
ヴ
ィ
ヅ
ク

ス
バ

ー
グ
の
都
市
地
理
的
研
究

場

閏

忠

雄

此
の
小
冊
は

G

eogr
ap
h
ical
R
e
v
ie
w

1
9
3
1.
N
o
.
2

桝
磯

の

P
r
e
ston

E
.

Jam
es
‥V
ick
s
b
u
r

g,a
S
tu
d
yin
U

r
b
a
n

g
e
o
g

L･aPhy
の
抄
解
で
､
,,,シ
シ

ツ

ビ
-
下
流

の氾洗
脱
に於
け

る
人
口
約
二
航
級

の
小
都
市
が
附
妃

の
平
野
の
利
用
と
河
川
変
心
に

支
配
せ
ら
れ
て
滋
脱
し
た
経
路
を
榔
仰
地
規
約
に
粥
扱

っ
た
も
の
で

あ
る
｡

ブ
ィ
ッ

ク
ス
バ
ー
グ
の
特
異
性
は
此
の
町
の
二
つ
の
建

築
物
の
封
照
に
ょ
-
表
現
ru
れ
て
ゐ
る
｡
両
者
は
ミ
シ

シ
ッ
ピ
ー
河
の
戯

い
氾
泥
流
む

見渡
す
こ
と
の
出
凍
る

河
成
谷
崖
の
斜
面
に
三
町
と
離
れ
夜

い
魔
に
立
っ
て
ゐ

る
が
'
其
の

一
は
古

い
郡
役
所
で
あ
る
｡
之
は
南
北
我

軍
時
代
以
前
か
ら
此
の
町
の
曝
遷
し
易

い
運
命
を
観
守

っ
て
水
火
も
の
で
､
叉
河
岸
の
町
々
が
内
陸
の
隣
接
村

落
等
を
侮
茂
の
眼
を
以
て
織
る
こ
と
が
Hj
凍
死
や
う
在

時
代
に
測
る
停
柾
の
代
表
者
で
も
あ
る
｡
他
の
建
築
物

は
新
し

い
二
十
階
の
ホ
テ
ル
で
之
は
グ
ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ

ゲ
イ

ッ
ク
ス

バ

ー
グ
の
都
市
地
排
的
研
究

の
摩
天
楼
と
も
云
ふ
べ
-
前
世
紀
の
建
築
楼
式
中
は
突

出
し
て
ゐ
て
不
調
和
に
見
え
る
が
'
就
骨
鐘
活
の
若
返

か
の
精
榊
を
現
し
'
都
市
風月
軌
の
革
新
開
始
の
象
徴
で

あ
る
0

1
>
河
岸
都
市

グ
ィ
ッ
ク
ス
.,,
-
ク
地
方
の
或
る
地

鮎
に
人
口
の

一
棟
を
鐘
じ
た
の
は
確
か
に
其
の
棟
蔵
の

優
越
性
に
由
る
と
瓜
は
れ
る
｡

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー

河
は
メ

ン
フ
ィ
ス
(M
em
ph
is)
か
ら
南
方
は
屈
曲
し
て
ゐ
る
の

で
河
水
は
肥
沃
夜
氾
濫
原
の
中
央
河
遇
を
流
れ
て
東
岸

に
河
成
谷
毘
を
残
し
て
ゐ
る
｡
共
産
か
ら

一
五
〇
哩
以

上
の
下
流
で
此
の
大
河
は
帯
び
兼
岸
に
衝
き
替
る
｡
此

の
地
鮎
か
ら
属
官
雌
の
間
蛇
行
L
を
が
ら
岸
に
接
近
し

て
流
れ
て
ナ
ッ
チ
ェ
ス
(N
atch
ez
)
の
近
-
ほ
蓮
す
る
｡

ゲィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
の
敢
初
の
位
置
は
急
を

1
群
の
斜
面

h
t持
っ
た
可
な
み
の
起
伏
地
で
あ
る
｡

此
の
地
瓢
の
河

70
7

二
七



地

球

妨
十
七
怨

成

谷

崖

は

氾

濫

原
上
約

一
四
〇
沢
の
高

さ

は

位

す

る

が

ナ

ッ
チ

ェ
ス

の

河
岸
と
裁

っ
て
鎚
築
す
る

の

ほ
飴

