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Ｊ
Ｒ
桑
名
駅
の
や
や
北
寄
り
を
起
点
に
し
て
、
八
間
通
り
が
ま
っ
す
ぐ
揖い

び斐
川
の

河
口
に
向
か
っ
て
の
び
て
い
る
。
名
前
の
と
お
り
広
い
道
路
で
、
歩
道
も
ゆ
っ
た
り

と
っ
て
あ
る
。
マ
ン
ホ
ー
ル
に
マ
ン
ガ
チ
ッ
ク
な 

蛤
は
ま
ぐ
り 

が
刻
ん
で
あ
っ
た
。
帆
を
張
っ

た
船
を
レ
リ
ー
フ
に
し
た
タ
イ
ル
も
あ
る
。
東
海
道
の
宿
駅
桑
名
は
「
七
里
の
渡
」

の
船
着
場
と
し
て
栄
え
た
。
名
物
が
焼
蛤
。

十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
は
第
五
編
の
冒
頭
に
出
て
く
る
。
弥
次

郎
兵
衛
・
喜
多
八
の
道
化
コ
ン
ビ
は
第
四
編
の
し
め
く
く
り
で
、
熱
田
神
宮
の
お
膝

元
、
宮
の
宿
で
ひ
と
騒
動
を
し
で
か
し
た
あ
と
、
渡
し
舟
で
桑
名
に
着
い
た
。
五
編

目
は
東
海
道
中
を
中
断
し
て
伊
勢
参
宮
寄
り
道
の
顚
末
で
あ
る
。
さ
す
が
に
出
だ
し

は
悪
ふ
ざ
け
を
つ
つ
し
ん
だ
よ
う
で
、
当
時
の
浮
世
絵
の
第
一
人
者
、
歌
川
豊
国
の

絵
が
始
ま
り
。
蛤
に
松
が
配
し
て
あ
る
。
貝
合
わ
せ
に
使
わ
れ
る
蛤
は
松
と
同
じ
く

縁
起
物
で
あ
る
上
に
、
桑
名
名
物
の
焼
蛤
は
松
か
さ
で
焼
い
た
か
ら
だ
。
一
九
の
賛

が
つ
い
て
い
て
、「
名
物
を
あ
が
り
な
さ
れ
と
た
び
人
に
く
ち
を
あ
か
す
る
は
ま
ぐ

り
の
茶
屋
」。

第
五
編
の
刊
行
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
こ
と
。
一
九
は
先
立
っ
て
取
材
に

来
て
、
二
週
間
あ
ま
り
か
け
て
伊
勢
路
を
歩
い
た
。
桑
名
に
は
も
う
一
つ
絵
が
つ
い

て
い
る
。「
御
や
す
み
所
」
の
看
板
を
か
か
げ
た
茶
屋
の
前
で
、
女
が
破
れ
う
ち
わ

で
煽
ぎ
な
が
ら
蛤
を
焼
い
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
う
ち
わ
で
煽
ぐ
の
は
、
匂
い
で
旅
人

を
誘
い
こ
む
算
段
ら
し
い
。
こ
ち
ら
の
賛
は
「
は
ま
ぐ
り
の
茶
屋
は
同
者
を
松
か
さ

水
界
の
ほ
と
り 

─
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に
い
ぶ
せ
く
世
話
を
や
く
女
ど
も
」。

二
〇
〇
年
あ
ま
り
前
の
風
景
は
、む
ろ
ん
夢
ま
ぼ
ろ
し
。
通
り
は
広
く
、空
も
広
く
、

車
が
疾
駆
す
る
だ
け
で
人
か
げ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
近
年
だ
け
で
も
桑
名
は
二
度
、

大
き
な
災
害
を
受
け
た
。
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）、
終
戦
ま
ぎ
わ
の
大
空
襲
で

市
街
地
の
大
半
が
焼
け
た
。
戦
後
の
復
興
が
軌
道
に
の
っ
た
矢
先
、
昭
和
三
十
四
年

（
一
九
五
九
）
九
月
の
伊
勢
湾
台
風
で
河
口
部
が
壊
滅
し
た
。

八
間
通
り
か
ら
北
側
の
参
宮
町
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
四
層
の
基
台
を
も
つ
立
派

