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母
な
る
川
！ 

古
川
の
源
流
を
訪
ね
る
！ 

 

港
区
は
、
武
蔵
野
台
地
の
東
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。

青
山
台
地
・
赤
坂
台

地
・
麻
布
台
地
・
飯

倉
台
地
・
白
金
台
地

及
び
高
輪
台
地
が
あ

る
一
方
で
、
台
地
と

台
地
の
間
に
谷
地
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、「
坂
」
が
多
い
の

で
す
。
そ
の
谷
地
に

流
れ
る
の
が
「
川
」

で
す
。 

 

港
区
に
も
、
こ
ん
な
に
「
川
」
が
あ
り
ま
し
た 

港
区
に
は
、
川
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。「
古
川
」
を

筆
頭
に
「
汐
留
川
」
・
「
桜
川
」
・
「
宇
田
川
」
・
「
入
間
川
」

及
び
「
笄
川
」
等
で
す
。
で
も
、
現
在
は
、
埋
め
立
て
ら

れ
て
し
ま
っ
た
川
が
あ
る
中
で
、
古
川
の
み
が
地
表
か
ら

見
ら
れ
ま
す
。 

古
川
は
、
二
里
半
（
概
ね
１
０
キ
ロ
）
の
長
さ
を
持
つ

川
で
す
。
し
か
も
、
港
区
と
渋
谷
区
・
新
宿
区
の
３
区
に

わ
た
り
流
れ
て
い
ま
す
。
水
源
は
、
新
宿
御
苑
で
、
か
つ

て
高
遠
藩
内
藤
家
の
屋
敷
地
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
原
宿

を
と
お
り
渋
谷
駅
近
く
に
達
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
東
に
向

き
を
変
え
ま
し
て
、
天
現
寺
に
向
か
い
ま
す
。
こ
こ
で
暗

渠
で
あ
り
ま
す
「
笄
川
」
と
合
流
し
ま
す
。
水
路
は
、
さ

ら
に
「
狸
橋
」「
五
の
橋
」「
四
の
橋
」「
新
古
川
橋
」「
古
川
橋
」

と
続
き
、
北
へ
向
き
を
か
え
て
、「
三
の
橋
」「
二
の
橋
」「
一
の

橋
」
と
流
れ
て
い
き
ま
す
。
一
の
橋
か
ら
は
、
進
路
を
東
に
取

り
「
新
堀
橋
」
「
中
の
橋
」
「
赤
羽
橋
」
「
芝
園
橋
」
「
将
監
橋
」

「
金
杉
橋
」
と
通
過
し
て
、
江
戸
湾
へ
と
注
ぎ
ま
す
。 

 

ひ
と
つ
の
川
に
こ
ん
な
に
多
く
の
名
前
が 

「
古
川
」
は
、
通
過
す
る
地
域
ご
と
に
川
の
名
前
が
あ
り
ま

す
。
天
現
寺
か
ら
新
宿
御
苑
あ
た
り
が
「
渋
谷
川
」
と
い
わ
れ

て
ま
す
。 

天
現
寺
か
ら
一
の
橋
あ
た
り
が
「
新
堀
川
」、
残
り
が
「
金
杉

川
」
と
い
う
名
称
で
地
域
の
人
々
か
ら
親
し
み
を
こ
め
て
名
付

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

「
金
杉
橋
」
は
、
江
戸
湾
か
ら
の
最
初
の
橋
で
、
東
海
道
の

南
北
を
つ
な
げ
る
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
江
戸

時
代
、
大
勢
の
方
々
が
渡
っ
て
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
此
の
そ

ば
に
は
、
江
戸
庶
民
の
娯
楽
で
し
た
歌
舞
伎
公
演
場
所
と
し
て

の
「
河
原
崎
座
」
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
公
演
期
間
は
、
明

治
七
年
か
ら
一
八
年
と
い
う
短
期
間
で
し
た
。 

 

「
赤
羽
橋
」

は
、
増
上
寺
の

西
側
で
、
近
く

に
は
「
赤
羽
接

遇
所
」
や
「
久

留
米
藩
有
馬
屋

敷
」
を
抱
え
た

地
域
。
荷
揚
げ

地
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、「
河
岸
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の
橋