か

急

と

第 閲

ミシシッピー下流地方

云

ふ
祁

で
は
な

い
｡
此

の
谷
昆

は
黄
土

の
厚
恩

が
浸
馳

せ
ら
れ

た
も
の

で
あ
る

が
､
輩

土

層

は

下
軸

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
氾

濫
原
の
大
部
分
は
鱗
が

わ

又
ゲ
ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
ク
の
土

地
の
大
部
分
敵
弾
成
し
て

ゐ
る
｡
谷
崖

の
背
後
は
樹
枝
状

に
小
支
流
が
黄
土
層
を

開

挿

し

て

若

い

壮

年

谷

と

丘

と

を

形

成
し
､

高
さ
六
〇

帆

か

ら
1

0

0

沢

の

起

伏

を

量

す

る

0

′
黄

土

層

は

急

斜

面

の

生

成

を

促

す

特

性

を

有

す

る

の

で

谷

側

は

特

に

急

節

二
班

岩

二

二
八

で
丘
は
此
政
的
狭

い
.
此
の
蓮
の
谷
底
は

一
般
に
準
岬

で
盛
々
招
韓
性
で
あ
る
｡
グ
ラ
ス
川

(G
ta
ss
B
ayou
)
.

ス
タ
ク
ツ
川

(
S
乞
out
s
Bayo
u)
の
二
綬
流

は

北
東
か

ら
庸
軸
に
傾
斜
し

て
グィ
ック
ス
ガ
ー
ダ
の
排
水
を
な
し

て
ゐ
る
｡
此
の
両
川
の
分
水
銀
が
河
成
谷
崖
の
頂
上
に

蓮
す
る
虚
は
此
崎
的
賦

い
平
地
は
在
る
.
此
の
好
適
在

る
地
所
は
容
易
に
兼
部

へ
蓮
す
る
乙
と
が
田
凍
る
丘
の

兼
備
に
営
む
'
此
の
町
の
政
初
の
核
心
の

一
部
が
僚
ま

れ
た
廃
で
あ
る
｡

ゲ
ィ
ッ
ク
ス
r:,t
I
グ

は
初
め
ミ
シ

,b

ッ

ビ
ー
河
の
直
接
の
舘
は
位
躍
し
た
の
で
あ
る
が
､
今
は

r
uう
で
は
夜

い
｡

一
八
七
六
年
四
月
二
十
六
日
の
大
洪

水
で
河
は
突
然
屈
曲
の
内
側
の
狭

い
頚
部
を
破
っ
て
流

れ
其
の
結
果
と
し
て
ブ
ィ
ヅ
ク
ス
バ
ト
グ
が
高
燥
地
と
な

っ
た
｡
其
の
後
数
年
間
は
町
に
ポ
ー
ト
妄
通
ず
る
乙
と

も
出
水
を
か
っ
だ
が
､
･一
九
〇
三
年
政
府
の
技
師
が
蒋

び
ヤ
ゾ
-
河
の
流
を
導
い

て
水
運
の
鹿
を
科
し
め
た
｡

〓
p

ヴ
イ
ッ
ク
ス
バ
-
タ
の
建
設

都
市
の
形
態
は

種
々
な
方
法
で
賓
現
せ
ら
れ
る
が
､

一
旦
建
設
せ
ら
れ

る
と
原
型
が
根
本
的
は
擾
乱
せ
ら
れ
る
rJ
と
は
殆
A
ど

な

い
'
故
は
都
i=
の
各
部
分
は
多
少
共
和
市
の
発
展
を



反
映
し
て
ゐ
る
｡
即
ち
其
の
軸
物
の
建
築
櫨
式
の
み
な

ら
ず
.
其
の
配
列
の
形
式
に
現
れ
て
ゐ
る
｡
ゲ
ィ
ヅ
ク
ス

バ
ー
グ
ほ
於
て
は
例

へ
ば
町
の
北
部
の
碁
盤
目
型
は
南

部
の
浪
離
し
た
型
と
は
非
常
に
興

っ
た
時
代
に
其
の
起

源
を
有
す
る
の
で
あ
る
｡

グ
ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
地
方
の
土
地
が
最
初
に
利
用
さ
れ

