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祖
先
の
足
跡
シ
リ
ー
ズ

「
練
馬
の
石
造
物
路
傍
編
そ
の
〓
」
を
刊
行

こ
と
と
し
、
今
回
、
後
編
と
し
て
「
練
馬
の
石
造
物

路
傍
編
　
そ
の
二
」
を
刊
行
し
ま
し
た
。

う
し
な
が
ら
も
、
祖
先
の
人
々
の
思
い
を
語
っ
て
く

れ
て
い
ま
す
。

◇
消
え
て
い
く
石
造
物

近
年
、
こ
の
精
神
的
な
遺
産
が
、
道
路
改
修
、
宅

地
造
成
の
際
に
、
一
片
の
石
塊
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
心
の
痛
む
思
い
が

い
た
し
ま
す
。
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
路
傍
の

石
造
物
の
収
録
こ
そ
、
急
務
と
考
え
て
調
査
を
い
た

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を
す
べ
て
写
真
に
銘
文
を
添

え
て
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

本
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
路
傍
の
文
化
財
で
あ

る
石
造
物
に
心
を
と
め
て
戴
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。

◇
頒
布
の
お
知
ら
せ

「
練
馬
の
石
造
物
路
傍
編
そ
の
二
」
は
、
森

馬
区
郷
土
資
料
室
・
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化

財
係
・
情
報
公
開
室
に
お
い
て
一
冊
1

0
0
円
で
販
売
し

lて
い
ま
す
。

郷
土
資
料
室
で
は
、
平
成
元
年
と
二
年
に
、
区
内

全
域
に
わ
た
り
、
路
傍
の
石
造
物
を
調
査
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
を
二
冊
の
資
料
集
に
分
け
て
刊
行
す
る

◇
　
道
と
石
仏

道
は
人
の
歴
史
と
と
も
に
あ
り
、
道
は
人
と
人
と

を
結
び
付
け
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
、
そ
の
時
代
に

生
き
た
人
た
ち
の
姿
を
、
道
は
今
で
も
ど
こ
か
に
残

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

区
内
の
街
角
で
見
か
け
る
地
蔵
尊
、
馬
頭
観
世
音
、

庚
申
塔
な
ど
の
石
仏
は
、
年
月
の
流
れ
の
中
で
変
ぼ
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盲

盲

」

平
成
3
年
度
に
出
土
し
た

遺
構
・
遺
物
か
ら

げ
、
、
．
、
、
．
、
き
．
、
、
．
、
、
．
、
l
き
三
．
、
、
．
、
、
．
、
、
、
、
、
、
、
．
、
、
、
、
．
、
㌦

練
馬
区
内
を
流
れ
て
い
る
河
川
沿
い
に
は
、
約
1
4
0
箇

所
も
の
遺
跡
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
地
で
建
物

を
建
て
る
な
ど
の
工
事
が
実
施
さ
れ
ま
す
と
、
そ

の
遺
跡
が
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
文
化

財
保
護
法
と
い
う
法
律
に
よ
っ
て
、
開
発
工
事
の
前

に
消
滅
す
る
箇
所
の
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
記
録
を

と
っ
て
お
く
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
発
掘
調
査
を
「
記
録
保
存
調
査
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
本
稿
で
は
平
成
3
年
度
に
記
録
保
存
調
査

し
た
遺
跡
の
出
土
物
（
遺
構
・
遺
物
）
の
う
ち
、
学

術
的
に
価
値
が
高
く
、
ま
た
、
郷
土
練
馬
の
原
始
、

古
代
の
人
々
の
生
活
を
物
語
っ
て
く
れ
る
資
料
の
一

部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

平
成
3
年
度
に
は
、
8
箇
所
の
遺
跡
が
調
査
さ
れ

て
い
ま
す
。
写
真
①
は
豊
玉
中
一
丁
目
に
所
在
す
る

南
於
林
（
み
な
み
お
は
や
し
）
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ

た
平
安
時
代
の
水
田
跡
で
す
。
写
真
中
央
の
土
手
状

に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
部
分
が
畦
に
な
り
ま
す
。
遺

跡
は
、
中
新
井
川
沿
い
の
低
地
に
拡
が
っ
て
お
り
、

今
ま
で
に
五
枚
の
水
田
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

都
内
で
も
日
野
市
で
同
じ
時
期
の
水
田
跡
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
が
、
2
3
区
内
で
は
初
め
て
の
発
見
に
な