な
常
夜
燈
と
往
き
合
っ
た
。
前
の
太
い
石
柱
に
雄
渾
な
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

右　

み
の
多
度
み
ち

　

左　

す
て
ん
志
よ
う
み
ち

た
し
か
に
道
が
左
右
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
方
は
北
の
旧
多
度
町
（
現
・
桑
名
市

多
度
町
）
へ
と
つ
づ
く
美
濃
街
道
だ
。
そ
こ
の
多
度
大
社
は
伊
勢
参
り
の
人
が
必
ず

訪
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
み
の
多
度
み
ち
」
は
わ
か
る
が
、

左
の
「
す
て
ん
志
よ
う
み
ち
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
昔
の
人
は
「
す

て
ん
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
か
ら
、
駅
を
指
示
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
建
立
の
年
号
は
明

治
以
前
で
あ
る
。
何
か
の
理
由
で
道
標
の
差
し
替
え
が
あ
っ
て
、
一
方
の
刻
み
文
字

が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

す
ぐ
南
の
道
路
わ
き
に
石
組
み
の
井
戸
が
残
さ
れ
て
い
る
。
北
桑
名
総
社
の
入
口

に
あ
た
り
、
キ
ヨ
メ
の
水
場
だ
っ
た
よ
う
だ
。「
持
統
天
皇
御
舊
跡
」
の
碑
が
示
す
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と
お
り
、
由
緒
を
た
ど
る
と
七
世
紀
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。
河
口
の
町
は
古
く
か
ら

人
と
物
の
往
き
来
が
あ
っ
た
。

二
度
の
大
災
害
で
過
去
が
す
っ
か
り
失う

せ
た
町
と
思
い
こ
ん
で
い
た
が
、
と
ん
だ

早
合
点
で
あ
る
。
旧
来
の
生
活
道
に
は
、
し
っ
か
り
と
歴
史
の
証
人
が
根
を
張
っ
て

い
る
。
和
菓
子
屋
さ
ん
の
横
手
の
戸
口
に
、ま
っ
白
な
紙
が
ペ
タ
リ
と
貼
っ
て
あ
っ
た
。

「
宅
急
便　

無　

で
す
」

店
に
来
て
、
そ
の
日
の
で
き
た
て
を
、
そ
の
日
に
食
べ
る
お
客
さ
ま
だ
け
で
十
分
、

そ
れ
以
上
の
商
売
は
し
な
い
。「
無
」
の
一
字
が
無
言
の
う
ち
に
商
い
の
モ
ラ
ル
を
告

げ
て
い
た
。

通
り
の
向
こ
う
が
北
寺
町
の
海
蔵
寺
。
こ
こ
に
も
立
派
な
石
柱
が
あ
っ
て
、「
寶

暦
治
水
薩
摩
義
士
之
墓
」。
墓
地
の
一
画
に
二
十
四
基
が
コ
の
字
型
に
並
ん
で
い
る
。

す
べ
て
割
腹
し
た
武
士
た
ち
で
あ
る
。

歴
史
書
に
は
「
宝
暦
治
水
事
件
」
と
し
て
出
て
く
る
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、

幕
府
は
薩
摩
藩
に
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
川
の
治
水
工
事
を
命
じ
た
。
木
曽
山
脈
に
発

す
る
三
つ
の
川
は
濃
尾
平
野
を
貫
流
し
て
伊
勢
湾
に
注
い
で
い
る
。
下
流
部
は
土
砂

が
積
も
っ
て
河
床
が
高
く
、
し
ば
し
ば
大
洪
水
を
お
こ
し
た
。
当
時
の
官
僚
用
語
で

は
「
御
手
伝
普
請
」
と
い
っ
た
が
「
手
伝
」
と
は
い
え
、
工
事
の
人
も
費
用
も
す
べ
て

下
命
を
受
け
た
藩
が
受
け
も
つ
。
薩
摩
藩
は
家
老
平
田
靱ゆ

き

負え

以
下
九
百
五
十
名
の
藩

士
を
送
っ
て
工
事
に
あ
た
っ
た
。
現
在
の
地
図
に
は
「
油
島
千
本
松
締
切
堤
」
と
し

る
さ
れ
て
い
る
が
、
油
島
か
ら
堤
を
築
い
て
揖
斐
川
と
長
良
川
を
分
離
さ
せ
る
。

川
は
道
路
工
事
と
ち
が
い
、
工
事
中
通
行
止
め
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
水
は

