を
、
水
車

営
業
人
61
人
が
支
援
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
水
車
営
業

人
は
小
麦
粉
や
蕎
麦
粉
を
直
接
江
戸
の
蕎
麦
屋
や
菓
子

屋
、
粉
屋
、
雑
穀
商
へ
売
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
米
穀
問
屋
は
、
粉
も
穀
類
に
入
る
の
で
問
屋
を
通

す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
問
屋
を
通
す

と
も
う
け
が
少
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
水
車
営
業
人
は

粉
の
直
接
売
り
を
認
め
る
よ
う
、
奉
行
所
に
嘆
願
書
を

出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
12
月
に
①
粉
は
自
由
に

取
引
し
て
よ
い
。
②
雑
穀
は
問
屋
を
通
す
。
と
い
う
従

来
の
取
り
決
め
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と

し
て
、
翌
年
に
は
玉
川
上
水
南
北
水
車
稼
仲
間
が
結
成

さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
は
、
水
車
は
地

元
の
農
家
の
賃
搗
き
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
江
戸

市
中
へ
粉
を
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。

次
は
製
糸
、
糸
揚
げ
の
水
車
に
な
り
ま
す
。
横
浜
が

開
港
し
た
の
は
安
政
６
年
（
１
８
５
９
）
で
す
。
開
港

後
、
お
茶
や
雑
貨
、
銀
、
銅
な
ど
輸
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

昭
和
戦
前
期
ま
で
１
位
を
占
め
て
き
た
の
は
生
糸
で

す
。
生
糸
は
、
開
港
後
に
一
挙
に
輸
出
の
花
形
と
な
り

ま
し
た
が
、
品
質
が
良
く
な
か
っ
た
の
で
明
治
政
府
は

富
岡
製
糸
場
な
ど
に
海
外
の
最
先
端
技
術
を
導
入
し
、

そ
の
影
響
を
受
け
た
機
械
製
糸
工
場
が
各
地
に
造
ら
れ

ま
す
。

一
方
、
従
来
か
ら
の
座
繰
り
糸
生
産
者
も
組
合
を
つ

く
っ
て
、
独
自
の
出
荷
を
始
め
ま
す
。
座
繰
り
糸
は
や

や
太
め
で
ア
メ
リ
カ
の
織
物
に
適
し
て
い
た
の
で
明
治

10
年
代
半
ば
か
ら
多
く
輸
出
さ
れ
ま
す
。
生
糸
は
、
繭

か
ら
糸
を
た
く
り
な
が
ら
糸
枠
に
巻
き
取
り
ま
す
が
、

細
い
の
で
何
本
か
撚
り
合
わ
せ
て
絹
糸
に
し
ま
す
。
繭

か
ら
糸
を
取
り
、糸
を
撚
る
の
に
水
車
を
使
い
ま
し
た
。

精
米
・
製
粉
の
水
車
と
撚
糸
水
車
の
違
い
は
、
精
米
・

製
粉
の
水
車
は
水
受
け
が
深
く
、
男
性
的
で
力
強
い
。

こ
れ
に
対
し
て
撚
糸
水
車
は
、
撚ね
ん

糸し

八は
っ

丁ち
ょ
うな

ど
の
機
械

を
動
か
す
た
め
水
を
浅
く
し
た
の
で
、
女
性
的
で
軽
や

か
と
い
い
ま
す
。
立
川
市
の
北
部
で
は
、
撚
糸
水
車
が

造
ら
れ
た
の
は
明
治
35
年
（
１
９
０
２
）
頃
で
、
何
軒

か
の
農
家
が
共
同
で
所
有
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
比

べ
て
昭
島
市
の
拝
島
村
で
は
、弘
化
２
年
（
１
８
４
５
）

に
個
人
所
有
の
撚
糸
水
車
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治

40
年
（
１
９
０
７
）
頃
の
拝
島
の
水
車
で
は
、
道
の
下

に
木
の
箱
を
埋
め
て
、
工
場
に
動
力
を
伝
え
、
撚
糸
八

丁
を
２
、
３
台
動
か
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
は
長
野
県

岡
谷
の
製
糸
工
場
が
、
国
分
寺
駅
の
近
く
の
水
車
２
台

を
買
い
取
り
、
水
車
を
利
用
し
て
生
糸
を
取
り
、
直
接

横
浜
に
出
荷
し
た
よ
う
で
す
。
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次
に
、
明
治
時
代
の
精
米
・
製
粉
用
の
水
車
を
見
ま