た
の
は
沸
舗
世
人
と
西
班
牙
人
に
よ
る
城
難
の
建
設
に

始
ま
る
が
､
之
に
は
何
等
確
固
た
る
拓
殖
地
を
件
は
夜

か
つ
允
O
塵

が

十

八

世

紀

兼

の

敷

布

問

此

の
地

方

の
主

構
が
ま
だ

俳

･
四

･
米

三

岡

間

の

係

節

と

在

っ

て

ゐ

る

間

に
多
く

の

拓

利

他

計

嵩

が

少

-

と

も

同

上

で

行

ほ

れ

た
｡
ゲ

ィ
ヅ
ク

ス

ガ

ー

ダ

の

覗

付

置

を

岡

上

は

婆

求

し

た

者
の

1
人

に

ア

ン

ド

リ

ク

グ

ラ

ス

(
A
n
d
r
e
w

G
ta
s
s
)

が

ゐ

た

｡

彼

の

要

求

は

此

の

地

方

が

確

賓

に

米

閥

の

支

配

は

据

し

た

一八
〇

三

年

は

承

諭

さ

れ

た

O

之

は

河

道

は

天

機

平

行

の

方

向

を

有

す

る

正

方

形

の

地

域

で

あ

ヅ ク ス パ - グ 町 域 の 地 貌グ Ji

ダ

イ
ッ

ク
ス

バ

ー
グ
の

都

市
地
班

的
研
究

っ

て

河

道

は

其

の

常

時

西

二

五

度

の

方

向

h
t取

っ

て

流

れ

､

此

の

許

吋

地

は
北

東

一
八

度

の

位

置

に

聡

か

れ

で

あ

っ

た

O

此

の

方

位

は

よ

-

永

久

的

を

河

成

谷

崖

に

斜

は

取

ら

れ

て

ゐ

て

其

の

春

在

を

明

か

に

し

て

ゐ

ね

｡

此

の

地

域

は
後

に

エ

hr

ク

;

ト

ゲ

ィ
ッ
ク

(
N
e
w
e
t
V
ic
k
)
は

鋸

し

た

が

彼

の

拓

苑

地

は

北
東

敗

哩

は

及

ん

で
居

-

グ

ラ

ス

地

域

む

被

の

奴

隷

憧

域

は

利

用

し

た

.