た
え
ま
な
く
流
れ
て
く
る
。
と
く
に
油
島
南
端
は
三
つ
の
川
が
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
で

工
事
は
難
渋
し
た
。
鋤
、
鍬
、
モ
ッ
コ
だ
け
で
川
の
流
れ
を
変
え
よ
う
と
い
う
の
だ
。

工
事
費
は
四
十
万
両
に
の
ぼ
り
、
財
政
難
の
薩
摩
藩
に
は
大
き
な
負
担
に
な
っ
た
。

国
元
の
藩
主
や
家
老
た
ち
、
お
目
付
役
の
幕
吏
、
ど
ち
ら
か
ら
も
無
理
難
題
を
い
わ

れ
、
抗
議
の
自
殺
者
が
あ
い
つ
い
で
、
最
終
的
に
は
五
十
一
名
に
の
ぼ
っ
た
。
さ
ら

に
水
に
の
ま
れ
た
り
病
死
し
た
者
三
十
三
名
。

墓
所
の
入
口
の
案
内
板
に
戒
名
、
氏
名
、
没
日
が
し
る
し
て
あ
る
。
宝
暦
四
年
の

工
事
の
始
ま
り
か
ら
、
四
月
の
二
名
を
皮
き
り
に
、
六
月
二
名
、
七
月
二
名
、
八
月

八
名
、
九
月
二
名
、
十
月
四
名
…
…
。
す
べ
て
没
日
の
下
に
「
割
腹
」
の
二
字
が
添

え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
が
宝
暦
五
年
五
月
二
十
五
日
平
田
靱
負
で
、
歯
を
く
い
し
ば

っ
て
部
下
の
死
を
見
送
っ
た
の
ち
、
幕
吏
の
立
ち
会
い
で
工
事
完
成
検
分
を
す
ま
せ

て
か
ら
切
腹
し
た
。
戒
名
は
高
元
院
殿
節
岑
了
操
大
居
士
。
節
操
き
よ
ら
か
な
、
高

い
識
見
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ほ
か
の
戒
名
も
堅
心
元
固
居
士
、
高
雲

青
峰
居
士
、
提
岩
智
全
居
士
…
…
。
節
を
曲
げ
ず
、
責
任
感
の
強
い
人
ほ
ど
、
幕

府
と
藩
の
勝
手
な
言
い
分
に
苦
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

油
島
は
岐
阜
県
海
津
市
に
あ
っ
て
、美
濃
で
あ
る
。
ど
う
し
て
二
十
四
名
が
北
勢
・ 海蔵寺　墓碑案内板（一部）
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ナ
マ
コ
塀
の
上
か
ら
太
い
見
越
し
の
松
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
赤
レ
ン
ガ
造
り
の
大
き

な
蔵
が
三
連
式
に
つ
ら
な
り
、
さ
ら
に
う
っ
そ
う
と
し
た
屋
敷
林
。
こ
れ
は
初
代
諸

戸
清
六
邸
で
、
裏
手
に
二
代
目
の
邸
宅
と
庭
が
ひ
ろ
が
る
。
こ
ち
ら
は
「
六
華
苑
」

と
い
っ
て
、
市
の
管
理
の
も
と
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
な
に
げ
な
く
門
を
入
っ

て
目
を
丸
く
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
で
、
明
治
政
府
の
招
請
で
来
日
、
鹿
鳴
館
、

ニ
コ
ラ
イ
堂
、
三
菱
一
号
館
な
ど
を
建
て
、
辰
野
金
吾
ら
代
表
的
な
日
本
人
建
築
家

を
育
て
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
設
計
の
美
し
い
建
物
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