す
と
、
明
治
時
代
も
、
武
蔵
野
台
地
南
部
の
水
車
は
東

京
に
小
麦
粉
な
ど
を
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
10
年

代
半
ば
の
小
金
井
市
の
課
税
記
録
に
よ
る
と
、
地
元
の

農
家
を
対
象
と
し
た
大
麦
な
ど
の
製
粉
を
行
う
水
車

（
水
車
賃
挽
）
の
売
上
高
は
２
８
８
円
と
低
く
、
逆
に

小
麦
を
買
い
集
め
、
そ
れ
を
水
車
で
粉
に
し
て
東
京
に

出
荷
す
る
水
車
（
麺
粉
製
造
）
の
ほ
う
が
２
２
６
０
円

と
は
る
か
に
大
き
な
利
益
を
上
げ
て
い
ま
す
。

し
か
し
明
治
40
年
（
１
９
０
６
）
を
境
に
、
蒸
気
機

関
に
よ
る
機
械
製
粉
が
発
展
し
た
り
、
質
の
良
い
小
麦

粉
が
輸
入
さ
れ
た
り
し
て
、
地
元
の
農
家
を
対
象
に
米

や
麦
の
精
白
や
製
粉
を
継
続
し
ま
す
が
、
大
正
時
代
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
新
し
い
試
み
を
始
め
ま
す
。

例
え
ば
水
車
に
よ
る
針
金
製
造
は
、
埼
玉
県
の
朝
霞

や
新
座
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
小
金
井
市
の
梶

野
橋
や
小
平
市
の
喜
平
橋
の
付
近
で
も
、
針
金
ロ
ー
ル

機
を
入
れ
て
水
車
で
針
金
を
作
っ
て
い
ま
す
。

新
小
金
井
駅
の
近
く
で
は
、
花
火
用
の
火
薬
製
造
を

し
て
い
ま
し
た
。
石
臼
で
砕
い
て
硝
石
を
作
っ
た
よ
う

で
、
石
臼
を
動
か
す
の
に
水
車
を
使
っ
て
い
ま
す
。

三
鷹
市
内
で
は
明
治
42
年
に
組
み
紐
機
１
０
０
台
を

入
れ
て
、
水
車
で
組
み
紐
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
小
金

井
で
は
唐
辛
子
、
乾
燥
し
た
み
か
ん
の
皮
な
ど
原
料
を

水
車
で
搗
い
て
七
味
唐
辛
子
を
作
っ
て
い
ま
す
。

小
平
市
の
小
島
水
車
や
小
金
井
橋
の
島
崎
水
車
で
は

エ
ボ
ナ
イ
ト
な
ど
を
鉄
の
杵
で
搗
い
て
粉
に
し
て
、
再

利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
武

蔵
野
台
地
で
は
小
麦
粉
が
東
京
に
出
荷
で
き
な
く
な
っ

て
、
新
し
い
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
正
・
昭
和
時
代
の
水
車
を
見
ま
す
と
、
精
米
・
製