は
、
地
域
住
民
の
物
流
地
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
痕
跡
と
し
て
、
橋
の
近
く
に
「
馬
頭
観
音
」

の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。 

「
一
の
橋
」
は
、
麻
布
十
番
の
要
衝
の
地
に
あ
り
ま
す
橋
で

す
。「
大
江
戸
線
」「
南
北
線
」
が
交
差
す
る
場
所
。
か
つ
て
は
、

「
馬
場
」
が
あ
り
、
馬
の
売
買
や
、
武
士
の
乗
馬
訓
練
等
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
の
馬
場
は
、
享
保
年

間
に
、
西
応
寺
付
近
に
あ
り
ま
し
た
の
が
移
転
し
て
き
た
の
で

す
。
理
由
は
ひ
と
つ
。
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
養
女
・
竹
姫
が

お
輿
入
れ
す
る
際
に
「
建
物
」
の
建
設
地
と
し
て
利
用
す
る
た

め
で
し
た
。 

な
お
、「
一
の
橋
」
の
東
側
に
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

橋
の
由
来
が
書
か
れ
て
ま
す
。『
一
之
橋
は
、
元
禄
十
二
年
（
一

六
九
九
）
八
月
始
め
に
架
け
ら
れ
命
名
。（
略
）‐

―
―

一
之
橋

は
十
番
商
店
街
を
控
え
、
古
く
か
ら
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。

今
日
も
都
心
南
部
で
の
著
名
な
橋
の
一
つ
で
あ
る
』
と
。 

一
の
橋
か
ら
麻
布
十
番
に
入
り
、
著
名
な
「
善
福
寺
」
に
お

参
り
し
た
り
、
映
画
を
楽
し
ん
だ
り
、
十
番
倶
楽
部
で
落
語
等

を
楽
し
ん
だ
り
と
、
楽
し
い
日
々
を
過
ご
し
た
と
お
年
寄
り
か

ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
四
の
橋
」
は
、
高
輪
方
面
か
ら
麻
布
に
来
る
人
は
、
こ
の

橋
を
渡
っ
た
そ
う
で
す
。
麻
布
側
に
は
、
江
戸
幕
府
に
な
っ
て

寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
幕
府
の
「
薬
草
栽
培
所
」
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
橋
は
「
御
薬
園
橋
」
と
言
わ

れ
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
御
薬
園
は
五
代
将
軍
・
徳

川
綱
吉
の
別
荘
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
御

薬
園
は
、
文
京
区
の
方
に
移
転
し
ま
し
た
。 

元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
別
荘
地
の
建
設
に
あ
た
り
、

古
川
の
改
修
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、「
一
之
橋
」
か

ら
四
番
目
な
の
で
、
橋
の
名
前
を
「
四
之
橋
」
と
し
た
そ
う
で

す
。 

 

ま
た
、
こ
の
橋
の
西
北
に
「
土
浦
藩
主
・
相
模
守
」
の
下
屋

敷
が
あ
り
ま
し
た
の
で
「
相
模
橋
」
と
言
わ
れ
た
時
期
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。 

「
天
現
寺
橋
」
は
、
港
区
と
渋
谷
区
の
区
境
で
す
。
古
川
に

は
、
外
苑
西
通
り
に
流
れ
て
い
た
「
笄
川
」
が
こ
こ
に
流
れ
込

ん
で
お
り
ま
す
。
今
は
、
暗
渠
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
見

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

様
々
な
地
域
を
流
れ
な
が
ら
、
江
戸
湾
に
注
が
れ
て
お
り
ま

す
「
古
川
」
。
地
域
の
人
々
に
古
く
か
ら
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
て
き

た
こ
の
川
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

（
清
田
和
美
） 

 

区
内
あ
ち
ら
こ
ち
ら 

東

新

橋

あ
た
り 

貨
物
駅
だ
っ
た
汐
留
を
、カ
タ
カ
ナ
名
前
の
、「
シ
オ
サ
イ
ト
」

が
似
合
う
街
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
流
れ
は
、
線
路
を
挟
ん
だ

向
か
い
側
に
も
及
ん
で
い
る
。 

 