二
階
建
て
洋
館
自
体
は
イ
ギ
リ
ス
中
流
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
家
と
い
っ
た
感
じ
で
、
淡

い
セ
ル
リ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
壁
と
、
玄
関
、
窓
、
ベ
ラ
ン
ダ
、
サ
ン
ル
ー
ム
の
白
で
統
一

さ
れ
て
い
て
清
々
し
い
。
こ
れ
に
寄
り
そ
い
四
階
建
て
の
塔
屋
が
つ
い
て
い
る
の
が

珍
し
い
。
丸
い
壁
面
に
曲
面
ガ
ラ
ス
が
は
め
こ
ま
れ
、
ま
る
で
巨
大
な
望
遠
鏡
を
立

て
た
ぐ
あ
い
だ
。
実
際
、塔
に
の
ぼ
る
と
大
き
な
レ
ン
ズ
を
あ
て
た
よ
う
に
、長
良
川
、

揖
斐
川
の
広
大
な
水
域
が
眼
下
に
望
め
た
の
だ
ろ
う
。

内
部
が
展
示
室
を
兼
ね
て
い
て
、
初
代
・
二
代
の
諸
戸
家
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
建
物
以
上
に
興
味
深
い
の
だ
が
、
初
代
清
六
は
十
八
歳
で
借
金
ま
み
れ
の

米
屋
を
継
ぎ
、「
生
来
の
商
才
と
際
立
っ
た
努
力
」
で
巨
額
の
借
財
を
三
年
で
完
済
。

そ
の
後
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
事
業
を
ひ
ろ
げ
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
は
所
有

す
る
土
地
の
評
価
額
で
、
有
名
な
秋
田
の
本
間
家
を
抜
い
て
日
本
一
に
な
っ
た
︱
︱ 

。

略
年
譜
を
見
な
が
ら
首
を
ひ
ね
っ
た
。
し
が
な
い
家
業
を
継
い
で
か
ら
、
わ
ず
か

二
十
年
あ
ま
り
で
、
ど
う
し
て
日
本
一
の
金
満
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

は
た
し
て
商
才
と
努
力
だ
け
で
、
そ
ん
な
離
れ
ワ
ザ
が
で
き
る
も
の
か
？　

大
い
な

る
飛
躍
の
鍵
は
、
説
明
文
の
な
か
の
次
の
く
だ
り
、「
明
治
維
新
と
い
う
時
代
の
変

化
を
乗
り
越
え
、
県
令
や
政
府
高
官
の
知
遇
を
得
て
」
に
あ
る
よ
う
だ
。

「
時
間
是
金
也
」

初
代
の
筆
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
説
明
に
は
、
初
代
清
六
が
時
間
を
ム
ダ
に
す
る

の
を
嫌
い
、
食
事
の
と
き
の
お
か
わ
り
の
時
間
を
省
く
た
め
一
度
に
二
杯
分
を
よ
そ

っ
た
と
か
、
人
力
車
は
飛
び
乗
る
と
同
時
に
走
り
出
さ
な
い
と
機
嫌
が
悪
か
っ
た
と

桑
名
の
寺
に
葬
ら
れ
た
の
か
。
複
雑
な
政
治
事
情
か
ら
割
腹
者
の
遺
骨
の
行
き
場
が

な
い
の
を
見
て
と
っ
て
、
海
蔵
寺
の
和
尚
が
申
し
出
て
引
き
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
ま
ま
川
を
め
ざ
し
て
い
く
と
水
路
ぎ
わ
に
出
た
。
住
吉
入
江
と
い
っ
て
、
揖

斐
川
の
水
を
市
中
に
引
き
こ
み
、
水
運
に
あ
て
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
水
の
帯
が
九
〇

度
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
古
風
な
赤
レ
ン
ガ
塀
が
始
ま
り
、
こ
れ
に
そ
っ
て
い
く
と

豪
壮
な
大
門
の
前
に
出
た
。
以
前
ど
こ
か
で
江
戸
時
代
の
「
十
万
石
以
上
の
石
高
の

大
名
屋
敷
門
」
と
い
う
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
そ
っ
く
り
。
最
盛
期
の

