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企
盟
趣
旨

都
市
が
魅
力
を
も
つ
に
は
、
都
心
に
も
し
っ
か

り
と
し
た
住
宅
の
形
式
が
確
立
し
、
人
々
の
暮
ら

し
が
営
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
c

歴
史
を
振

り
返
る
と
、
江
戸
の
町
に
は
、
町
家
と
長
屋
か
ら

な
る
高
密
な
市
街
地
の
中
に
、
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
生
活
文
化
が
生
ま
れ
た
。
庶
民
の
住
ま
い

そ
の
も
の
は
狭
く
と
も
、
周
辺
の
路
地
、
水
辺
、

盛
り
場
な
ど
と
一
体
と
な
っ
た
魅
力
あ
る
都
心
居

住
が
成
立
し
て
い
た
。
昭
和
初
期
の
東
京
に
も
、

看
板
建
築
と
い
う
近
代
町
家
が
生
ま
れ
、
問
調
会

の
ア
パ
ー
ト
ハ
ウ
ス
な
ど
、
モ
ダ
ン
な
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
と
結
び
つ
く
都
心
居
住
の
新
し
い
形
式
が

誕
生
し
た
。

だ
が
、
戦
後
は
も
っ
ぱ
ら
郊
外
へ
の
住
宅
地
の

拡
大
に
と
も
な
い
、
都
心
居
住
は
力
を
失
っ
た
。

し
か
も
、
バ
ブ
ル
の
時
期
、
東
京
は
住
め
な
い
都

市
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
た
。
し
か
し
、
地
価
が

下
が
っ
た
現
在
、
再
び
都
心
居
住
が
見
寵
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設

が
歴
史
的
な
地
域
環
境
を
破
壊
す
る
と
い
う
問
題

も
各
地
で
起
き
て
い
る
。
い
ま
こ
そ
、
都
心
に
住

む
た
め
の
理
に
か
な
っ
た
建
築
の
形
式
を
確
立
し

て
、
生
活
文
化
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

よ
う
。本

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
都
心
居
住
に
こ
だ
わ
る

建
築
史
・
建
築
計
画
の
研
究
者
、
建
築
家
、
作
家

の
方
々
に
、
こ
の
開
題
を
生
活
史
・
文
化
史
の
視

点
か
ら
論
じ
て
い
た
だ
く
。



企
画
趣
旨
説
明

都
心
居
住
の
再
考

ー
江
戸
東
京
の
生
活
史
・
文
化
史
の
視
点
か
ら
｜

陣

内

秀

信

み
な
さ
ま
、
今
日
は
よ
い
天
気
で
行
楽
日
和
の

な
か
を
私
ど
も
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
集
ま
り
い
た

だ
き
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
た
ち
は
住
宅
総
合
研
究
財
団
の
も
と
で
、
江

戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
研
究
会
を
定
期
的
に

開
催
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
毎
年
こ

の
よ
う
な
形
で
公
開
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
企
画
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
は
、
こ
の
江
戸
東
京
博

物
館
で
東
京
建
築
展
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
企
画
展
と
呼
応
し
た
テ

i
マ
「
都
心
居
住
の
再

考
」
を
考
え
ま
し
た
。
江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
方
々
が
集

ま
っ
て
い
る
学
際
的
で
、
非
常
に
刺
激
あ
る
場
な

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー

マ
も
大
き
く
広
げ
て
、
生
活
史
と
か
文
化
史
の
視

点
か
ら
、
都
心
居
住
を
大
い
に
論
じ
て
い
こ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
、
都
市
再
生
と
い
う
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
飛