粉
の
水
車
で
は
、
例
え
ば
三
鷹
市
域
で
は
海
老
沢
水
車

に
代
わ
り
、
大
正
10
年
（
１
９
２
１
）
に
押
し
麦
機
、

大
正
13
年
に
精
米
機
を
入
れ
て
い
ま
す
。
峯
岸
水
車
で

は
大
正
11
年
に
押
し
麦
機
、
昭
和
４
年
（
１
９
２
９
）

に
籾
摺
り
機
を
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
機
械
は
、

水
車
の
回
転
を
ベ
ル
ト
と
プ
ー
リ
ー
を
使
っ
て
、
回
転

数
を
上
げ
て
使
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
押
し
麦
機
の
導

入
に
よ
っ
て
押
し
麦
を
食
べ
る
人
が
増
え
、
地
域
の
食

生
活
が
変
化
し
て
い
ま
す
。

立
川
市
の
砂
川
村
に
は
、
明
治
30
年
代
半
ば
に
生
糸

揚
げ
返
し
の
共
有
水
車
が
造
ら
れ
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ

て
大
正
の
初
め
に
は
５
台
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

農
家
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
造
り
、
維
持
管
理
も
行
い

ま
し
た
。
使
用
料
は
無
料
で
す
が
、
修
理
代
は
全
員
で

負
担
し
て
い
ま
す
。
個
人
営
業
の
場
合
と
違
っ
て
、
水

輪
は
外
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
製
粉
会
社
に
よ
る
機
械
製
粉
の
出
現
で
、
そ

の
用
途
が
変
化
し
ま
し
た
が
、
大
正
時
代
に
は
さ
ら
に

多
様
化
し
ま
す
。
小
平
の
小
島
水
車
で
は
漢
方
薬
の
原

料
を
搗
い
た
り
、
発
電
を
し
た
り
、
廻
り
田
新
田
の
水

車
で
は
カ
レ
ー
の
原
料
を
作
り
、
砂
川
７
番
の
水
車
で

は
、
鉱
物
の
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
を
粉
に
し
て
ク
レ
ン
ザ
ー

の
代
わ
り
に
し
て
い
ま
す
。
砂
川
６
番
の
水
車
で
は
、

う
ど
ん
製
造
を
し
て
い
ま
し
た
。
う
ど
ん
製
造
に
は
、

こ
ね
る
、
延
ば
す
、
切
る
の
工
程
が
あ
り
、
こ
ね
器
は

樽
を
横
に
し
た
形
中
に
鉄
の
シ
ャ
フ
ト
が
あ
っ
て
、
こ

れ
を
水
車
の
動
力
で
回
し
て
こ
ね
ま
す
。
こ
ね
た
も
の

を
製
麺
機
で
帯
状
に
伸
ば
し
、
そ
れ
を
切
断
機
で
切
り

ま
す
。
切
断
機
の
先
端
に
取
り
付
け
た
歯
は
交
換
で
き

て
、
歯
の
大
き
さ
で
、
う
ど
ん
、
冷
麦
、
そ
う
め
ん
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。水
車
の
主
な
用
途
は
穀
類
の
精
白
・

製
粉
で
、
小
金
井
市
で
は
12
台
中
６
台
が
精
米
・
製
粉

用
の
水
車
で
し
た
。

■�

峯
岸
水
車
に
み
る
精
米
･
製
粉
の
変
遷

精
米
・
製
粉
水
車
の
仕
事
量
の
変
遷
を
三
鷹
市
の
峯

岸
水
車
の
事
例
で
見
て
い
き
ま
す
。
昭
和
８
年
の
利
用

者
・
売
り
上
げ
を
み
ま
す
と
、
特
に
府
中
市
か
ら
の
お

客
が
全
体
の
60
％
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
峯
岸

水
車
が
三
鷹
市
で
も
府
中
市
と
の
境
に
近
く
、
ま
た
水

車
が
あ
る
大
沢
地
区
に
は
、
ほ
か
に
水
車
が
４
台
営
業

し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ま
す
。

扱
い
穀
物
で
一
番
多
い
の
は
大
麦
で
、
１
年
間
で
約

１
１
５
石
を
精
白
し
ま
し
た
。当
時
の
主
食
は
麦
飯
で
、

割
り
麦
に
し
た
大
麦
と
米
を
７
対
３
で
炊
き
ま
し
た
。

こ
の
割
り
麦
は
水
車
を
利
用
し
た
挽
割
臼
で
作
っ
て
い

ま
す
。
大
正
11
年
に
は
押
し
麦
機
が
導
入
さ
れ
、
徐
々

に
押
し
麦
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
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時
期
を
表
し
て
い
ま
す
。