り
ま
す
。

写真（D

写
真
②
は
、
小
竹
町
二
丁
目
に
所
在
す
る
小
竹
遺

跡
第
2
地
点
の
調
査
で
出
土
し
た
縄
文
時
代
の
劣
翠

（
ひ
す
い
）
製
の
飾
り
で
す
。
孔
に
ひ
も
を
通
し
て

首
飾
り
な
ど
に
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
現
物
は
、
緑
色
を
し
た
も
の
で
輝
石
も
混
じ
っ

て
お
り
非
常
に
美
し
い
も
の
で
す
。
練
馬
区
周
辺
で

は
、
菊
翠
は
産
出
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
縄
文
時
代
の

人
が
各
地
と
の
交
易
に
よ
り
入
手
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
小
竹
町
の
む
ら
は
か
な
り
広
範
囲
の
む
ら
と

交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
遺
物
が
物
語
っ
て
く

れ
ま
す
。

写
真
③
・
④
は
大
泉
三
、
四
丁
目
付
近
を
通
る
外

か
く
環
状
道
路
建
設
に
先
立
つ
発
掘
調
査
で
出
土
し

た
遺
物
で
す
。
写
真
③
は
、
弥
生
時
代
の
有
力
者
の

墓
で
あ
る
方
形
周
溝
墓
か
ら
出
土
し
た
首
飾
り
で
す
。

小
玉
、
管
玉
（
く
だ
た
ま
）
、
臼
玉
が
組
合
わ
さ
っ
て

い
ま
し
た
。
コ
バ
ル
ト
ブ
ル
ー
を
し
た
小
玉
は
、
ガ

ラ
ス
製
で
す
。
写
真
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ

れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
学
術
的
に
価
値
が
高
い
ば

か
り
で
な
く
、
今
後
こ
の
ガ
ラ
ス
の
分
析
を
す
れ
ば
、

大
陸
な
ど
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
か
、
国
産
の
も
の

2
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で
あ
る
か
わ
か
り
ま
す
の
で
様
々
な
ロ
マ
ン
溢
れ
る