び
交
っ
て
い
ま
す
。
小
泉
内
閣
も
そ
れ
こ
そ
一
つ

の
切
り
札
と
し
て
そ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る

面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
の

都
市
再
生
と
い
う
よ
り
は
、
景
気
の
回
復
に
使
わ

れ
て
い
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

経
済
が
停
滞
し
て
い
る
な
か
で
起
死
回
生
の
方
法

と
し
て
都
市
再
生
が
叫
ば
れ
て
て
い
る
節
が
あ
り

ま
す
。
ほ
ん
と
う
の
都
市
再
生
と
い
う
の
は
、
そ

う
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
バ
ブ
ル
の
時
代
に

東
京
の
都
心
が
ず
た
ず
た
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

魅
力
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
住
み
に
く
い
町

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
か
ら
魅
力

の
あ
る
町
を
つ
く
り
誼
し
て
い
く
と
い
う
の
が
都

市
再
生
で
す
。
都
市
が
本
来
の
魅
力
を
持
つ
た
め

に
は
、
都
心
に
も
し
っ
か
り
と
住
宅
の
形
式
が
確

立
し
て
、
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
っ
て
、
家
だ
け
で

は
な
く
て
、
開
り
に
い
ろ
い
ろ
な
文
化
的
な
、
あ

る
い
は
経
詩
的
な
賑
や
か
さ
と
か
刺
激
が
あ
っ
て
、

人
々
が
交
流
で
き
る
場
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
あ
り
方
を
こ
れ
か
ら
つ
く
っ
て
い
く

た
め
に
、
今
日
は
歴
史
か
ら
学
び
た
い
と
思
い
ま

す
。
江
戸
の
町
は
、
町
家
と
長
屋
か
ら
な
る
高
嶺

な
市
街
地
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

生
活
文
化
が
独
自
な
形
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
家
は

狭
く
て
も
周
り
に
路
地
が
あ
り
、
水
辺
が
あ
り
、

盛
り
場
が
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
、

生
活
を
活
気
づ
け
、
生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
が

繰
り
広
げ
ら
れ
る
場
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い

う
も
の
と
一
体
と
な
っ
た
魅
力
あ
る
都
心
居
住
が

江
戸
に
は
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
セ
ン
ス
は
、
近
代
に
お
い
て
も
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
看

板
建
築
と
い
う
近
代
的
な
町
家
が
生
ま
れ
ま
し
た

し
、
ま
た
、
同
潤
会
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス

は
、
残
念
な
が
ら
少
し
ず
つ
姿
を
消
し
ま
す
が
、

た
い
へ
ん
高
い
評
価
を
常
に
得
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
銀
座
が
そ
の
こ
ろ
非
常
に
人
気
を
呼
び
ま
し

た
し
、
新
宿
な
ど
も
こ
の
時
期
に
町
の
発
展
の
最

初
の
き
っ
か
け
を
つ
か
み
ま
し
た
。
そ
う
い
う
賑

や
か
な
町
、
し
ゃ
れ
た
繁
華
街
、
カ
フ
ェ
の
文
化

と
結
び
つ
い
て
都
心
居
住
の
形
式
が
再
度
確
立
し

ま
し
た
。
そ
の
辺
も
今
日
は
た
っ
ぷ
り
お
話
が
伺

え
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
は
、
住
宅
地
が
郊
外
へ
拡
大

し
ま
し
て
、
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
都
心
居
住

の
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
化
し
た
郊
外
、
み
ん
な
大
き
な
企
業
に
働
き
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
意
識
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

団
地
や
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
に
寝
に
帰
る
と
い
う
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
化
が
進
み
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

都
市
的
な
文
化
の
香
り
と
い
う
も
の
が
東
京
か
ら

薄
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
さ
き

ほ
ど
申
し
ま
し
た
バ
ブ
ル
の
時
期
に
は
、
東
京
は

住
め
な
い
都
市
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
非
常
に
強
め

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
地
方
の
ま
ち
の
つ
く
り
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
講
演
会
に
伺
う
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、

そ
の
と
き
、
東
京
は
ま
だ
い
い
と
思
う
こ
と
が
あ

勺
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り
ま
す
。
地
方
都
市
の
都
心
部
は
ほ
ん
と
う
に
寂

れ
て
し
ま
っ
て
魅
力
が
な
い
。
人
は
ど
ん
ど
ん
郊

外
に
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
車
で
都
心
に
出
る
と
、

駐
車
ス
ペ
ー
ス
ば
か
り
が
町
の
風
景
を
つ
く
っ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
都
市
解
体
の
現
象
が
全
国
的