そ
こ
は
荷
物
の
取
り
扱
い
を
す
る
運
送
会
社
や
鉄
道
郵
便
局

が
仕
事
を
し
て
い
た
場
所
だ
っ
た
が
、
い
ま
そ
の
跡
地
に
は
馬

券
売
場
、
ホ
テ
ル
、
小
じ
ん
ま
り
で
個
性
的
だ
が
全
体
の
意
匠

が
揃
え
て
あ
る
の
だ
ろ
う
異
国
風
な
シ
ャ
レ
た
ビ
ル
が
建
ち
並

ん
で
い
る
。 

 

イ
タ
リ
ア
街
と
言
う
そ
う
だ
。 

 

店
先
に
テ
ー
ブ
ル
を
置
い
た
開
放
的
な
飲
食
店
な
ど
珍
ら
し

く
、
見
て
歩
き
に
は
も
っ
て
こ
い
だ
が
、
こ
の
一
劃
の
道
も
注

目
に
値
す
る
。 

 

レ
ン
ガ
色
の
石
を
１
０
セ
ン
チ
角
に
割
っ
て
波
形
に
敷
き
並

べ
た
車
道
と
、
わ
ざ
と
荒
削
り
に
仕
上
げ
た
長
方
形
の
石
を
組

み
合
わ
せ
て
あ
る
歩
道
な
の
だ
が
、
周
囲
の
壁
の
明
る
い
色
調

と
と
も
に
こ
の
街
の
景
色
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
。 

 

歩
く
と
デ
コ
ボ
コ
し
た
感
触
が
足
裏
に
当
っ
て
心
地
よ
い
。 

 

そ
も
そ
も
、
最
近
は
足
が
弱
り
、
転
ぶ
の
を
警
戒
し
て
下
を

向
い
て
歩
く
か
ら
、
見
逃
す
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
そ
の
か
わ

り
足
元
の
色
も
形
も
材
質
も
様
々
な
敷
石
が
描
き
出
す
模
様
の

面
白
さ
に
気
が
つ
い
て
儲
か
っ
た
気
分
で
あ
る
。 

 

イ
タ
リ
ア
街
で
は
雨
に
降
ら
れ
た
。
濡
れ
た
石
畳
が
一
際
鮮

や
か
に
引
き
立
っ
て
美
し
か
っ
た
。 

 

街
歩
き
は
愉
し
で
あ
る
。（
文
・
武
恒
雄 

写
真
・
井
上
繁
） 

 

第 11号 
平成２1年１０月 



第１１号       みなと 今・むかし新聞 

 

  

港
区
地
域
の
今
に
至
る
ま
で
の
歴
史 

―
 

遥
か
昔
こ
こ
は
海
の
底
だ
っ
た 

―
 

 

か
っ
て
港
区
は
東
京
湾
の
深
い
海
底
に
存
在
し
て
い
た
と
、

あ
る
学
者
の
本
に
記
さ
れ
て
い
た
の
を
、
偶
然
、
図
書
館
で
見

付
け
大
変
興
味
深
く
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
東
京
湾
か
ら

流
入
し
た
太
平
洋
の
海
水
が
、秩
父
山
塊
群
の
奥
に
ま
で
到
り
、

多
く
の
入
り
江
や
半
島
や
島
な
ど
を
形
成
し
て
、
関
東
地
方
は

鱶
や
鮫
の
よ
う
な
大
魚
が
自
由
に
遊
泳
す
る
海
だ
っ
た
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。今
、近
代
化
さ
れ
た
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
み
、

便
利
な
電
化
生
活
に
囲
ま
れ
、
昼
夜
を
取
り
違
え
た
ナ
イ
タ
ー

好
み
の
若
者
に
は
（
芝
区
、
麻
布
区
、
赤
坂
区
の
三
区
が
合
体

し
た
）港
区
が
昔
は
海
の
底
だ
っ
た
と
言
う
事
実
を
伝
え
る
と
、

誰
も
が
「
ウ
ッ
ソ
ー
」
と
言
っ
て
、
容
易
に
は
信
じ
ら
れ
な
い

の
も
当
然
、
今
昔
の
生
活
の
格
差
が
余
り
に
も
大
き
過
ぎ
て
、

若
者
に
は
到
底
理
解
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

で
も
有
り
難
い
こ
と
に
、関
東
地
方
各
地
の
歴
史
館
、博
物
館
、

文
化
資
料
館
な
ど
で
、
古
代
魚
の
化
石
の
展
示
物
や
貝
塚
跡
地

の
膨
大
な
貝
殻
の
生
活
遺
品
や
、
釣
り
船
、
釣
り
針
、
釣
り
糸

な
ど
の
漁
具
の
品
々
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
て
、
か
っ
て
の