桑
名
藩
は
十
一
万
石
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
て
っ
き
り
旧
藩
主
の
屋
敷
跡
と
思
っ
た

が
、
た
だ
造
作
が
新
し
い
し
、
門
構
え
は
あ
き
ら
か
に
市
民
風
の
つ
く
り
な
の
だ
。

諸
戸
家
と
い
っ
て
、
山
林
王
と
い
わ
れ
た
桑
名
の
実
業
家
の
屋
敷
で
あ
る
。
黒
い

六華苑洋館
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か
述
べ
て
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
ん
な
タ
イ
ム
・
イ
ズ
・
マ
ネ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
る
べ
き
筋
か
ら
、
い
ち
早
く
情
報
を
得
て
、
着
々
と
手
を
打
っ
て
い
く
。
時
間

に
先
ん
じ
る
者
が
金
銭
を
手
に
す
る
こ
と
の
処
世
術
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

私
の
ご
く
身
近
に
い
る
が
、
お
か
わ
り
の
手
間
や
車
の
モ
タ
つ
き
に
イ
ラ
立
つ
よ
う

な
人
は
、
ま
ず
も
っ
て
金
袋
と
縁
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
ぐ
前
方
が
揖
斐
川
で
、
水
の
神
さ
ま
住
吉
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
水
路

の
向
こ
う
が
七
里
の
渡
跡
。
東
海
道
唯
一
の
海
路
は
七
里
（
約
二
十
八
キ
ロ
）
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
い
た
。
東
か
ら
来
る
と
桑
名
は
伊
勢
国
の
入
口
で
あ
っ
て
、

天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）
に
伊
勢
神
宮
の
一
の
鳥
居
が
建
て
ら
れ
た
。
記
録

に
よ
る
と
、
船
着
場
の
西
側
に
舟
番
所
、
高
札
場
、
脇
本
陣
、
本
陣
が
あ
り
、
南

側
に
舟
会
所
、
人
馬
問
屋
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
東
海
道
、
ま
た
伊
勢
街
道
は
、

も
っ
と
も
人
馬
の
往
き
か
う
幹
道
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
が
合
わ
さ
る
桑
名
の
宿
の

賑
わ
い
と
華
や
ぎ
が
し
の
ば
れ
る
。

現
在
は
絶
壁
の
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
堤
防
が
と
り
巻
い
て
い
る
。
料
理
旅
館

も
海
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て
、
こ
こ
ろ
な
し
か
わ
び
し
げ
だ
。
昭
和
三
十
四
年
の
伊
勢

湾
台
風
は
死
者
・
行
方
不
明
五
千
余
名
を
数
え
、
東
日
本
大
震
災
ま
で
は
戦
後
最
大

の
大
災
害
だ
っ
た
。「
想
定
外
」
の
高
潮
と
水
害
に
み
ま
わ
れ
て
以
来
、
尾
張
か
ら
伊

勢
に
か
け
て
の
海
岸
部
に
は
、
い
っ
せ
い
に
万
里
の
長
城
の
よ
う
な
堤
防
が
築
か
れ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
の
向
こ
う
、
長
良
川
と
合
わ
さ
る
揖
斐
川
の
川
幅
と
水
量
と

き
た
ら
、
あ
き
れ
る
ば
か
り
だ
。
さ
ら
に
細
い
帯
状
の
長
島
を
は
さ
み
大
河
木
曽

川
が
下
っ
て
い
く
。
満
々
と
水
を
た
た
え
た
水
界
は
海
と
ま
ち
が
え
る
ほ
ど
広
大
で
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
鬱
然
と
し
た
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伝
え
て
く
る
。