に
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
東
京

で
こ
そ
先
端
を
切
っ
て
都
心
居
住
の
魅
力
的
な
あ

り
方
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
患
っ
て
い
ま
す
。

最
近
、
地
価
が
下
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
再
び

都
心
居
住
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
見
直
さ
れ
て
い
ま

す
。
各
一
民
も
そ
う
い
う
方
向
で
住
宅
を
供
給
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
し
、
民
間
の
デ
イ
ベ
ロ
ッ
パ
ー

も
か
な
り
熱
心
に
動
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
伴
っ
て
、
も
う
一
方
で
高
麗
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建

設
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
ま
す
。
今
日
お
話
を
さ

れ
る
森
ま
ゆ
み
さ
ん
の
地
域
、
谷
中
や
根
津
辺
り

で
も
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
難
し
い
問
題
が
生
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
神
楽
坂
と
か
四
谷
荒
木

町
と
か
は
、
私
の
大
都
き
な
町
で
、
よ
く
町
を
俳

佃
し
ま
す
が
、
こ
う
い
う
都
心
に
近
い
所
の
落
ち

つ
い
た
、
雰
閤
気
の
あ
る
環
境
が
い
ま
破
壊
と
い

う
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
も
研
究
対
象
と
し
て

い
る
の
で
す
が
、
ミ
ラ
ノ
に
し
て
も
、
。
ハ
リ
に
し

て
も
、
コ
ベ
ン
ハ

l
ゲ
ン
に
し
て
も
、
ど
こ
で
も

一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
、
そ
し
て
二

O
世
紀
前
半

と
積
み
上
げ
て
き
た
都
心
に
住
む
優
れ
た
文
化
の

あ
り
方
が
あ
り
ま
す
。
建
築
的
に
み
ま
す
と
、
大

き
め
の
中
庭
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
、
中
田
閣
の
四

階
建
て
、
五
階
建
て
ぐ
ら
い
の
見
事
な
集
合
住
宅

が
あ
り
ま
す
。
縁
も
取
り
込
ん
で
落
ち
つ
い
た
、

そ
し
て
ち
ょ
っ
と
外
へ
出
れ
ば
カ
フ
ェ
が
あ
っ
た

り
、
ブ
テ
ィ
ッ
ク
が
あ
っ
た
り
と
、
人
と
出
会
う

場
が
あ
り
ま
す
。
芝
居
に
も
行
け
る
。
オ
ペ
ラ
に

も
行
け
る
。
し
か
も
川
が
流
れ
て
い
た
り
、
ゆ
と

り
が
あ
る
わ
け
で
す
。
職
と
住
が
近
い
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
み
ん
な
が
頑
張
っ
て
築
き
上
げ
て
き

た
成
果
、
が
い
ま
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
戦
後

は
、
や
は
り
郊
外
型
ニ
ュ

i
タ
ウ
ン
づ
く
り
に
没

頭
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
も
う
一
度
都
市

を
再
生
す
る
、
あ
る
い
は
都
心
に
住
む
魅
力
を
み

ん
な
が
感
じ
て
ま
た
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
は
こ
ん
な
戦
後
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
の

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
東
京
は
、

大
い
に
可
能
性
が
あ
り
ま
す
し
、
ど
う
し
た
ら
そ

う
い
う
方
向
に
向
か
え
る
の
か
、
そ
れ
を
今
日
は

歴
史
か
ら
学
び
な
が
ら
、
現
在
の
問
題
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、

都
心
居
住
に
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
れ
る
建
築
史
の
研

究
者
、
江
戸
時
代
は
波
多
野
さ
ん
に
、
そ
れ
か
ら

明
治
以
後
、
昭
和
の
初
期
ぐ
ら
い
ま
で
の
近
代
の

お
話
は
初
回
さ
ん
に
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
大
月
さ
ん
は
建
築
計
画
分
野
か
ら
集
合
住

宅
の
控
史
を
研
究
さ
れ
、
特
に
開
潤
会
を
中
心
と

し
て
昭
和
初
期
か
ら
戦
後
ま
で
、
研
究
領
域
を
広

げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
大
月
さ
ん
か
ら
は
東
京

の
集
合
住
宅
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
き

ま
す
。
森
ま
ゆ
み
さ
ん
は
地
域
雑
誌
『
谷
中
・
様
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津
・
千
駄
木
』
を
編
集
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

