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目
黒
区
の
上
目
黒
一
丁
目
九
と
青
葉

台
一
丁
目
六
と
の
間
で
、
代
官
山

交
番
の
西
脇
か
ら
南
へ
、
そ
し
て
途
中
か

う
き
ょ
く

ら
西
へ
迂
曲
し
て
下
る
急
坂
が
あ
る
。
名

め
き
り

め
き
り

前
を
目
切
坂
（
〆
切
坂
）
と
い
う
。
長
い

石
塀
に
オ
カ
メ
ヅ
タ
が
か
ら
ま
り
、
北
側

の
屋
敷
林
と
歩
道
に
立
ち
並
ぶ
シ
イ
の
巨

木
が
坂
に
枝
を
伸
ば
し
、
こ
ん
も
り
し
た

ト
ン
ネ
ル
を
作
っ
て
い
る
。
新
緑
の
こ
ろ

に
歩
く
と
、
樹
林
か
ら
の
木
漏
れ
日
が
緑

の
樹
影
を
投
げ
か
け
て
美
し
い
。

う
す

坂
名
の
由
来
は
、
こ
の
坂
上
に
石
臼
の

目
切
り
を
す
る
石
工
の
名
人
が
住
ん
で
い

た
こ
と
に
よ
る
。
名
工
の
名
は
伊
藤
与
右

衛
門
（
ま
た
は
与
兵
衛
）
と
い
い
、
鎌
倉

時
代
か
ら
続
く
旧
家
で
、
明
治
一
〇
（
一

八
七
七
）
年
ご
ろ
ま
で
居
住
し
て
い
た
と

い
う
（「
目
黒
区
誌
」「
目
黒
区
大
観
」）。

ま
た
、
こ
の
坂
道
は
旧
鎌
倉
街
道
で
も

あ
っ
た
。
旧
山
手
通
り
の
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ

ラ
ス
Ｄ
棟
の
前
庭
に
あ
る
猿
楽
塚（
円
墳
）

か
ら
下
っ
て
、
こ
の
道
に
続
い
て
い
た
。

よ
ろ
い
か
ぶ
と

鎧
兜
の
荒
武
者
が
「
い
ざ
鎌
倉
へ
」
と

馬
を
疾
駆
さ
せ
て
い
た
光
景
を
想
像
す
る

と
、
深
い
感
慨
に
襲
わ
れ
て
く
る
。
林
の

中
の
う
す
暗
い
坂
道
だ
っ
た
の
で
暗
闇
坂

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

坂
が
屈
折
し
た
と
こ
ろ
に
目
黒
元
富
士

跡
の
説
明
板
が
建
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代

に
は
富
士
山
へ
の
信
仰
が
盛
ん
だ
っ
た
。

文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
、
上
目
黒
の
富

士
講
の
人
々
に
よ
っ
て
高
さ
一
二
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
富
士
塚
が
こ
こ
に
築
か
れ
た
。山

頂
に
は
浅
間
大
神
を
祀
る
石
祠
も
あ
り
、

手
軽
に
富
士
登
山
が
楽
し
め
た
わ
け
だ
。

そ
の
後
、
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
に

中
目
黒
二
丁
目
に
新
し
い
富
士
塚
が
築
か

れ
た
の
で
、
こ
こ
は
新
富
士
に
対
し
て
元

富
士
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治

に
取
り
壊
さ
れ
て
今
は
跡
形
も
な
い
。
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目切坂（目黒区）第 回３

江
戸
の
坂
の
命
名
方
法
に
は
い

し
ゃ
れ

ろ
い
ろ
あ
る
が
、
洒
落
で
つ
け
ら

れ
た
坂
も
あ
る
。

永
田
町
二
丁
目
一
七
と
二
〇
の

間
の
「
三
べ
坂
」
も
そ
の
一
つ
。

坂
を
は
さ
ん
で
、
岸
和
田
藩
主
・

岡
部
家
の
屋
敷
（
今
の
日
比
谷
高

校
一
帯
）、
岡
部
藩
主
・
安
部
家

の
屋
敷
（
今
の
衆
院
第
二
議
員
会

は
か
た

館
一
帯
）、
伯
太
藩
主
・
渡
辺
家

の
屋
敷
（
今
の
参
院
議
員
会
館
一

帯
）
の
三
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
。

三
家
の
名
字
の
下
の
読
み
が
、
漢

字
は
異
な
る
が
同
じ
「
べ
」
な
の

で
「
三
べ
」
と
呼
ん
だ
わ
け
だ
。
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東急東横線・代官山駅で下車し、八幡通りを左折、旧山手通りを横断して代官山交番に向かう。