鼓

.uJ
市

街

を

建

設
せ

ん

と

す

る
考

は

明

か

に

ゲ

ィ
ッ
ク

は

始

ま

っ

た
の

で

あ

る

｡

一
八

一
九

年

は

彼

の

死

す

る

前

は彼
は
河

岸

の

財

産

を

編

成

す

る

為

に

計

嵩

む
立
て

､

其

の
案

の
密

行

を

彼

三
二

二
九



地

球

節

十

七

笹

の
息
子
は
命
じ
た
｡
か
-
て

一
八
二
四
年
に
グ
ラ
ス
地

域
は
置
割
せ
ら
れ
鼓
に
ゲ
ィ
ッ
ク
ス
ガ
ー
ダ
が
建
設
さ
畔

-

た
｡
即
ち
敢
初
の
許
可
地
の
外
形
は

1
致
し
た
碁
盤
目

型
の
和
i;
計
塞
が
採
用
rJれ
た
が
､
之
は
箪

1
の
大
岩

と
形
の
分
譲
む
け
能
孝

b
し
め
る
非
常
に
賓
際
的
な
考

案
で
あ
っ
た
O
其
の
一
笹
の
而
積
は
二
エ
ー
カ
ー
で
あ

っ
て

一
チ
ェ
イ
ン
即
ち
六
六
沢
の
燐
ru
の
道
路
で
分
け

ら
れ
て
ゐ
ね
｡
併
し
郡
役
所
の
虞
で
交
る
二
つ
の
道
路

は
帖
が

一
〇
〇
沢
で
'
其
の
中
北
東
即
ち
ゲ
ィ
ッ
ク
の
右

い
拓
和
地
か
ら
ゲ
ィ
ヅ
ク
ス
バ
ー
グ
ほ
至
る
も
の
は
丘
の

延
長
は
従
っ
て
ゐ
る
の
で
碁
盤
目iiL型
と
交
か
切
る
の
む

許
さ
れ
､
酉
報
の
逆
と
河
と
の
間
の
土
地
は
商
晶
陸
揚

地
と
し
て

一
般
の
使
用
は
威
さ
れ
た
｡

此
の
地
に
碁
賭
日
式
の
都
市
型
を
適
用
し
ぎ

J
と
は

若
干
典
映
あ
る
酷
英
を
生
ぜ
し
め
た
｡
即
ち
丘
の
延
長

を
無
税
し
た
結
果
町
を
通
過
す
る
ほ
は
急
坂
む
上
下
す

る
か
又
は
幾
つ
か
の
角
を
曲
ら
な
く
て
は
在
ら
な

い
｡

唯
郡
役
所
で
愈
す
る
二
つ
の
崩

い
道
路
だ
け
は
異
例
で

あ
る
O
之
は
決
し
て
商
業
の
目
的
は
使
用
･Tb
れ
LJ
,J
と

は
な
-
､
今
日
商
業
匿
の
中
心
に
在
る
狭

い
密
基
せ
る

節

二

批

岩

川

三
〇

道
路
と
著
し
い
封
灘
計
葱

し
て
ゐ
る
｡

三
､
南
北
戦
畢
終
了
時
代
の
ヴ
ィ
ツ
タ
ス
パ
ー
ク

此
の
都
市
型
の
道
路
に
潜
へ
る
発
展
時
代
は
南
北
載
帝

を
以
て
終
-
む
骨
げ
た
｡
グ
ラ
ン
ト
賂
罪
の
技
師
が
攻

撃
用
と
し
て
基
い
LJ
明
細
な
地
閲
は

1
八
六
三
年
の
グ

ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
の
班
が
-
ほ
闘
し
て
の
基
韮
在
る
筒
棲

む
残
し
て
ゐ
る
｡
此
の
地
閲
は
原
始
の
町
の
来
報
が
少

し
も
騨
展
覧
誉
d
な

い
で
ゐ
力
闘
は
北
東
と
南
開
に
は

新
は
樹
加
し
聖

二
こ
の
新
道
が
皿
塞
､
そ
れ
が
碁
盤
目

型
の
上
に
も
延
長
し
た
乙
と
及
び
新
し
い
細
障
鋤
は
初

め
東
方
は
幾
分
か
離
れ
た
谷
底
に
造
ら
れ
LJ
,J
と
を
覆

し
て
ゐ
る
｡
郡
役
所
の
牝
と
東
の
道
路
に
滑
っ
て
小
商

業
匿
が
あ
っ
た
｡
併
し
主
を
商
業
中
心
は
現
在
の
如
-

此
の
町
を
南
北
は
通
過
し
得
る
唯

山
の
連
結
淀
路
な
る

ワ
シ
ン
ト
ン
術
は
約
ふ
も
の
で
あ
っ
た
O
此
の
商
業
中

心
地
の
周
囲
は
住
宅
地
で
鍾
ら
さ
れ
て
ゐ
て
二
箇
所
に

あ
る
優
良
住
宅
地
匿
を
含
ん
で
必
死
｡

市
術
磯
展
の
筋
二
期
は
㈲
北
戟
軍
の
終
了
は
始
ま
る

山
八
六
〇
年
は
町
は
人
口
四
､
五
〇
〇
を
有
し
た
が
､

其
町
中

白
人
は
三
封

一
の
割
合
で
多
数
を
古

め
て
ゐ



シシッピ-何 故ヤゾ-河 とグJ.I,クスバ ーグ

允
o

i

八
七
〇

年
に
は

人
口
約

山
二
'

五
〇
〇

と
在
つ

た
が
'

其

の

五

五
%
は

貴
人
で

あ
っ
て

〓祉
等
の
･

数
は
版

本
的
の

担
化
を

物
語
っ

てゐ
る
O

南
部
各

ゲ
イ

ツ
ク
ス

バ
ー
グ
の
榔
和
地
即
的
肺
炎

都
市
に
放
け
る
南
北
戦
軍
前
の
上
流
階
級
の
壁
活
は
新

に
自
由
に
在
っ
た
貴
人
と
復
興
の
騒
動
の
鞘
に
串
運
を

求
め
ん
と
し
て
凍
る
数
千
の
北
方
人
と
の
侵
入
に
よ
っ

て
突
秋
…破
壊
さ
れ
た
｡
之
は
無
作
法
夜
要
素
が
勢
力
を

占
め
た
混
乱
の
時
代
で
79
あ
-
又
基
頓
の
時
代
で
も
あ

っ
た
｡
か
-
て
其
の
結
基
は
明
か
は
町
の
外
貌
は
見
ら

れ
小
匿
割
は
混
沌
む
凍
し
､
原
始
市
街
の
南
部
は
特
に

甚
だ
し
-
､
又
佃
有
の
縛
路
撃

y
苧

JT
じ
て
大
析
路
型

に
完
成
し
た
JO
の
と
の
錯
綜
'
目
貫
さ
の
南
北
街
路
ワ

･b
ン
･1
ン
縛
等
を
含
む
不
規
則
に
頗

V､街
路
な
ど
を
濫

成
し
た
の
で
あ
る
｡

此
の
時
代
を
通
じ
て
ゲ
T
ツ
ク
ス
バ
ー
グ
は
箪

一
機
能

の

-1
商
業
町
で
あ
っ
た
.