の
虚
史
と
文
化
と
生
活
を
揖
り
起
こ
し
て
、
し
か

も
実
際
の
ま
ち
ゃ
つ
く
り
ま
で
非
常
に
ア
ク
テ
ィ
ブ

に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
発
言
を
さ
れ

て
い
ま
す
。
森
さ
ん
に
は
実
際
に
都
心
に
住
ん
で

ら
れ
る
立
場
か
ら
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お

住
ま
い
が
あ
る
谷
中
は
下
町
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

実
は
い
ろ
い
ろ
な
面
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
お
話

が
楽
し
み
で
す
。
そ
し
て
、
東
先
生
は
、
何
と
い

っ
て
も
建
築
家
と
し
て
、
都
心
居
住
の
象
徴
で
あ

る
「
塔
の
家
」
を
設
計
さ
れ
た
経
験
を
お
持
ち
で

す
。
数
日
前
に
も

N
H
K
テ
レ
ピ
で
紹
介
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
建
築
学
科
の
学
生
た
ち
は
、

東
先
生
の
「
塔
の
家
」
は
み
ん
な
知
っ
て
い
ま
し

て
、
実
際
に
見
て
み
た
い
建
物
に
挙
げ
ま
す
。
で

す
か
ら
、
私
た
ち
が
こ
う
い
う
問
題
を
考
え
て
い

く
う
え
で
の
原
点
で
す
。
ど
の
よ
う
な
お
話
を
し

て
い
た
だ
け
る
の
か
が
楽
し
み
で
す
。

今
日
は
、
で
き
る
だ
け
建
築
と
い
う
狭
い
範
屈

に
国
ま
ら
な
い
で
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
々
が
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
か
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
、
人
間
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
に
ど
う
い

う
文
化
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
点
に
ま
で
話
を
広

げ
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
都
心
居
住
に
は
ど
う
い

う
要
素
が
そ
ろ
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
大

き
な
視
点
で
、
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
演
は
歴
史
的
に
古
い
ほ
う
か
ら
遡
り
ま
す
の

で
、
ま
ず
、
波
多
野
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。



講
演
（
ご

江
戸
の
ま
ち
と
住
ま
い

波
多
野

薗
ま
ち
に
住
む

江
戸
の
ま
ち
は
、
今
日
の
テ

l
マ
の
通
り
、
ま

さ
に
都
心
居
住
の
典
型
で
し
た
。
江
戸
の
ま
ち
を

面
穣
比
で
み
る
と
、
七
O
%
近
く
を
武
家
地
が
占

め
、
残
り
を
町
人
地
と
寺
社
地
が
半
分
ず
つ
で
す
。

一
五

1
一
七
%
、
非
常
に
狭
い
地
域
に
一
O
O
万

の
人
口
の
半
分
、
つ
ま
り
五
O
万
町
人
が
住
ん
で

い
ま
し
た
。
町
人
地
の
人
口
密
度
は
、
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
五
万
五

