
 
 

25

文
京
区
の
関
口
二
丁
目
と
目
白
台
一

む
な
つ
き
ざ
か

丁
目
の
境
に
「
胸
突
坂
」
と
い
う

古
坂
が
あ
る
。
こ
の
坂
は
あ
ま
り
に
も
急

峻
な
の
で
、
胸
を
斜
面
と
平
行
に
突
く
よ

う
に
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
上
れ
な
い
と
こ

ろ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。
鬱
蒼
と
繁
っ
た

樹
林
の
間
を
馳
け
上
る
姿
は
雄
大
で
、
い

つ
も
壮
快
な
気
分
に
し
て
く
れ
る
。

坂
下
の
駒
塚
橋
の
下
を
流
れ
る
の
が
神

田
川
。
古
く
は
江
戸
川
と
呼
ば
れ
た
。
江

お
お
あ
ら
い
ぜ
き

戸
時
代
に
は
、
少
し
下
流
に
大
洗
堰
が

設
け
ら
れ
、
神
田
上
水
の
取
水
口
に
な
っ

て
い
た
。
水
戸
藩
邸
（
現
後
楽
園
）
を

経
て
、
神
田
・
日
本
橋
方
面
に
飲
料
水
を

供
給
し
て
い
た
の
だ
。
坂
下
西
側
に
あ
る

水
神
社
は
神
田
上
水
の
守
護
神
で
、
胸
突

坂
の
別
名
を
水
神
坂
と
も
い
う
。

坂
下
の
東
側
に
は
関
口
芭
蕉
庵
が
あ

る
。
俳
人
・
松
尾
芭
蕉
は
伊
勢
津
藩
・
藤

堂
家
の
近
習
だ
っ
た
が
、
延
宝
五
（
一
六

七
七
）
年
か
ら
三
年
間
、
神
田
川
の
改
修

工
事
に
現
場
監
督
と
し
て
従
事
し
た
。
こ

の
と
き
住
ん
で
い
た
小
庵
が
後
に
芭
蕉
庵

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
芭

蕉
が
深
川
へ
移
り
、「
奥
の
細
道
」
の
旅

に
出
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
園
内
に
は

さ
み
だ
れ

芭
蕉
堂
や
、「
五
月
雨
に
か
く
れ
ぬ
も
の

や
瀬
田
の
橋
」
の
短
冊
を
埋
め
て
墓
と
し

た
「
さ
み
だ
れ
塚
」
な
ど
が
あ
る
。

坂
を
上
っ
て
い
く
と
、
東
側
に
は
明
治

の
元
勲
・
田
中
光
顕
邸
（
現
蕉
雨
園
）

と
山
県
有
朋
邸
（
現
椿
山
荘
）
が
深
い

森
に
包
ま
れ
て
い
る
。
坂
の
西
側
は
肥
後

熊
本
藩
・
細
川
家
の
下
屋
敷
跡
で
、
和
敬

塾
・
新
江
戸
川
公
園
一
帯
を
含
む
広
大
な

敷
地
だ
っ
た
。
細
川
家
所
蔵
の
美
術
品
を

集
め
た
永
青
文
庫
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

二
三
区
内
に
は
五
つ
の
胸
突
坂
が
あ
る

が
、
こ
こ
の
坂
ほ
ど
優
雅
で
江
戸
の
情
趣

を
残
し
た
坂
は
な
い
。正
に
名
坂
で
あ
る
。
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千
代
田
区
富
士
見
、
暁
星
学

に
ご
う
は
ん

園
脇
に
あ
る
「
二
合
半
坂
」
の

坂
名
の
由
来
は
お
も
し
ろ
い
。

こ
の
坂
の
高
台
か
ら
は
、
富

士
山
と
日
光
山
（
男
体
山
）
が

よ
く
見
え
た
。
富
士
山
の
高
さ

を
十
合
と
す
る
と
、
日
光
山
は

五
合
の
高
さ
だ
っ
た
が
、
そ
の

上
部
の
半
分
し
か
望
め
な
か
っ

た
の
で
二
合
半
と
い
う
わ
け
。

ま
た
、
一
合
の
酒
を
飲
ん
で

も
、
こ
の
急
坂
を
上
る
と
二
合

半
の
酒
を
飲
ん
だ
ほ
ど
に
酔
っ

た
か
ら
と
も
い
う
。
別
名
を
こ

な
か
ら（
二
合
半
）坂
と
い
う
。
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