一
八
五
〇
年
よ
-
以
前
で
さ

へ
も
蛾
遺
工
場
と
繰
細
機
械
工
場
が
あ
っ
た
の
で
何
と

衣
-
工
業
的
の
風
情
を
輿

へ
た
が
､
し
か
し
商
業
が
主

婁
孜
機
能
で
あ
っ
て
最
初
は
河
の
東
鼎
か
ら

-1
五
叉
は

二
〇
哩
の
摩
種
以
内
の
拓
和
地
と
の
間
の
小
貫
が
主
な

も

の
で
あ
っ
た
O
併
し
主
要
交
通
線
上
に
在
る
此
の
町

は
後
に
中
央

ミ
,)I
シ
ヅ
ピ
ー
河
の
大
部
分
を
通
じ
て
釦

栗
活
動
に
商
業
戦
略
上
の
好
位
躍
h
ね

た
｡
其
の
卸
巽

1rJlg

..川.I

.L



地

球

節

十

七

笹

は
附
近
の
小
都
市
の
小
費
晶
を
供
給
す
る
の
で
あ
つ
た

が
主
要
部
分
は
柵
花
の
費
買

｡
斯
基
及
び
船
積
で
あ
っ

た
0熱

る
ほ
若
干
の
出
演
事
の
合
同
原
因
は
よ
っ
て
デ
ィ
ッ

ク
ス
パ
ー
グ
の
位
置
の
偶
値
を
減
少
せ
し
め
十
年
間
の

急
速
夜
聴
展
を
妨
げ
る
に
至
っ
た

｡

ニ

ュ
ー
オ
ル
リ
ー

ン
ス
の
商
業
か
ら
判
断
し
得
る
な
ら
ば
､

河
川
交
通
は

閥
北
載
辞
の
直
前
は
敢
高
潮
に
蓮
し
た
の
で
あ
る
が
､

戦
後
は
於
で
さ
へ
も
<
々
は
鉄
道
の
有
す
べ

き
効
基
を

充
分
は
賓

現し
な
か
っ
た
O
河
岸
都
市
の
ナ

ッチ
言

や

節

二

班

703;

三
二

グ
ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
の
如

d
Jは
政
道
の
叫
心
地
と
し
て
は

秦
-
不
利
な
虞
で
あ
っ
た
｡
此
の
河
川
運
輸
の
薮
督
と

共
に

1
八
七
六
年
に
河
通
の
躯
速
が
あ
っ
た
｡
著
し
も

此
の
鼻
蓬
が
二
〇
年
も
早
-
起
っ
た
な
ら
ば
も
つ
と
蛋

大
在
怒
影
響
を
来
し
た
rJ
と
で
あ
ら
う
に
､
此
の
時
の

は
其
の
特
典
は
於
で
左
弾
で
も
な
か
っ
た
｡
,之
は
加

へ

て

?
八
七
八
年
の
激
烈
な
黄
熱
病
流
行
は
盈
人
間
は
著

し

い
影
響
計
奥

へ
'
之
は
よ
っ
て

7
八
七
〇
年
に

山
二

四
凶
三
で
あ
っ
た
人
目
が

一
八
八
C
年
に
は

1
7
､
八

一
四
人
は
減
少
し
た
珊
由
が
容
易
は
諒
解
山
解
る
｡

第

四

間

グ
ィ
ヅ
ク
ス
バ
ー
ク
の
初
刷
は
於
け
る
礁
曝
段
階



第
十
九
聴
視
未
の
二
五
年
間
は
ヅ
ィ
ッ
ク
ス
ガ
ー
ダ
の

沈
滞
期
で
あ
っ
た
｡

餓
遺
跡
の
中
心
は
我
る

ジ
ャ
ク
ソ

ン
(J
a
c7.{so
n)
は
次
第
は
横
大
し
て
ゲ
ィ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ

の
名

邸
の

み
な
ら
ず
卸
哲
塘
髄
む
奪
ふ
ほ
至
っ
た
｡
史

に
準
据
能
力
の
増
大
は
柵
載
印
場
の
大
分
散
を
促
し
､

ブ
ィ
ッ
ク
F'ハ
ー
グ
は
皆
初
は
指
導
的
の
役
を
勤
め
た
が
遂

に
は
多
数

の
市
場
中
の

1I
た
る
地
位
を
保
つ
ほ
過
ぎ
在

-
な
っ
た
｡
刷
花
生
産
地
帯
中
の
大
生
産
地
.
特
に
肥

沃
な
ヤ
ゾ
-
､

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー

か
ら
北
部
の
珪
鷹
を
反

映
す
る
代
-
ほ
ゲ
ィ
ッ
ク
ス
rJ,1
-
グ
は
漸
次
ワ
-

レ
ン
郡

(W
a
rren
C
ounty)
で
生
産
さ
れ
る
地
方
的
綿
花
は

よ
る
や
う
に

な
っ
た
〇

四
､
現
在
の
ヴ
ィ
ッ
ク
ス
バ

-
ゲ
町

一
九

〇
〇
年

か
ら

l
九

一
〇
年
は
至
る
間

は
ブ
ィ
ヅ
ク
ス
バ
ー

グ
は
人

口

一
_
p
八

〇
〇
か
ら
二
〇
.
八

〇
〇
に
増
加
し
た
｡

一
九
二
〇
年

に
は
1
寸
減

少
し
ね
が
､
一
九
三
〇
年
の

間
数
調
査
で
は
二
二
､
九
四
三
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
此
の

期
間
の
樹
減
の
大
部
分
は
謹
人
の
人
口
に
拘
る
の
で
あ

る
が
､
白
人
は
次
姉
に
塘
加
の
傾
向
に
在
る
｡
此
の
閏

は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
確
賓
に
指

導
的
地
位
は
漸

進
し
､

1

ダ
イ

ツ
ク

ス
バ
ー
グ
の
都
市
地
班
的
研
究

九
三
〇
年
は
四
八
､
二
八
二
む
示
し
､
､同
時
に
ナ
ッ
チ
ェ

ス
は
温
か
に
下
位
に
下
-

一
三
､
四
二
二
と
克
っ
た
.

ゲ
ィ
ッ
ク
ス
.rt
I
グ
と
.(,h
ヤ
ク
ソ
ン
二
村

の
此
の
椅
加
は

主
と
し
て
重
工
業
の
急
速
を
進
歩
の
結
基
で
あ
る
｡

ブ
ィ
ヅ
ク
ス

'バ
ー
ク
に
は
現
在
三
九
稀
の
工
業
が
行
は

れ
て
ゐ
る
｡

此
の
申
二
二
は
地
方
的
工
業
で
､
残
り
の

中
九
は
家
風
･床
板
･箱
･修
板
･桶

｡
椀
等
の
如
き
木
材

加
工
品
た
生
産
す
る
も
の
で
'
木
材
の
大
部
分
は
河
で

運
搬
さ
れ
縛
る
の
で
便
利
で
あ
る
｡
他
の
八
工
業
の
中

に
は
綾
錦
機
械
工
場
･噸
縮
工
場
･相
賓
油
工
場

｡
滞
圃

工
場
な
ど
h
T含
み
､
二
つ
の
鉄
道
及
び
政
府
護
岸
修
築

用
の
鉄
道
工
場
や
機
械
工
場
が
含

ま
れ
て
ゐ
る
｡
第
十

九世
紀
の
壁

一
機
能
の
商
業
都
市
は
遇
等
の
釆
工
業
を

加

へ
た
も
の
が
現
在
の
多
機
能
商
工
業
都
絹
を
産
み
出

し
た
の
で
あ
る
｡

五
㌧
商
工
墓
地
匡

此
の
町
の
三
%
を
占
み
る
商
業

中
心
匿
が
現
在
に
於
で
79
あ
-
文
教
展
の
初
期
以
来
存

し
た
場
所
は
ワ
シ
ン
ト
ン
術

に
沿
ふ
塵
で
其
の
淵
は
相

成
谷
崖
上
に
逢
し
て
み
る
O
此
の
商
業
中
心
匿
は
小
責

惜
地
匿
を
も
含
ん
で
ゐ
て
郡
市
や
郊
外
村
落

へ
の
奉
仕

TO心

三
三
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を
役
目
と
し
て
ゐ
る
｡
之
は
三
､
四
階
の
祉
物
は
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
､
其
の