東
京
が
海
だ
っ
た
事
実
を
、
い
と
も
簡
単
に
私
達
に
証
明
し
て

見
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
時
代
を
遡
り
今
よ
り
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
明
治
の
初

期
の
頃
の
事
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
東
京
湾
は
す
で
に
現
在
の

よ
う
な
形
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
芝
の
愛
宕
神
社
や
伊

皿
子
坂
の
頂
上
で
は
海
岸
に
打
ち
寄
せ
て
く
る
白
波
や
、
あ
ま

り
砂
量
の
豊
か
で
な
い
痩
せ
た
東
京
の
砂
浜
や
、
海
岸
線
を
蛇

行
し
て
西
に
向
か
う
東
海
道
の
松
並
木
が
眼
下
に
眺
め
ら
れ
、

天
気
の
良
い
日
に
は
、
木
の
間
隠
れ
に
、
あ
の
鉄
道
唱
歌
に
あ

る
房
総
半
島
が
紫
に
霞
ん
で
見
ら
れ
た
と
、
土
地
に
住
む
先
代

達
か
ら
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
古
川
が
東
京
湾
に
流
れ

込
む
河
口
、
今
の
金
杉
橋
付
近
は
、
海
と
川
の
入
り
混
じ
っ
た

豊
か
な
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
ん
だ
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
多
か
っ
た
と
見

え
て
海
苔
の
生
産
に
は
最
適
地
、
芝
浦
の
海
苔
は
江
戸
の
名
産

品
（
浅
草
海
苔
）
と
し
て
、
明
治
期
に
は
盛
ん
に
生
産
さ
れ
長

く
名
声
を
馳
せ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
大
正
期
、
昭
和
期
と
、

一
の
橋
、
二
の
橋
、
三
の
橋
、
古
川
橋
、
四
の
橋
付
近
に
新
し

い
機
械
工
業
の
町
工
場
が
台
頭
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
急
速
に
発
展

す
る
や
、
古
川
の
清
流
が
悪
臭
の
濁
流
と
代
わ
り
、
海
苔
の
品

質
の
変
質
と
海
岸
埋
め
立
て
の
問
題
が
絡
ん
で
、
い
つ
か
金
杉

橋
の
海
苔
屋
さ
ん
達
も
自
然
に
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
浜

松
町
駅
か
ら
田
町
駅
に
か
け
て
、
今
、
新
幹
線
が
超
高
速
で
疾

走
し
て
い
る
鉄
道
線
路
沿
い
の
一
帯
が
、
多
数
の
海
苔
屋
さ
ん

が
生
産
に
従
事
し
て
い
た
場
所
の
よ
う
で
す
。
本
当
に
時
代
の

移
り
変
わ
り
は
激
し
く
、
そ
し
て
淋
し
く
悲
し
く
、
何
と
も
残

念
な
出
来
事
で
し
た
。 

魚
ら
ん
坂
の
中
程
に
可
愛
い
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
六
体
の

お
地
蔵
さ
ん
の
並
ぶ
魚
ら
ん
観
音
の
寺
が
あ
り
ま
す
。
赤
い
山

門
を
入
り
観
音
堂
の
本
堂
に
参
詣
し
願
掛
け
す
る
人
が
多
く
、

大
変
人
気
が
あ
り
、
願
い
の
叶
っ
た
人
達
が
お
礼
に
奉
納
し
た

も
の
は
塩
で
し
た
。
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
た
一
キ
ロ
詰
め
の
塩

袋
が
お
地
蔵
様
の
背
丈
ほ
ど
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
下
積

み
の
袋
か
ら
地
面
に
溢
れ
出
し
た
塩
も
大
量
で
、
誰
も
が
ビ
ッ

ク
リ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地
も
潮
の
満
ち
干
に
関
係
の
あ
っ

た
海
岸
線
と
か
。 

何
故
東
京
湾
が
海
岸
を
だ
ん
だ
ん
に
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た