月
別
の
水
車
の
稼
動
状
況
を
見
ま
す
と
、
大
麦
の
精

白
が
２
月
、
３
月
に
多
い
の
は
、
農
繁
期
を
前
に
食
料

の
準
備
を
し
て
お
く
た
め
で
、
10
、
11
月
に
多
い
の
は

蓄
え
が
な
く
な
る
時
期
と
同
時
に
収
穫
で
き
る
時
期

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
小
麦
も
同
様
に
冬
に
農
繁
期
の
準

備
を
し
ま
す
。
７
月
は
小
麦
が
収
穫
で
き
、
８
月
１
日

の
お
盆
（
多
摩
地
区
一
体
の
７
月
31
日
か
ら
８
月
２
日

の
お
盆
。
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
半
月
遅
れ

の
お
盆
）
に
は
小
麦
粉
で
作
っ
た
う
ど
ん
を
食
べ
る
習

慣
が
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
８
年
に
は
糯
米
約
23
石
、
糯
粟
約
５
石
、
黍
も

精
白
し
て
い
ま
す
。
粟
は
大
麦
、
米
な
ど
と
一
緒
に
主

食
に
し
、
糯
粟
や
黍
は
餅
に
し
ま
し
た
。
正
月
と
３
月

に
は
餅
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
、
農
作
業
や
年
中
行
事

と
水
車
の
仕
事
量
は
、
深
く
関
係
し
て
い
ま
し
た
。

昭
和
18
年
に
は
、
利
用
件
数
が
89
軒
か
ら
53
軒
に
約

40
％
減
少
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
府
中
市
と
調
布
市
に
調

布
飛
行
場
が
造
ら
れ
、
農
地
が
減
少
し
た
か
ら
で
す
。

同
時
に
東
京
か
ら
三
鷹
市
な
ど
へ
軍
需
関
係
の
工
場
が

次
々
に
移
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
結
果
会
社
員
が
増
え
、

昭
和
15
年
に
は
町
制
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
田
畑
は
工
場

に
な
り
、
昭
和
恐
慌
で
農
産
物
の
値
段
が
暴
落
し
た
結

果
、
野
菜
を
中
心
と
す
る
大
都
市
近
郊
農
業
へ
と
変
化

し
始
め
ま
す
。

日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
食
料
増
産
が
求
め
ら
れ
ま

し
た
が
、
男
性
は
兵
隊
に
取
ら
れ
た
の
で
、
労
働
力
の

不
足
を
補
う
た
め
電
力
に
よ
る
精
米
や
製
粉
な
ど
の
共

同
作
業
場
を
つ
く
り
ま
す
。
水
車
に
厳
し
い
時
代
に
な

り
ま
し
た
。
峯
岸
水
車
の
取
り
扱
う
穀
物
の
量
も
、
昭

和
18
年
は
少
な
く
な
り
、
特
に
大
麦
は
、
昭
和
８
年
の

４
分
の
１
弱
の
47
石
に
減
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
取

り
扱
う
穀
物
は
大
麦
が
一
番
多
く
、
次
に
米
、
小
麦
の

順
で
す
。
押
し
麦
と
米
が
約
１
対
１
で
炊
き
ま
し
た
の

で
、
米
も
多
く
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
10
年
間
で

農
家
の
主
食
も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

水
車
は
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
減
り
始
め
、
完
全
に

止
ま
る
の
は
昭
和
40
年
頃
で
す
。
こ
の
原
因
は
、
１
つ

は
大
正
13
年
（
１
９
２
４
）
に
甲
州
街
道
沿
い
に
立
川

ま
で
京
王
電
気
軌
道
に
よ
っ
て
電
力
線
が
敷
か
れ
、
電

力
を
利
用
し
た
精
米
・
製
粉
所
が
出
来
た
こ
と
で
す
。

２
つ
目
は
、
大
正
末
期
に
は
石
油
発
動
機
な
ど
を
利
用

し
て
精
米
・
製
粉
を
営
む
人
が
出
て
き
ま
し
た
。
３
つ

目
と
し
て
淀
橋
浄
水
場
を
利
用
し
た
近
代
水
道
が
で
き

て
、
玉
川
上
水
の
水
量
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
４
つ

目
と
し
て
、
昭
和
15
年
頃
に
米
穀
が
統
制
さ
れ
原
料
の

確
保
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
理
由
で
、

水
車
が
減
り
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
、
電
力
の
導
入
に
よ
っ
て
水
車
は
消
え

