
通
勤
路
に
沿

っ
て

私
の
住
ま
い
は
西
深
津
町
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
毎
日
飽
き
も
せ
ず
、
否
、
飽
き

て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
は
と
ん
ど
習
慣
の
よ
う
に
丼
原
ま
で
通
勤
し
て
い
る
。

福
山
向
け
の
渋
滞
を
横
目
に
渋
滞
が
な
い
の
が
せ
め
て
も
の
慰
め
と
言
っ
た
と
こ
ろ

か
。
こ
の
通
い
慣
れ
た
道
沿
い
に
も
歴
史
的
な
も
の
が
幾
つ
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

思
え
ば
吉
来
人
々
が
生
活
し
て
来
た
の
だ
か
ら
、
ど
こ
を
ど
う
通
ろ
う
と
も
い
た
る

と
こ
ろ
全
て
歴
史
背
景
の
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
町
の
姿
が
変
わ
り
、
住
む
人
も
変

わ
り
、
色
々
な
こ
と
が
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
よ
う
と
も
確
か
に
先
人
た
ち
は

歴
史
を
生
き
て
来
た
の
だ
。
改
め
て
、
日
常
は
何
げ
な
く
通
っ
て
い
る
道
沿
い
に
ど

ん
な
も
の
が
あ
っ
た
か
眺
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
出
発
地
点
、
西
深
津
町
か
ら
。
西
深
津
町
と
言
う
町
名
は
随
分
新
し
く
、

そ
の
前
は
今
の
東
深
津
町
と
西
深
津
町
と
を
併
せ
て
東
深
津
町
と
書

っ
て
い
た
。

そ
の
こ
ろ
私
は
東
深
津
町
と
言
う
の
は
ど
こ
に
対
し
て
「
東

」
と
言
う
の
だ
ろ
う
か

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
少
し
鋳
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
ん
な

事
は
殊
更
に
言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
は
言

っ
て
も
、
深
津
町

（
ふ
か
つ
ま
ち
）
が
城
下
町
の
名
残
を
の
こ
す
米
屋
町

・
鍛
冶
屋
町
な
ど
と
合
わ
せ

て
宝
町
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
四
十
年
、
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
余
り

猪

原

安

子

の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
深
津
町
と
い
う
町
名
を
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
事
な
く
育

っ

て
来
た
者
が
、
大
人
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
先
の
よ
う
な
疑
間
も
沸
い
て
来
よ
う

と
い
う
も
の
だ
。
さ
て
そ
の
東
深
津
が
対
す
る
と
こ
ろ
の
深
津
町
の
由
来
は
と
言
え

ば
、
福
山
城
の
城
下
町
が
造
ら
れ
る
と
き
に
深
津
村
よ
り
移

っ
て
来
た
人
々
が
住
ん

だ
か
ら
深
津
町
と
言
う
。
そ
の
深
津
村
こ
そ
は
今
言
う
と
こ
ろ
の
西

・
東
深
津
な
の

で
あ
る
が
、
昭
和
八
年
深
安
郡
よ
り
福
難
市
に
合
併
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
穣
深
津

村
は
城
下
に
あ
る
深
津
町
に
対
し
て
東
深
津
町
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
深
津
と
言
う
地
名
は
古
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
菫
代
に
お
い
て
は
、

字
面
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
ら
辺
り
が
港
で
あ
っ
た
が
故
に
「
深
津

」
と

呼
ば
れ
た
と
言
う
く
ら
い
だ
か
ら
、

つ
ま
り
古
代
か
ら
こ
の
地
名
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
ま
さ
に
母
校
深
津
小
学
校
校
歌
の
言
う
「
選
い
歴
史
の
夢
の
跡
、
深
津
の
丘

で
あ
る
。
深
津
高
地
が
半
島
の
よ
う
に
深
津
湾
に
突
き
出
し
て
い
た
の
だ
。
普
段
は

過
ぎ
去
っ
た
時
の
彼
方
に
思
い
を
馳
せ
る
間
も
な
く
、
あ
わ
た
だ
し
く
出
勤
す
る
。

深
津
の
港
で
は
奈
良
時
代
に
は
市
が
立
ち
、
市
村
と
呼
ば
れ
て
栄
え
た
と
い
う
。

そ
の
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
市
村
と
い
う
名
も
私
に
は
耳
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

日
か
ら
入
っ
て
き
た
「
音
の
」
地
名
な
の
で
あ
る
。
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車
は
南
蔵
王
町
か
ら