一
般
的
嵩
n
の
期

で
は
入
階
の
銀
行
及
都
洛
所
の
捷
物
や
二
〇
階
の
ホ
テ

ル
に
凌
鶴
さ
れ
て
ゐ
る
｡
是
等
の
商
館
は

1枚
に
煉
瓦

鍵
で
其
の
横
式
は
来
園
東
部

都
市
に
於
け
る
七
〇
階
八

〇
階
の
大
建
物
に
対
し
て
少
-
と
も
特
色
あ
る
も
の
で

あ
る
｡

此
の
様
式
の
建
物
が

狭

い
術
路
を
隔

て
J
相

封
し
今
や
自
動
革
電
車
で
満
ち
電
線
が
糠
網
の

如-
梶

-
廻
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
其
の
主
事
形
状
は
近
代
的
の
新

捷
h
l持
た
な

い
古
式
都
市
に
似
て
ゐ
る
も
の
J
一
で
あ

る
｡
嘱
中
心
地
匿
の
大
部
分
は
他
の
地
匿
よ
-
7P
多
-

の
建
築
物
を
有
し
､
其
の
高
n
ほ
於
で
も
著
し
い
C

町
の
全
地
域
の
二
%
む
占
め
て
ゐ
る
釦
衷
置
域
は
､

河
成
谷
崖
の
低

い
斜
面
滋
に
河
蛍
の
狭

い
氾
濫
原
は
潜

っ
て
其
の
大
部
分
は
疑
も
な
-
衰
額
の
風
情
を
ホ
し
て

ゐ

る｡
建
物
の
多
-
は

一
階
蓮
の
煉
瓦
又
は
波
状
鏡
板

小
尾
で
あ
っ
て
常
で
釦
責
活
動
の
磯
展
時
代
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
現
代
鬼
等
の
古

t′､
塵
物
の
約
草

分
位
は
暴
豪
で
あ
る
｡

ゲ
..ッ
ク
ス
バ
ー
グ
の
卸
褒
穐
能
の
推
捗
は
政
肝
の
補

サ
イ

ツ
ク

ス
バ

ー
グ
の
都
市
地
郡
的
研
究

助
金
に
ょ
る
河
川
交
通
の
更
新
的
情
動
は
件
は
れ
で
凍

た
｡
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
､
ク
ォ
-
ヤ
ー
輩
物
船
航
路
は
町
の

南
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
河
に
浮
鞭
集
を
有
し
､
此
の
鞭
巣
､

釦
裏
地
匿
及
び
工
業
地
園
と
の
間
を
蛾
道
で
連
絡
し
て

ゐ
る
.
此
の
航
路
の
賃
金
率
は
各
都
市
は
於
け
る
舶
革

連
絡
の
費
用
を
含
め
で
も
呑
地
道
賃
金
率
よ
-
安
-
衣

る
様
に
米
因
州
際
商
業
委
員
骨

(In
ter
st
ate
C
o
m
･

m
eT
Ce
C
om
mi
s
s
io
n
)
に
よ
っ
て
決

定
n
れ

てゐ
る
｡

此
の
町
の
舶
横
は
一
九

一
九
年
の
八
寓
噸
か
ら

一
九
二

八
年
の
二
九
四
常
噸
ほ
増
加
し
た
｡

安

い
地
債
と
交
通
紬
に
按
近
し
で
ゐ
る
fJ
と
は
町
の

蛮
工
業
の
所
在
に
取
つ
ttJ
特
に
必
粟
を
使
件
で
あ
る
｡

蕊
等
の
棟
件
は
大
磯
都
祁
の
周
囲
に
見
出
さ
れ
他
に
利

用
出
水
な

い
様
な
低
温
地
に
も
見
出
さ
れ
る
｡
グ
ィ
ッ
ク

ス
バ
ー
グ
の
場
合
は
工
場
の

一
群
が
町
の
行
政
置
城
内

の

釦
裏
地
園
の
南
の
氾
濫
原
に
在
る
0
他
の

1
群
は
木

材
加
工
工
場
九
の
中
瓦
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
で
ヤ
ゾ
-

河
の
曲
-
角
の
向
ふ
の
二
､
三
哩
北
方
に
載
る
｡
其
の

飴
の
多
-
の
工
場
は
町
の
南
方
五
哩
も
離
れ
た
塵
に
布

-
品
等
の
逮
-
外
部
に
春
す
る
雅
工
場
は
明
か
に
町
の

.EOf
.