て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
水
車
は
重
要
な
生
産
手
段

と
し
て
、
あ
る
時
代
の
人
々
と
社
会
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
。

■�

峯
岸
水
車
の
現
状
と
今
後

明
治
30
年
に
は
、
東
京
都
に
７
１
０
台
の
水
車
が
あ

り
ま
し
た
。
現
在
、
動
い
て
い
た
当
時
の
姿
を
残
し
て

い
る
の
は
、
峯
岸
水
車
だ
け
で
す
。
峯
岸
水
車
は
文
化

５
年
（
１
８
０
８
）
頃
に
建
て
ら
れ
、
約
１
６
０
年
間

動
い
て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
43
年
に
、
野
川
の
洪
水
防

止
の
た
め
の
河
川
改
修
で
水
を
取
入
れ
が
で
き
な
く

な
っ
て
休
止
し
ま
す
。
峯
岸
水
車
に
は
杵
と
搗
き
臼
が

14
個
、
挽
き
臼
が
２
個
、
や
っ
こ
篩
と
呼
ば
れ
る
底
面

篩
が
あ
り
、
水
車
で
動
か
し
ま
し
た
。
動
力
の
伝
達
に

は
寄
せ
歯
歯
車
が
使
わ
れ
、
増
減
速
や
方
向
転
換
を

担
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
い
時
代
か
ら
の
技
術
で

す
。
一
方
、
製
粉
機
や
精
米
機
、
精
穀
機
な
ど
の
近
代

図―１　峯岸水車の状況
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的
な
機
械
も
残
っ
て
い
ま
す
。

平
成
６
年
に
、
水
車
・
母
屋
が
峯
岸
清
氏
か
ら
三
鷹

市
に
寄
贈
さ
れ
、母
屋
の
復
元
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

同
年
に
、
母
屋
が
三
鷹
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
成
10
年
は
、
東
京
都
か
ら
屋
敷
地
と
水
車
・

母
屋
、
水
車
関
係
記
録
も
含
め
て
一
体
と
し
て
、
有
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
す
。
三
鷹
市
で
も
保
存
・