か
の
原
因
は
、
何
千
年
も
の
間
、
毎
年
数
セ
ン
チ
に
わ
た
る
太

平
洋
沿
岸
の
土
地
の
隆
起
と
、
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、

平
成
と
連
続
し
て
埋
め
立
て
工
事
を
続
行
し
た
結
果
に
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
お
台
場
を
埋
め
立
て
た
膨
大
な
岩
石
や
土
砂
に
し

て
も
、
黒
船
来
航
に
慌
て
ふ
た
め
い
た
江
戸
幕
府
が
、
先
ず
手

近
な
場
所
か
ら
と
品
川
の
八
ッ
山
、
泉
岳
寺
、
高
輪
付
近
の
山

や
崖
を
無
暗
に
切
り
崩
し
、
時
に
は
墓
石
、
庭
石
ま
で
も
が
、

手
早
く
船
で
運
ば
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
埋
め
立

て
の
功
罪
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
埋
め
立
て
を
通
し
て
、
現
在

の
お
台
場
地
区
で
は
、
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
遠
方
同
士
の
港

区
と
江
東
区
が
、手
を
握
り
合
え
る
近
い
隣
人
に
な
れ
た
事
と
、

東
京
湾
岸
道
路
に
よ
る
東
京
と
千
葉
を
結
ぶ
東
西
交
通
の
便
利

さ
を
、
第
一
に
功
罪
の
功
と
す
る
な
ら
ば
、
芝
浦
の
海
苔
養
殖

の
衰
退
は
、
先
ず
功
罪
の
罪
の
一
番
手
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
青
木
） 

昭
和
二
十
年
三
月
十
日 

東
京
大
空
襲 

「
義
母
よ
り
の
聞
き
取
り
」 

 

昭
和
二
十
年
三
月
十
日
の
際
、
聞
け
ば
夫
の
家
で
は
劇
的
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

日
本
橋
北
新
堀
町
の
家
で
は
三
月
九
日
に
田
舎
に
発
送
す
べ

く
大
き
な
物
は
ピ
ア
ノ
を
始
め
全
て
梱
包
を
終
え
、
明
十
日
午

前
六
時
に
汐
留
の
日
通
か
ら
引
き
取
り
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。
義
父
は
町
会
の
役
員
を
や
っ
て
い
た
関
係
上
、

私
情
に
構
っ
て
お
ら
れ
ず
十
日
早
朝
空
襲
警
報
発
令
と
同
時
に

飛
び
出
し
て
行
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
玄
関
に
あ
っ
た
荷
物

を
防
空
壕
に
放
り
込
ん
だ
の
で
す
。
そ
れ
が
何
と
三
月
お
節
句

の
御
雛
様
で
し
た
。
焼
け
残
っ
た
の
は
只
そ
れ
だ
け
、
そ
れ
以

外
は
全
て
家
を
含
め
灰
と
化
し
ま
し
た
。 

一
方
義
母
は
火
の
粉
を
避
け
、
十
三
才
の
長
女
と
五
才
の
三

男
の
子
の
手
を
引
き
二
才
の
四
男
を
お
ぶ
り
、
永
代
橋
際
の
東

新
倉
庫
の
脇
か
ら
伝
馬
船
に
乗
り
移
り
、
大
川
（
隅
田
川
）
へ

避
難
し
ま
し
た
。
義
母
は
三
十
五
才
で
し
た
。（
因
み
に
義
母
は

関
東
大
震
災
の
時
も
同
じ
場
所
で
十
三
才
で
し
た
） 

当
時
は

風
が
対
岸
の
深
川
（
江
東
区
）
寄
り
に
吹
い
て
お
り
、
火
が
燃

え
盛
る
そ
ち
ら
の
岸
壁
へ
と
船
が
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
行
っ
た
そ

う
で
す
。
何
隻
も
の
伝
馬
船
が
火
の
粉
を
浴
び
て
燃
え
始
め
、

我
慢
出
来
な
く
な
っ
た
多
く
の
人
が
川
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。