一
八
二
号
バ
イ
パ
ス
に
乗

っ
て
蔵
王
町

へ
入
る
。
福
山
東

イ

ン
タ
ー
を
過
ぎ
る
と
、よ
く
見
え
な
い
が
右
手

に
池
が
あ
る
。
ま
た
す
ぐ
今
度
は
左
手

に
池
が
見
え
る
。

こ
の
二
番
目

の
池
が

「
千
塚
池

」
だ
。
そ
の
名
の
と
お
り
こ
こ
ら

辺
り
に
は
、
多
く
の
古
墳
群
が
あ
る
と
言
う
。
古
墳
は
首
長
の
墓
な
の
で
、　
一
族

の

も
の
に
と

っ
て
は
聖
な
る
地

で
あ
り
、
神
と
し
て
祭
ら

れ
神
社
と
し
て
残

っ
て
い
く

例
は
多

い
。
そ
う
思

っ
て
見

れ
ば
、

こ
の
池

の
と
こ
ろ
の
バ
ス
停
は

「
天
神
前

」
で

あ
る
。

（
た
だ
し
、

こ
の
天
神
さ
ん
が
古
墳

に
由
来
す
る
か
ど
う
か
は
私
は
調

べ
て

い
な
い
。
）

千
塚
池
か
ら
し
ば
ら
く
走

る
と
神
辺
第

一
陸
橋

で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
来

る
間
、
福

山
向
け
は
あ
き
れ
る
ほ
ど
の
渋
滞

で
あ
る
。
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
ノ
ロ
ノ
ロ
と
車
の
行
列
が

続
く
。　
一
つ
手
前
の
信
号
を
左
折
す
れ
ば
、
旧
山
陽
道

で
あ
る
が
、
そ
こ
は
対
向
車

の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
の
で
避
け
て
お
く
。　
一
八
二
号
バ
イ
パ
ス
を
下
り
て
三

一
三

号

に
乗

っ
て
神
辺
の
町

の
ほ
う

へ
向
か
う
。
神
辺
と
言
え
ば
本
陣

で
あ
る
が
三

一
三

号
は
神
辺
の
町

・
神
辺
本
陣
を
通
ら
な
い
。

神
辺
駅

の
と
こ
ろ
か
ら
バ
ス
停
は
神
辺
駅
前

・
神
辺
川
北

・
神
辺
高
校
前

・
古
城

神
辺
古
市
と
続
く
。

「
川
北

」
は
高
屋
川
を
境

に
麓
村
を
分
け
て
川
北
村

・
川
南
村

と
し
た
名
残

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
川
北
荘
と
言
え
ば
中
世

に
芦
田
川
の
北
部
地
域

に

造
成
さ
れ
た
荘
園
で
あ
り
、
今

の
神
辺

一
帯
を
含
め
た
地
域

で
あ

っ
た
。
川
北
荘

の

中
心
部
は
神
辺
川
北

で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
三

一
三
号
を
走
る
と
御
領
で
あ
る
が
、

こ

こ
も
ま
た
荘
園
で
あ

っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
す
ぐ
に
は
御
領
ま
で
行
か
れ
な
い
。

神
辺
川
北

の
バ
ス
停

の
と
こ
ろ
、
信
号
の
右
手

に
あ
る
の
が
天
別
豊
姫

（
あ
ま
わ
け

の
と
よ
ひ
め
）
神
社
だ
。

こ
の
神
社
は
平
安
時
代
、
西
暦
九
二
七
年

に
完
成
し
た

「
延
喜
式

」
の
神
名
帳

に
載

せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

も
と
も
と
神
社
は
そ
の
土
地

の
人
々
が
祭

っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
な
の
に
、
中
央

の
権
力
は
そ
の
勢
力
の
拡
大
と
共

に
地
方

の
神
社
を
も
支
配
統
制
し
て
い
く
。
天
別

豊
姫
神
社

も
延
喜
式
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
中
央

の
統
制

に
取
り
込
ま
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
ん
な
訳

で
神
社

に
も
位
階
が
授
け
ら
れ
、
天
別
豊
姫
神
社
は

従
五
位
上
に
叙

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
神
社

の
後
方
、
黄
葉
山

一
帯

に
広
が
る
の
が
中
世

の
山
城
、
神
辺
城
跡
だ
。

神
辺
城
は
建
武
元
年

（
一
三
四
四
年
）
建
武
新
政
府

よ
り
備
後
の
守
護
職

に
補
任
さ

れ
た
朝
山
景
連
が
築

い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
神
辺
城

は
ま
た
、　
元
和

五
年

（
三
全

九
年

水
野
勝
成
が
備
後
十
万
石
領
主
と
し
て
入
封
し
た
と
き
に
入
城
し
た
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
深
津