水
の
威
力
に
全
身
が
怯お

び

え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
城
の
内
堀
に
あ
た
る
水
路

沿
い
の
旧
色
街
に
来
て
、
一
気
に
な
ご
ん
だ
ぐ
あ
い
だ
。「
歌
行
燈
」
と
い
っ
た
泉
鏡

花
の
小
説
に
ち
な
む
風
雅
な
看
板
も
見
え
る
。
小
説
に
出
て
く
る
料
亭
船
津
屋
は
今

も
健
在
で
、
お
つ
と
め
の
人
ら
し
い
品
の
い
い
和
服
の
人
が
小
路
へ
入
っ
て
い
く
。

元
松
平
家
の
城
下
町
だ
っ
た
こ
ろ
の
桑
名
は
、
も
の
静
か
な
町
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

七里の渡跡
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明
治
末
年
に
訪
れ
た
北
原
白
秋
は『
邪
宗
門
』に
収
め
た
詩「
桑
名
」で
、「
零
落
の
戸
」

を
下
ろ
し
た
廃
市
の
よ
う
な
町
並
み
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
参
宮
の
衆
に
か
あ
ら
む
、
旅
び
と
の

　

二ふ
た
り人
三み

た
り人
は
さ
き
の
ほ
ど
ひ
そ
か
に
過
ぎ
ぬ
。

　

貸
旅は

た
ご籠
札ふ

だ

の
み
白
き
壁
つ
づ
き

　

ほ
と
ほ
と
遠
く
、
物
ご
ゑ
の
夜
風
に
消
え
て

　

…
…
」

町
並
み
の
つ
き
る
あ
た
り
の
老
舗
の
戸
が
少
し
開
い
て
い
て
、
明
か
り
が
洩
れ
て

い
た
そ
う
だ
。
通
り
す
が
り
に
チ
ラ
リ
と
の
ぞ
い
た
ら
し
い
。「
行
燈
の
か
げ
に
清
き

女
の
童

わ
ら
は

物も
の

縫
ふ
」
姿
が
目
を
か
す
め
た
。

詩
人
の
ロ
マ
ン
趣
味
が
見
つ
け
た
桑
名
で
あ
る
。
お
り
し
も
同
じ
町
で
諸
戸
家
の

猛
烈
な
蓄
財
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
。
二
代
目
が
コ
ン
ド
ル
設
計
の
建
物
に
着
手

し
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
初
代
は
低
地
桑
名
の
水
の
悪
さ
に
上
水
道
建
設
を

思
い
立
ち
、
独
力
で
水
道
施
設
を
完
成
、
町
内
五
十
五
カ
所
に
給
水
栓
を
設
け
、
無

料
で
水
を
供
給
し
た
。
た
だ
の
金
満
家
で
は
な
く
、「
富
者
の
義
務
」
を
知
る
近
代

的
産
業
人
だ
っ
た
。

八
間
通
り
に
出
る
手
前
で
道
が
分
か
れ
、
旧
東
海
道
は
一
路
南
下
し
て
い
く
。
美

濃
街
道
は
西
へ
向
か
い
、「
右　

み
の
多
度
み
ち
」
の
道
標
に
至
る
わ
け
だ
。

桑
名
市
は
戦
後
の
復
興
に
あ
た
り
、
八
間
通
り
と
平
行
し
て
中
央
通
り
を
つ
く
り
、

東
西
の
二
本
軸
に
南
北
の
国
道
、
県
道
を
交
叉
さ
せ
て
町
づ
く
り
を
し
た
。
中
央
の

四
辺
形
を
か
こ
む
か
た
ち
で
市
役
所
、
郵
便
局
、
体
育
館
、
市
民
会
館
ホ
ー
ル
、
中

央
公
民
館
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
ア
、
銀
行
な
ど
が
か
た
ま
っ
て
い
る
。
市
民
生
活

に
は
、
き
わ
め
て
効
率
の
い
い
配
置
で
あ
る
。

「
桑
名
の
近
代
建
築
物
を
め
ぐ
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

観
光
案
内
所
で
い
た
だ
い
た
ス
タ
ン
プ
台
紙
兼
観
光
チ
ラ
シ
に
は
、
コ
ン
ド
ル
設

計
の
六
華
苑
洋
館
の
ほ
か
、
洋
式
・
和
式
と
り
ま
ぜ
て
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の

