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名
張
市
と
東
京
都
豊
島
区
と
は
、
江
戸
川
乱

歩
の
生
誕
地
と
終
焉
地
と
し
て
ご
縁
が
あ
り
、

一
昨
年
に
は
友
好
の
証
と
し
て
、
豊
島
区
か
ら

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
桜
が
贈
ら
れ
、
名
張
市
役
所

前
に
植
樹
さ
れ
て
い
ま
す
。
冬
の
寒
さ
も
緩
み

は
じ
め
、
昨
今
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
は
、
桜
の

開
花
予
測
が
告
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
み
な
さ
ん
は
歴
史
の
授
業
で
江
戸

時
代
に
各
大
名
が
江
戸
と
領
地
を
交
互
に
行

き
来
す
る
参
勤
交
代
の
制
度
を
習
っ
た
と
思

い
ま
す
。
藤
堂
藩
も
三
十
二
万
石
の
大
大
名

と
し
て
、
支
藩
で
あ
る
久
居
藩
も
含
め
て
江

戸
に
６
つ
の
屋
敷
を
構
え
て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
藩
主
と
そ
の
家
族
が
住
ま
い
と
す

る
上
屋
敷
が
神か

ん
だ
む
こ
う
や
な
ぎ
は
ら
ち
ょ
う

田
向
柳
原
町
に
あ
り
ま
し

た
。
近
く
に
は
神
田
川
が
流
れ
、
今
は
か
つ

て
屋
敷
あ
っ
た
場
所
が
歴
代
藤
堂
家
藩
主

の
官
職
で
あ
っ
た
和い

ず
み
の
か
み

泉
守
か
ら
千
代
田
区

神
田
和
泉
町
と
し
て
町
名
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
そ
の
向
か
い
に
は
支
藩
で
あ
る
久
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居
藩
の
上
屋
敷
も
あ
り
ま
し
た
。
す
こ
し

北
の
秋
葉
原
方
面
へ
行
っ
た
下し

た
や
く
ぼ
ち
ょ
う

谷
窪
町
に

は
、
隠
居
や
跡
継
ぎ
が
住
ま
い
と
す
る
中
屋

敷
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
隅
田
川
の
対

岸
、
両
国
橋
の
東

ひ
が
し
た
も
と
袂
に
江
戸
蔵
屋
敷
が
あ
り

ま
し
た
。
今
の
両
国
国
技
館
の
南
側
に
位
置

し
、
近
く
に
は
、
斜
め
前
の
回え

こ
う
い
ん

向
院
を
挟
ん

で
、
そ
の
裏
手
に
は
忠
臣
蔵
で
お
な
じ
み
の

本ほ
ん
じ
ょ
ま
つ
ざ
か
ち
ょ
う

所
松
坂
町
吉き

ら
こ
う
ず
け
の
す
け
て
い

良
上
野
介
邸
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
吉
良
邸
か
ら
東
に
通
り
を
３
本
隔

て
た
と
こ
ろ
に
久
居
藩
の
下
屋
敷
が
あ
り

ま
し
た
。
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
吉
良

邸
は
「
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
」
で
有
名
で

す
が
、
こ
の
赤
穂
事
件
の
浅あ

さ
の
た
く
み
の
か
み
な
が
の
り

野
内
匠
頭
長
矩

の
祖
母
は
、
何
と
名
張
藤
堂
家
初
代
藤
堂
高

吉
の
姪
に
あ
た
る
人
物
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
少
し
郊
外
に
出
た
豊
島
区
本
郷

駒
込
に
別
邸
と
し
て
下
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
あ
た
り
一
帯
は
江
戸
時
代
、
染
井
村
と

呼
ば
れ
、
下
屋
敷
の
前
の
通
り
に
は
植
木
屋

が
集
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
品
種
改
良
さ
れ

栽
培
さ
れ
て
い
た
の
が
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
で
す
。

　

現
在
、
豊
島
区
の
区
の
花
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
交
配
に

よ
り
人
工
的
に
作
ら
れ
た
品
種
で
あ
り
、
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
同
士
で
は
結
実
（
種
子
）
が
で

き
な
い
た
め
、
今
我
々
が
目
に
す
る
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
は
、
接つ

ぎ
木
に
よ
る
も
の
で
、
全
て

同
じ
遺
伝
子
を
持
っ
た
ク
ロ
ー
ン
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
に
は
、
藩
の

下
級
武
士
で
あ
る
無む

そ
く
に
ん

足
人
が
警
護
に
つ
い
て

い
ま
し
た
が
、
特
に
下
屋
敷
の
警
護
に
つ
い

て
い
た
無
足
人
を
地
名
か
ら
と
っ
て
染
井
無

足
人
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
地
元
を
離
れ
花

の
お
江
戸
に
赴
け
る
と
あ
っ
て
、
多
く
の
若

者
に
人
気
の
職
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

藤
堂
藩
の
江
戸
屋
敷
は
、
全
て
取
り
壊

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
唯
一
、
下
屋

敷
の
裏
門
だ
け
が
江
戸
時
代
か
ら
著
名
な

植
木
屋
の
丹
羽
家
に
引
き
取
ら
れ
、
現
在

は
豊
島
区
に
寄
贈
さ
れ
、
区
内
の
「
門
と

蔵
の
あ
る
広
場
」
に
移
築
さ
れ
、
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
も
植
え
ら
れ
た
小
さ
な
公
園
と
し

て
今
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
ん
な
ご
縁
か
ら
か
同
じ
く
藤

堂
藩
の
大
阪
北
区
天
満
に
あ
る
大
阪
屋
敷

に
も
多
く
の
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
藤
堂
藩
大
阪
屋

敷
は
明
治
政
府
の
造
幣
局
と
し
て
建
て
か

え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
邸
内
に
植

栽
さ
れ
て
い
た
桜
樹
木
約
一
二
〇
品
種
、

約
四
〇
〇
本
も
一
緒
に
引
き
継
が
れ
た
の

で
す
。
大
阪
造
幣
局
の
通
り
抜
け
で
見
て

い
る
桜
に
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
あ

っ
た
の
で
す
。
ま
た
門
外
不
出
と
さ
れ
て

き
た
造
幣
局
の
桜
も
ご
縁
が
あ
っ
て
特
別

に
挿
し
木
を
し
た
桜
を
淀
川
の
水
源
の
一

つ
で
あ
る
比
奈
知
ダ
ム
の
せ
せ
ら
ぎ
公
園

に
植
え
ら
れ
「
通
り
ぬ
け
の
桜
」
と
し
て

我
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
お
花
見
に
は
、
少
し
藤
堂
藩
の

武
士
や
藩
邸
の
警
護
と
し
て
名
張
か
ら
赴

い
た
無
足
人
の
若
者
た
ち
も
見
た
で
あ
ろ

う
桜
と
同
じ
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
今
も
息
づ

い
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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