三
九



也

求

解
十
七
怨

一
部
む
な
し
.
か
～
る
地
形
的
分
離
は
其
の
間
に
織
-

込
ん
で
ゐ
る
不
通
飴
地
閲
は
よ
る
｡
多
-
の
地
方
的
軽

工
業
は
全
市
の
特
別
な
位
置
に
分
散
し
て
ゐ
る
が
p
主

は
商
業
中
心
閲
の
周
閲
は
分
布
し
て
ゐ
る
｡

大
､
棲
宅
地
匿
と
整
地

ブ
ィ
ッ
ク
ス
パ
ー
グ
の
金
面

積
の
七
八
%
は
住
宅
地
で
あ
る
｡
之
を
研
究
の
便
宜
上

四
閲
に
分
け
る
と
貸
間
匿
･優
良
佐
宅
間
･普
通
佳
宅
間

及
び
貴
人
住
宅
閲
と
な
る
｡
是
等
四
階
級
の
配
列
は
概

し

三
.臼
へ
ば
商
業
中
心
地
の
周
囲
散
在
す
同
心
園
の

一

群

であ

る
｡
此
の
…
叫
純
を
環
状
形
式
は
旦
ヤ
谷
は
調
盤

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
此
蛭
的
ほ
担
化
せ
ら
れ
る
｡
例

へ

ば
盈
人
位
の
二
〇
･四
%
は
谷
に
'
昭

二
丁
五
%
だ
け

が
丘
の
頂
上
は
在
る
｡

主
と
し
て
貴
人
の
佳
人
で
ゐ
る
卸
間
劃
住
宅
地
に
普

通
の
白
人
の
家
も
あ
る
が
､
此
の
地
匿
は
丘
に
沿
以
東

方
は
無
-
衣
-
､
丘
の
頂
上
の
道
路
に
よ
っ
て
町
の
中

心
部
は
連
絡
し
て
ゐ
る
｡
町
の
行
政
憧
域
の
限
外
は
国

民
軍
事
公
園
の
内
側
で
あ
る
が
､
此
の
公
園
の
外
側
は

節

二

排

〓
ロ

三
六

町
外
で
､

廉
惜
な
土
地
と
枕
の
盛
に
鼓
は
此
鞍
的
密
集

し
た
幾
つ
か
の
灘
工
場
が
あ
っ
て
町
域
内
の
丘
の
頂
上

の
発
展
に
似
た
も
の
で
､
遊
軍
は
地
坪
的
ほ
兄
LJ
都
苗

の
内
部
は
絶

て包
含
ruれ
る
｡
頂
部
の
基
地
の
存
在
4<.LJ

除

い
て
ゲ
ィ
ッ
ツ
ク
ス
バ
ー
グ
は
比
較
的
緊
密
は
つ
ま
つ

て
居
-
.
町
の
蒐
婁
部

に
春
す
る
著
千
の
暴
地
は
占
居

が
殆
ん
ど
不
可
能
な
黄
土
の
垂
直
は
近

い
毘
か
ら
成
る

土
地
か
又
は
地
道
近
接
地
で
主
と
し
て
工
業
的
利
用
に

価
値
あ
る
氾
濫
原
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
｡
悲
ら
-
急
激
に

聴
蓮
す
る
柳
津
は
其
の
都
市
地
域
内
は
斯
-
の
如
き
非

発
展
の
土
地
を
含
み
､
反
射
に
徐
々
は
教
壇
す
る
か
又

は
静
止
的
の
都
市
は
其
の
市
域
外
に
賦
が
ら
ず
ほ
右
の

様
を
域
内
の
基
地
を
充
す
傾
向
あ
る
rJ
と
は
穏
健
な
通

則
で
あ
ら
う
｡

之
を
要
す
る
デ
ィ
ッ
ク
ス
パ
ー
グ
の
腰
衣
は
河
川
交
通

の
発
展
と
東
は
欝
土
高
地
及
び
北
は
ヤ
ゾ
-
河
氾
濫
原

の

1
暦
珪
藻
的
利
用
に
依
春
す
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
が

出
来
よ
う
｡
(完
)

昭
和
六
舛

十
一
月
未
収
水

川
員
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