活
用
の
機
運
が
高
ま
り
、
平
成
11
～
13
年
度
に
土
蔵
・

物
置
の
解
体
修
理
工
事
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
平
成
15

年
に
は
、
三
鷹
市
が
屋
敷
地
を
購
入
し
て
市
の
文
化
財

施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

水
車
の
水
輪
は
８
～
10
年
で
交
換
し
ま
す
が
、
昭
和

34
年
に
造
ら
れ
た
水
輪
は
老
朽
化
で
崩
落
寸
前
で
し

た
。
一
般
に
、
水
車
は
型
板
を
元
に
部
材
を
造
り
、
そ

れ
を
組
み
立
て
ま
す
。
で
す
か
ら
、
水
輪
が
な
く
な
れ

ば
、
そ
の
技
術
が
失
わ
れ
ま
す
。
平
成
18
年
に
は
、
水

車
大
工
は
既
に
い
ま
せ
ん
。
当
時
92
歳
の
旧
所
有
者
の

峯
岸
さ
ん
が
水
輪
の
交
換
を
数
回
見
て
お
り
峯
岸
さ
ん

が
お
元
気
な
う
ち
に
水
車
の
技
術
を
残
そ
う
と
、「
水

輪
を
つ
く
る
会
」
を
結
成
し
て
、
市
民
や
全
国
か
ら
寄

付
し
て
い
た
だ
き
、
部
材
を
製
作
し
ま
し
た
。

水
輪
に
は
水
を
受
け
る
板
が
42
枚
あ
っ
て
、
こ
の
板

は
３
枚
で
一
組
の
箱
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
箱
が
14

個
で
直
径
約
４
･
６
ｍ
の
水
輪
に
な
り
ま
す
。
ス
ポ
ー

ク
は
片
側
14
本
、
両
側
で
28
本
で
す
。
１
分
間
に
10
～

12
回
転
し
て
、
６
馬
力
位
の
出
力
が
あ
り
ま
し
た
。
製

作
は
、ま
ず
実
測
し
、

ベ
ニ
ヤ
板
の
上
に
実

物
大
の
水
輪
の
半
分

を
描
き
ま
す
。
こ
の

原
寸
図
を
元
に
型
板

を
造
り
ま
し
た
。
材

料
は
、
旧
所
有
者
が

製
材
し
て
お
い
た
樹

齢
約
２
０
０
年
の
赤

松
を
使
い
ま
し
た
。
型
板
を
元
に
墨
付
け
を
し
て
、
の

み
で
ほ
ぞ
穴
を
開
け
、
周
囲
を
の
こ
ぎ
り
で
切
り
、
最

後
に
ほ
ぞ
を
ほ
ぞ
穴
に
入
れ
て
組
み
立
て
て
、
14
個
の

箱
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
間
、
旧
所
有
者
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
市
制
60
年
を
記
念
し
て
、
水
輪
を
交
換
し
水
路
の

補
修
な
ど
を
行
い
、
庭
に
40
ｔ
の
貯
水
槽
を
埋
め
、
ポ

ン
プ
設
置
に
よ
る
水
の
循
環
方
式
で
水
輪
を
回
す
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

平
成
21
年
に
は
、
日
本
機
械
学
会
か
ら
札
幌
時
計
台

と
と
も
に
機
械
遺
産
と
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代

後
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
日
本
の
技
術
力
を
知

る
水
車
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
具
体

的
に
は
、
水
輪
、
杵
、
臼
な
ど
が
、
使
用
当
時
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
擦
り
減
れ
ば
補
充
し
て
い
く
木

工
技
術
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
当
時
の
製
作
資
料

や
歴
史
資
料
が
残
さ
れ
、
学
術
的
研
究
が
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
保
存
・
継
承
活
動
と
し
て
、
見
学
者
に
解
説
す

る
水
車
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

水
車
の
公
開
は
、
平
成
15
年
の
土
日
か
ら
始
ま
り
、

17
年
か
ら
は
週
６
日
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
公
開
を
支

え
て
い
る
の
が
水
車
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
平
成
16
年
に

は
東
京
都
知
事
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。メ
ン
バ
ー
は
、

現
在
約
60
人
が
登
録
し
、約
40
人
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
伝
統
的
な
水
車
を
造
る
技
術
者
が
極
め
て

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
水
車
が
動
く
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
、
以
前
の
木
の
技
術
が
よ
り
具
体
的
に

分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
、
水
車
本
来
の
動
き
で
あ
る
野
川
か
ら
の
取
水

が
実
現
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
水
車
で
調
整
さ
れ
る

米
や
小
麦
粉
は
、
熱
を
持
た
な
い
の
で
お
い
し
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。杵
や
挽
き
臼
を
動
か
す
市
民
を
育
て
、

水
車
で
精
米
し
た
お
米
で
お
に
ぎ
り
や
小
麦
で
う
ど
ん

を
作
り
、
訪
れ
る
人
た
ち
に
提
供
で
き
た
ら
と
思
い
ま

す
。
市
民
が
水
車
を
動
か
し
な
が
ら
保
存
が
進
め
ら
れ

る
の
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

写真―３　水輪の復元

本
講
演
要
旨
は
広
報
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

１
９
４
９
年
東
京
都
生
ま
れ
。
元
小
学
校
教
諭
。

産
業
考
古
学
会
水
車
と
臼
分
科
会
代
表
評
議
員
。

「
玉
川
上
水
と
分
水
」（
新
人
物
往
来
社
）、「
立
川

の
水
車
を
さ
ぐ
る
」（
立
川
市
教
育
委
員
会
）

小
こ

坂
さか

　克
かつ

信
のぶ