建
物
が
示
し
て
あ
る
。
空
襲
と
台
風
を
生
き
の
び
た
強つ

わ
も
の者
た
ち
だ
。
そ
の
ま
ん
中
の

ヘ
ソ
の
よ
う
な
位
置
が
寺
町
通
り
商
店
街
。
関
西
で
は
よ
く
真
宗
の
別
院
が
巨
大

な
甍い

ら
か
を
並
べ
て
い
る
が
、
桑
名
別
院
も
そ
の
一
つ
で
、
お
の
ず
と
門
前
町
が
で
き
た
。

三さ
ん
ぱ
ち
い
ち

八
市
と
い
っ
て
、
三
と
八
の
つ
く
日
は
朝
市
が
立
ち
、
地
元
の
産
物
が
並
べ
ら
れ
る
。

寺
と
門
前
町
の
習
わ
し
に
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
結
び
つ
け
、
早
く
に
地
産
地
消
を

実
践
し
て
き
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
ア
ー
ケ
ー
ド
の
寺
町
通
り
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に

な
ら
ず
に
頑
張
っ
て
い
る
。

「
老
舗
が
守
る
相
伝
の
味
」、
こ
れ
は
和
菓
子
。「
桑
名
の
み
な
さ
ま
の
か
か
り
つ

け
」、
こ
れ
は
薬
局
。「
お
い
し
い
交
差
点
」、
こ
れ
は
レ
ス
ト
ラ
ン
。「
学
芸
向
上
・

商
売
繁
昌
・
縁
結
び
・
交
通
安
全
」、
こ
れ
は
浄
土
宗
の
お
寺
。「
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
フ

ァ
ミ
リ
ー
ま
で
」、
こ
れ
は
ホ
テ
ル
。
多
少
欲
ば
り
す
ぎ
も
ま
じ
っ
て
い
る
が
、
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
一
つ
に
も
苦
心
の
あ
と
が
見
て
と
れ
る
。

一
日
が
か
り
で
町
を
一
巡
し
て
、
物
産
観
光
案
内
所
に
も
ど
っ
て
き
た
。
Ｊ
Ｒ
駅

舎
と
渡
り
廊
下
で
直
結
す
る
か
た
ち
で
、
朝
は
改
札
を
出
た
と
た
ん
、
イ
ッ
パ
イ
飲

み
屋
の
あ
る
飲
食
街
に
入
っ
た
ぐ
あ
い
で
ヘ
ン
な
ぐ
あ
い
だ
っ
た
が
、
夕
刻
に
な
る

と
同
じ
と
こ
ろ
が
ピ
ッ
タ
リ
駅
前
に
合
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。

「
や
き
は
ま
ぐ
り
は
い
か
が
で
し
た
？
」

案
内
所
の
女
性
に
問
わ
れ
て
、
少
し
困
っ
た
。
せ
っ
か
く
名
物
の
町
に
来
た
の
に
、

残
念
な
が
ら
こ
ち
ら
は
生
来
、
貝
類
は
大
の
苦
手
と
き
て
い
る
。

「
中
原
中ち

ゅ
う

也や

も
焼
蛤
を
食
べ
に
来
た
ん
で
す
ヨ
」

そ
う
い
え
ば
駅
舎
の
か
た
わ
ら
に
桑
名
を
う
た
っ
た
中
也
の
詩
碑
が
あ
っ
た
。
ほ

ん
の
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
渡
り
廊
下
を
も
ど
る
と
、
赤
提
灯
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、

す
で
に
で
き
上
が
り
ぎ
み
の
お
じ
さ
ん
が
す
わ
っ
て
い
た
。
も
と
よ
り
蛤
が
メ
ニ
ュ

ー
に
あ
る
。

「
そ
の
手
は
桑
名
の
焼
蛤
」

な
ぜ
か
急
に
古
い
言
い
ま
わ
し
が
頭
を
か
す
め
た
。
調
子
の
い
い
名
コ
ピ
ー
と
と

も
に
水
界
の
小
さ
な
生
き
物
が
、
名
物
と
な
っ
て
全
国
へ
ひ
ろ
ま
っ
た
。

（
い
け
う
ち　

お
さ
む
）