は
水
野
藩

の
干
拓
事
業

に
よ
っ
て
新
田
と
な

っ
た
。

国
道

二
号
線
沿
い
の
パ
ス
停
を
見
る
と
、
王
子
町
か
ら
明
神
町
に
か
け
て
千
間
土
手

西

・
千
間
土
手
中

・
千
間
土
手
東
と
い
う
の
が
あ
る
が
、

こ
の
と
き
の
干
拓
事
業

に

由
来
す
る
。
神
辺
城
か
ら
深
津

の
方

へ
戻

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
続

い
て
井
原

へ
向
か

お
う
。
バ
ス
停

の
古
城
ま
で
来

て
し
ま
う
と
城
は
既
に
後
方

に
あ
る
。
次

な
る
バ
ス

停
は
神
辺
古
市
。
文
字
ど
お
り
こ
こ
は
中
世
神
辺
城
下
で
市

の
立

っ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
神
辺
の
町
に
か
け
て
七
日
市

。
三
日
市

・
十
日
市

の
名
を
今

に
残
し
て
い
る
。

高
屋
川
を
渡

っ
て
大
き
く
右

に
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
下

っ
た
ら
、
備
後
国
分
寺

が
近

い
。
国
分
寺
は
言
う
ま
で
も
な
く
天
平
三
年

（
菫

〓

存
じ

聖
武
天
皇

の
勅
命

に
よ

っ

て
全
国
的

に
建
て
ら
れ
た
国
分
寺

の

一
つ
で
あ
る
。
六
世
紀
半
ば
に
朝
鮮
半
島
を
経

て
中
国
の
仏
教
が
入

っ
て
来

た
時

こ
の
外
来

の
宗
教
は
ま
ず
最
初

に
支
配
者
階
層
の

あ
い
だ
に
入

っ
て
来

た
。
こ
の
こ
ろ
の
支
配
者
階
層
の
人
々
に
と

っ
て
の
仏
教
は
自
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分
た
ち
を
幸
福
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
国
を
も
守

っ
て
く
れ
る
鎮
護
国

家
の
た
め
の
仏
教
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
奈
良
時
代
、
東
大
寺
を
建
立
し
、
大
仏
を
造

り
、
各
地
に
国
分
寺
を
建
て
た
の
も
宗
教
と
し
て
の
仏
の
教
え
を
広
め
る
と
い
う
よ

り
も
、
中
央
政
府
の
権
力
の
何
た
る
か
を
仏
教
の
威
力
に
よ
っ
て
あ
ま
ね
く
知
ら
し

め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
仏
教
建
築
物
は
統

一
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
の
だ
。

ま
だ
貴
族
も
撃
鷺
き
の
家
に
住
む
時
代
、
瓦
葺
き
の
建
物
の
庶
民
に
与
え
た
印
象
は

如
何
ば
か
り
か
。
威
力
充
分
で
あ
る
。

御
領
の

一
里
塚
を
過
ぎ
れ
ば
も
う
す
ぐ
県
境
。
井
原
市
高
屋
町
で
あ
る
。
高
屋
に

は
近
世
曲
陽
道
の
宿
駅
が
お
か
れ
て
い
た
。
先
に
通
っ
て
き
た

一
里
塚
は
江
戸
時
代

に
山
陽
道
が
整
備
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
旅
人
の
目
印
と
休
息
場
に
と
設
け
ら
れ
た
も

の
な
の
で
、
当
然

一
里
毎
に
あ
る
わ
け
で
、
手
前
は
平
野
、
後
は
高
屋
の
宿
を
越
え

て
下
出
部

（
し
も
い
ず
え
）
と
東
江
原
の
青
木
と
続
い
て
い
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
、

三

一
三
号
を
走
る
と
き
に
は
御
領
の

一
里
塚
だ
け
が
信
号
機
に
下
げ
ら
れ
た
地
名
の

札
の
お
か
げ
で
、
こ
こ
ら
に

一
里
塚
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
の
み
だ
。
宿
場
は
、
神
辺

高
屋

・
七
日
事

・
矢
掛
と
続
く
。
福
山

・
神
辺
に
住
む
も
の
は
本
陣
と
い
っ
た
ら
神

辺
本
陣
を
懇
い
、
井
原
あ
た
り
で
本
陣
と
い
っ
た
ら
ま
ず
矢
掛
を
慧
い
浮
か
べ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
こ
を
走
る
に
し
て
も
新
道
と
か
バ
イ
バ
ス
を
通
る
の
で