解
釈
を
現
代
人
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。
写
真
④
は
弥

生
時
代
の
鋤
な
ど
の
農
耕
具
で
す
。
皆
さ
ん
も
良
く

知
っ
て
い
る
静
岡
県
登
呂
遺
跡
な
ど
で
も
同
様
な
農

耕
具
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
写
真
の
も
の
以
外

に
も
こ
の
調
査
で
は
、
大
量
の
木
製
品
が
出
土
し
て

お
り
、
関
東
で
の
貴
重
な
出
土
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

写真③

写真（彰

－3－
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祭
り
囁
子
を
楽
し
く

－
中
村
囁
子
の

真
髄
を
追
っ
て
1

文
化
財
保
護
推
進
員

伊
　
藤
　
経
一

今
年
は
六
年
に
一
度
の
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
り
を

（
今
回
で
二
百
回
目
と
い
う
か
ら
歴
史
は
古
い
）
、

テ
レ
ビ
が
放
映
し
た
せ
い
か
、
み
ぞ
う
の
人
出
で
あ

っ
た
。
と
く
に
御
柱
里
曳
き
の
道
筋
に
あ
た
る
家
で

は
、
こ
も
か
ぶ
り
を
玄
関
に
据
え
て
、
道
行
く
人
々

に
ま
で
振
舞
う
ほ
ど
の
気
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。

い
ま
下
町
で
も
夏
祭
り
は
た
け
な
わ
で
あ
る
が
、

区
内
で
の
祭
り
は
秋
が
多
い
。
こ
れ
は
農
村
で
あ
っ

た
練
馬
地
区
は
、
農
地
作
業
の
関
係
か
ら
、
収
穫
を

感
謝
す
る
祭
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
お
祭

り
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
お
磯
子
が
あ
る
。
現
在
ま

で
練
馬
区
で
登
録
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
民
俗

芸
能
と
し
て
の
お
輝
子
は
、
「
八
丁
堀
三
吉
嚇
子
」

「
石
神
井
嚇
子
」
　
「
中
村
離
子
」
　
「
関
町
咲
子
」
の

四
団
体
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
、
「
中
村
嚇
子
」

に
つ
い
て
、
代
表
者
の
上
原
茂
男
氏
（
中
村
北
二
丁
目
）

に
、
か
つ
て
お
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

お
磯
子
と
い
う
の
は
、
音
に
よ
る
表
現
で
あ
る
た

め
文
章
に
ま
と
め
に
く
い
が
、
笛
、
大
太
鼓
、
小
太

鼓
二
、
鉦
を
使
っ
て
演
じ
る
五
人
ば
や
し
で
あ
る
。

そ
の
流
儀
に
早
間
、
中
間
、
大
間
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
磯
子
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
中
村
嚇
子
は
大
間
だ
そ

う
で
、
鎮
守
の
森
か
ら
風
に
乗
っ
て
の
ど
か
に
聞
こ

え
て
く
る
あ
の
音
色
で
あ
る
。

嚇
子
の
順
序
は
「
屋
台
－
昇
殿
－
鎌
倉
－
四
丁
舞

】
屋
台
」
と
つ
づ
き
、
約
十
五
分
の
演
奏
で
あ
る
。

練
習
の
基
本
は
、
屋
台
に
は
じ
ま
っ
て
屋
台
に
終
る

と
い
う
が
、
実
際
に
聞
い
て
も
そ
の
都
度
解
説
し
て

貰
わ
な
い
限
り
、
途
中
の
移
り
は
素
人
に
わ
か
り
に

く
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
同
じ
鎌
倉
と
い
っ
て
も

″
音
根
〟
と
〝
く
ず
し
″
と
い
う
演
じ
か
た
が
あ
る

と
い
う
。
音
根
は
高
音
で
鎌
倉
を
吹
く
と
い
う
か
ら

こ
れ
は
笛
で
、
こ
こ
一
番
が
聞
か
せ
ど
こ
ろ
な
の
で

あ
る
。
く
ず
し
は
文
字
の
通
り
で
、
い
く
ぶ
ん
ア
レ

ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
四
丁
舞
の
部
分
で
〝
た
ま
入
れ
″
と
い
う

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
小
太
鼓
が
互
い
に
競
う

の
で
あ
る
。
一
方
の
太
鼓
か
ら
、
一
方
の
太
鼓
へ
渡

す
と
き
の
妙
味
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
舞
台
に

向
っ
て
左
側
に
い
る
大
太
鼓
に
近
い
方
の
小
太
鼓
を

上
と
い
い
、
そ
の
右
の
小
太
鼓
を
下
と
い
う
。
こ
の

上
と
下
と
の
小
太
鼓
に
よ
っ
て
、
入
れ
る
方
と
受
け

る
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
太
鼓
を
打
ち
分
け
る
。
こ
の

両
者
の
か
ら
み
合
い
に
か
か
る
呼
吸
の
む
ず
か
し
さ

が
問
わ
れ
る
わ
け
で
、
打
ち
分
け
の
完
成
こ
そ
雪
同

の
極
致
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
な
す

に
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
練
習
す
る
し
か
な
い
と
、

上
原
氏
は
言
う
。

こ
の
秋
に
は
、
中
村
八
幡
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
る

例
大
祭
（
九
月
予
定
）
で
、
中
村
碑
子
を
じ
っ
く
り

と
聞
か
せ
て
草
っ
と
い
い
。
と
く
に
山
車
が
大
太
鼓

を
響
か
せ
て
境
内
へ
入
っ
て
来
た
と
き
、
あ
る
い
は

御
輿
が
威
勢
の
よ
い
ワ
ッ
シ
ョ
イ
（
「
輪
〔
和
〕
を
背
負

う
」
と
い
う
意
味
だ
と
市
川
市
の
浅
子
神
輿
店
常
務

飯
田
八
三
郎
氏
は
言
う
。
）
の
掛
声
で
、
近
づ
い
て
来

た
と
き
、
中
村
礫
子
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ
て

演
奏
さ
れ
る
か
を
聞
き
分
け
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め

て
中
村
嚇
子
の
真
髄
に
触
れ
た
思
い
が
す
る
の
で
あ

る
。

↓

中

村

囁

子