義
母
も
子
供
達
を
抱
き
締
め
て
た
だ
ひ
た
す
ら
南
無
阿
弥
陀

仏
・
・
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
乗
っ
て
い

た
船
に
も
火
が
移
り
だ
し
何
人
も
の
人
が
大
川
に
飛
び
込
み

『
も
う
だ
め
だ
・
・
』
と
義
母
は
覚
悟
し
た
と
言
い
ま
す
。
そ

の
時
突
然
船
が
引
っ
張
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
見
る
と

蒸
気
船
が
二
、
三
隻
燃
え
残
っ
た
伝
馬
船
を
川
上
の
清
洲
橋
へ

引
っ
張
っ
て
行
っ
て
く
れ
た
と
云
う
の
で
す
。
あ
あ
・
・
こ
れ

で
命
が
助
か
っ
た
・
・
と
思
い
、
岸
へ
上
が
っ
た
途
端
、
急
に

力
が
抜
け
、
崩
れ
る
よ
う
に
座
り
込
ん
だ
と
言
い
ま
す
。 

子
供
達
に
急
か
さ
れ
立
ち
上
が
り
、
自
宅
の
あ
る
北
新
堀
町

に
向
け
歩
き
だ
し
ま
し
た
。。 

よ
う
や
く
、
た
ど
り
着
い
た
時
、
焼
け
落
ち
た
家
の
前
で
一

人
茫
然
と
立
ち
す
く
む
義
父
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
子
供
達
は

一
目
散
に
駆
け
寄
り
、
父
も
諦
め
か
け
て
い
た
家
族
を
目
の
前
に

し
、
嬉
し
い
再
会
で
し
た
。 

一
方
、
長
男
（
十
二
歳
）
と
次
男
（
十
歳
）
は
岐
阜
の
叔
母
の

家
に
縁
故
疎
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
岐
阜
も
段
々
に
危
く
な
り
滋

賀
の
義
父
の
実
家
に
二
人
は
移
動
し
ま
し
た
。 

そ
の
二
か
月
後
の
中
部
・
東
海
地
方
の
大
空
襲
で
二
人
を
世
話

し
て
く
れ
た
叔
母
が
焼
夷
弾
を
受
け
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

関
東
大
震
災
、東
京
大
空
襲
と
大
変
な
苦
労
を
重
ね
た
義
母
も
、

夫
を
亡
く
し
た
後
、
半
世
紀
以
上
子
供
の
為
に
生
き
抜
き
、
今
年

（
平
成
二
十
一
年
）
一
月
、、
白
寿
（
満
九
十
九
歳
）
を
迎
え
た
と

こ
ろ
で
旅
立
ち
ま
し
た
。 

＊
「
東
新
倉
庫
」
戦
時
中
の
偽
装
名
・
・
三
井
倉
庫
（
現
Ｉ
Ｂ
Ｍ
） 

「
伝
馬
船
」 

他
の
船
に
引
か
れ
て
荷
物
を
運
ぶ
木
造
船
・
・ 

 

は
し
け 

「
蒸
気
船
」 

引
き
船
・
・
タ
グ
ボ
ー
ト 

 
 
 
 
 

（
宇
和
島
常
子
） 

 

編

集

後

記 

 港
区
は
、
台
地
と
低
地
が
上
手
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
出
来
た
地

域
で
す
。
今
回
は
低
地
を
流
れ
る
「
川
」
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。 

昔
か
ら
「
大
地
の
母
」
と
い
わ
れ
て
ま
す
「
川
」
は
、
私
た
ち

の
命
を
守
る
大
切
な
資
源
で
す
。
し
か
も
、
人
々
も
親
し
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
。
区
内
を
流
れ
る
唯
一
の
川
「
古
川
」
を
調
べ
、
そ

の
古
川
の
源
流
そ
し
て
川
に
架
か
る
橋
を
訪
ね
る
旅
の
一
端
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。 

不
明
の
点
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。 生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
は
、
語
り
部
の
学
習
会
を
二
階
の
「
さ

く
ら
だ
記
念
室
」
で
毎
月
、
第
二
・
第
四
水
曜
日
の
午
後
二
時
か

ら
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
生
ま
れ
育
っ
た
港
区
の
話
を
お
聞
か
せ

下
さ
い
。
関
心
あ
る
方
々
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

問
い
合
わ
せ 

 

０
３
・
３
４
３
１
・
１
６
０
６ 

発 
 
 

行 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日 

港
区
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 
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