町
ら
し
い
町
は
目
に
入
ら
な
い
。
神
辺

・
高
屋
そ
し
て
出
部
、
難
道
を
通
る
の
は
旧

道
沿
い
に
用
の
あ
る
と
き
だ
け
だ
。
出
部
ま
で
来
れ
ば
会
社
ま
で
は
五
分
も
か
か
ら

な
い
。
薬
師
の
交
差
点
を
左
折
し
て
、
東
南
田
、
北
ン
田
と
交
差
点
を
過
ぎ
れ
ば
も

う
到
着
だ
。

薬
師
の
と
こ
ろ
は
い
つ
も
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
と
こ
ろ
と
言
っ
て
い
て
、

つ
い
先
日
ま
で
は

薬
師
と
い
う
文
字
が
目
に
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
に
は
入
っ
て
い
て
も
全
く
気

に
と
め
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
ば
、
東
南
田
の
三
差
路
の
と
こ
ろ
に
あ
る
善
福
寺
だ
。

お
寺
は
少
し
奥
ま
っ
て
あ
る
の
だ
が
、
三

一
三
号
沿
い
に
で
か
で
か
と
「
善
福
寺

」

と
書
い
て
あ
る
。
こ
こ
は
足
利
三
代
将
軍
義
満
が
祖
父
に
当
た
る
足
利
尊
氏
の
冥
福

を
祈
っ
て
建
て
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
将
軍
義
満
は
、
南
北
朝
合

一
を
実
現
さ
せ
、

ま
た
金
閣
を
建
て
た
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
私
個
人
と
は
全
く
無
縁
の
歴
史
上
の
人

物
だ
が
、
こ
ん
な
に
身
近
に
縁
の
寺
が
あ
る
と
な
れ
ば
俄
然
興
味
が
わ
い
て
来
る
。

仕
事
で
井
原
近
辺
を
う
ろ
う
ろ
す
る
こ
と
も
多
い
。
パ
ス
停
の
名
や
、
い
ろ
ん
な

案
内
板
を
見
る
と
結
構
お
も
し
ろ
い
。

「
高
越
城

」
と
書
い
て
矢
印
を
つ
け
た
案
内

板
も
あ
る
し
、

「
与

一
扇
の
的

」
と
書
い
た
大
き
な
看
板
は
鰻
頭
屋
の
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
。

「
こ
こ
は
宿
場
釘
、
ゆ
っ
く
り
走
ろ
う
矢
掛
町

」
と
い
う
の
も
あ
る
。
史
跡
に

は
ほ
と
ん
ど
行

っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
聞
き
覚
え
の
あ
る
名
称
を
見
て
、
ど
こ
と
は

分
か
ら
な
い
ま
で
も
こ
の
透
に
あ
る
の
だ
な
と
思
っ
て
ぐ
る
っ
と
見
ま
わ
し
て
み
た

り
も
す
る
。

つ
い
先
日
も
矢
掛
の
南
部
、
横
谷
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行

っ
た
。
そ
の
途

中

「
小
迫
大
塚
宙
獲
二
〇
〇

″
↓

」
と
い
う
小
さ
な
立
て
札
を
目
に
し
て
は
、
こ
こ

に
も
高
機
が
あ
る
の
か
と
驚
い
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
涸
松
寺
の
そ
ば
も
濾

っ
た
が
、
あ
と
で
少
し
調
べ
た
ら
、
天
智
天
皇
の
時
代
に
奈
良
興
癌
寺
の
光
照
菩
薩

を
請
来
し
て
堂
字
を
建
立
し
た
の
が
草
創
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
矢
掛
の
寺
ま
で

そ
の
縁
起
は
知
る
由
も
な
い
が
、
さ
り
と
で
自
分
の
住
む
町
内
の
こ
と
も
知
ら
な
い

こ
と
ば
か
り
。
も
と
も
と
こ
こ
に
先
祖
の
代
か
ら
住
ん
で
い
る
の
で
な
い
し
、

「
昔

は
…
…

」
と
い
う
年
配
の
人
の
昔
語
り
を
耳
に
し
た
覚
え
も
あ
ま
り
な
い
か
ら
仕
方

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
足
元
を
す
く
わ
れ
る
よ
う
で
心
も
と
な
い
。
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と
も
か
く
、
通
勤
路
沿

い
だ
け
で
な
く
あ
ち
こ
ち
う
ろ
う
ろ
す
る
こ
と
が
あ
る
が

目

に
す
る
も
の
す

べ
て
そ
れ
ぞ

れ
に
歴
史

の
中

に
あ
る
。
ほ
ん
の
少
し
で
も
そ
の
由

来

な
ど
を
知
る
と
、
全
く
気

に
か
け
て
い
な
か

っ
た
も
の
さ
え
、　
一
挙
に
近
し
い
も

の
に
思
わ
れ
て
く
る
。

（
一
九
九
〇

・
九

。
一
五
）
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