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熊
川
通
り
に
バ
ス
が
走
っ
て
い
た 

熊
川
通
り
に
は
バ
ス
が
通
っ
て
い
ま

し
た
。
五
王
バ
ス
と
い
う
会
社
の
バ
ス
で

五
日
市
か
ら
立
川
ま
で
行
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
ん
な
に
細
い
道
を
バ
ス
が
通
っ
て

い
た
の
か
と
驚
き
で
す
が
、
８
人
乗
り
く

ら
い
で
、
今
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
く
ら
い
の

大
き
さ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

運
賃
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と

て
も
高
か
っ
た
そ
う
で
、
白
梅
歴
史
懇
話

会
（
以
下
「
懇
話
会
」
と
い
う
。
）
の
席

上
、
こ
の
バ
ス
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る
方

は
お
一
人
だ
け
で
し
た
。 

 昭
和
初
期
の
商
店
の
様
子
は
？ 

３
ペ
ー
ジ
の
図
は
懇
話
会
で
作
成
し

た
商
店
図
で
、
熊
川
分
水
に
親
し
む
会
が

平
成
24
年
12
月
に
発
行
し
た
『
語
り
継

ぐ
熊
川
村
・
熊
川
分
水
の
歴
史 

昭
和
初

期
の
熊
川
分
水
付
近
の
商
店
図 

歴
史

学
習
の
記
録
と
古
老
か
ら
の
聞
き
書
き
』

（
改
訂
版
）
に
あ
る
昭
和
初
期
の
商
店
図

を
元
に
、
懇
話
会
で
の
皆
さ
ん
か
ら
の
情

報
を
元
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。 

こ
の
図
に
従
っ
て
、
熊
川
の
商
店
の
様

子
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は

牛
浜
と
の
境
か
ら
見
て
行
き
ま
す
。 

 

旅
館
「
か
ど
や
」
と
「
と
ら
や
」 

五
日
市
街
道
沿
い
に
２
軒
の
旅
館
が

あ
り
ま
し
た
。「
か
ど
や
」
と
「
と
ら
や
」

で
す
。
な
ぜ
こ
こ
に
旅
館
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？ 

皆
さ
ん
か
ら
の
お
話
で

は
か
ど
や
の
と
こ
ろ
は
牛
浜
の
渡
し
で
、

船
が
そ
こ
へ
着
い
た
。
奥
多
摩
の
方
か
ら

い
か
だ
を
組
ん
で
来
た
人
達
が
か
ど
や

で
泊
ま
っ
て
東
京
や
川
崎
の
ほ
う
へ
行

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
五
日
市
街

道
と
青
梅
街
道
の
交
差
点
で
、
牛
浜
宿
の

中
心
だ
っ
た
の
で
、
か
ど
や
と
と
ら
や
と

い
う
２
軒
の
旅
館
が
必
要
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
す
。 

後
藤
米
屋
下
駄
屋
は
先
代
が
下
駄
屋

で
、
そ
の
後
米
の
配
給
所
を
は
じ
め
米
屋

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

森
田
饅
頭
屋
は
ハ
ケ
っ
ぷ
ち
に
あ
り

ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
、
よ
く
買
い
に
行

っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。 

 

移
転
し
た
熊
川
駅 

 

五
日
市
鉄
道
拝
島
～
五
日
市
間
が
開

通
し
た
の
は
大
正
14
年
で
す
。
熊
川
駅

が
で
き
た
の
は
昭
和
６
年
で
す
。
そ
の
た

め
３
ペ
ー
ジ
の
地
図
（
昭
和
３
年
）
に
は

熊
川
駅
が
あ
り
ま
せ
ん
。
熊
川
駅
は
多
摩

製
糸
（
昭
和
４
年
、
森
田
製
糸
か
ら
事
業

を
引
き
継
い
だ
片
倉
製
糸
の
系
列
会
社

で
、
地
域
の
方
々
は
「
多
摩
」
と
呼
ん
で

い
た
よ
う
で
す
。
）
な
ど
地
元
の
製
糸
会

社
や
地
域
住
民
の
熱
意
と
徳
財
で
開
設

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
駅
は
現
在
の
位
置

で
は
な
く
二
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
多
摩

川
に
寄
っ

た
奥
多
摩

街
道
の
踏

切
際
に
あ

り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、

利
用
者
増

に
よ
る
車

両
の
増
結

で
奥
多
摩

街
道
の
踏

切
に
か
か

っ
て
し
ま
う
た
め
、
ま
た
新
奥
多
摩
街
道

新
設
の
た
め
昭
和
37
年
に
現
在
地
に
移

転
し
て
い
ま
す
。 

 

熊
川
銀
座
の
商
店 

熊
川
通
り
が
五
日
市
線
と
ぶ
つ
か
る

と
こ
ろ
（
熊
川
一
〇
三
六
番
地
付
近
）
に

は
踏
切
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
踏
切
の
と

こ
ろ
か
ら
拝
島
方
面
に
向
か
っ
て
右
側

に
吉
沢
自
転
車
店
、
千
歳
屋
（
呉
服
）
、

関
駄
菓
子
屋
、
左
側
に
は
西
村
商
店
、
天

野
下
駄
屋
、
島
田
仕
立
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

千
歳
屋
は
呉
服
の
他
、
荒
物
雑
貨
な
ど
も

扱
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
後
に
奥
多
摩
街

道
が
で
き
る
と
街
道
沿
い
に
移
転
し
ま

し
た
。 

熊
川
通
り
か
ら
ち
ょ
っ
と
は
ず
れ
て

ぼ
う
屋
（
農
器
具
の
柄
の
販
売
・
修
理
）、

わ
ら
屋
（
わ
ら
を
売
っ
て
い
た
？
）
、
森

田
板
金
（
現
在
の
森
田
板
金
工
業
所
）
、

や
ね
じ
ゅ
う
・
森
田
ポ
ン
プ
屋
（
現
在
の

森
田
工
業

所
）、
森
田

砂
利
屋
な

ど
が
あ
り

ま
す
。 

ぼ
う
屋

は
農
器
具

の
柄
を
販

売
・
修
理

し
て
い
た

そ
う
で
す
。 

わ
た
し
の
く
ら
し 

地
域
の
歴
史
⑮ 

熊
川
銀
座
の
に
ぎ
わ
い 

―
今
で
は
そ
の
面
影
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
現
在
の
熊
川
通
り
（
熊
川
駅
南
西
、
熊
川
元
気
ひ
ろ
ば
近
く
の
福

生
院
前
か
ら
熊
川
神
社
西
側
を
通
り
、
睦
橋
通
り
を
渡
り
石
川
酒
造
へ
至
る
道
。
当
時
は
奥
多
摩
街
道
、
青
梅
街
道
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
）

に
は
た
く
さ
ん
の
商
店
が
並
び
、
た
い
へ
ん
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
平
成
26
年
12
月
14
日
と
27
年
３
月
８
日
に
行
っ
た
白
梅
歴
史

懇
話
会
で
の
黒
沢
吉
信
さ
ん
の
報
告
や
皆
さ
ん
か
ら
の
お
話
、
地
域
の
方
へ
の
取
材
を
通
し
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
― 
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