0
0
0人
だ
そ
う
で
す
。

東
京
二
三
匿
で
い
ち
ば
ん
人
口
密
度
、
が
高
い
中
野

区
で
二
万
人
で
す
か
ら
、
江
戸
の
町
人
地
は
中
野

区
の
一
一
一
倍
近
く
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
住
み
に
く

か
っ
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

近
代
の
都
市
計
画
で
は
、
地
域
を
住
居
地
域
・

商
業
地
域
・
工
業
地
域
に
分
け
て
い
ま
す
。
住
居

地
域
を
落
ち
着
い
た
住
環
境
に
維
持
し
、
商
業
地

域
を
高
密
度
に
開
発
し
、
工
業
地
域
に
公
害
を
関

じ
込
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
て
い

ま
す
。
江
戸
の
町
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
地
域
は
、

現
在
の
東
京
の
商
業
地
域
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の

江
戸
の
町
人
地
の
住
ま
い
と
く
ら
し
を
、
お
話
し

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

熊
さ
ん
、
八
つ
あ
ん
の
住
む
世
界
の
話
で
す
。

私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
町
に
住
む
と
い
う
こ
と

は
、
決
し
て
狭
い
部
屋
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
な

く
て
、
寺
山
修
司
が
「
書
を
捨
て
よ
。
町
に
出
ょ

う
」
と
宮
っ
た
よ
う
に
、
町
に
住
む
と
い
う
の
は
、

町
を
自
分
の
窟
関
に
し
て
暮
ら
す
こ
と
で
す
。
江

戸
時
代
も
き
っ
と
こ
の
点
が
楽
し
か
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

純

国
北
斎
が
北
斎
で
い
ら
れ
る
の
が
都
市

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
す
が
、
私
は
、
都
市
の

麓
史
を
テ

l
マ
に
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
都
市
と
は
何
か
、
う
ま
く
定
義
が
で
き
ま
せ

ん
つ
い
つ
も
、
私
の
個
人
的
な
定
義
と
申
し
上
げ

て
お
話
し
す
る
の
で
す
が
、
「
自
分
の
こ
と
が
自

分
で
で
き
な
く
な
っ
た
ら
都
市
だ
」
と
考
え
て
い

ま
す
。村

で
は
飲
み
水
は
井
戸
や
州
か
ら
汲
め
ば
い
い

し
、
出
し
た
う
ん
こ
は
自
分
の
所
で
肥
料
に
す
れ

ば
い
い
。
ゴ
ミ
も
自
分
の
所
で
埋
め
る
な
り
燃
や

せ
ば
い
い
。
火
事
が
起
き
て
も
自
分
の
家
が
燃
え

た
ら
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
都
市

に
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
申
し
上
げ
た
全
部

を
他
人
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
面
倒
み

き
れ
な
い
の
が
、
都
市
で
す
。
で
も
、
こ
れ
は
小

学
生
の
頃
に
お
母
さ
ん
に
叱
ら
れ
る
言
葉
と
は
意

味
が
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
都
市
に
は
職
業
が

成
立
し
ま
す
。
限
ら
れ
た
専
門
し
か
で
き
な
い
人

も
、
そ
れ
さ
え
で
き
れ
ば
都
市
で
は
生
き
て
い
く

資
格
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
葛
飾
北
斎
は
、
絵
さ
え
描
け
れ
ば

北
斎
で
い
ら
れ
た
。
こ
れ
が
都
市
で
す
。
村
だ
と
、

そ
う
は
い
か
な
い
。
北
斎
は
長
野
の
田
舎
・
小
布

施
に
逗
留
し
た
で
は
な
い
か
、
と
反
論
さ
れ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
れ
は
客
人
と
し
て
で
す
。

都
市
と
は
、
自
分
の
こ
と
が
自
分
で
で
き
な
い

の
と
引
き
替
え
に
、
多
様
な
職
業
が
成
立
し
、
（

水
準
の
技
や
芸
が
花
開
く
場
所
で
す
。
だ
か
ら
、

魅
力
的
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

関
武
士
の
ま
ち
か
ら
町
人
の
ま
ち
へ

「
武
州
豊
嶋
郡
江
戸
之
庄
図
」
と
い
う
江
時

代
初
期
、
寛
永
年
間
の
江
戸
を
描
い
た
地
図
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
武
蔵
野
台
地
の
先
端
に
江

戸
城
本
丸
が
あ
り
、
後
ろ
の
吹
上
に
御
三
家
の
屋

敷
が
あ
り
ま
す
。
城
の
前
、
大
手
前
・
西
の
丸
下

．
大
名
小
路
・
桜
田
門
外
に
は
広
大
な
大
名
産
敷

地
が
あ
り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
本
町
通
り
と
通
町

通
り
を
中
心
と
し
た
、
海
に
近
い
わ
ず
か
な
地
域

が
町
人
地
で
す
。
こ
の
狭
い
一
帯
に
五
O
万
の
町

人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
、

「
江
戸
間
扉
嵐
」

5 



が
あ
り
ま
す
。
制
作
年
代
は
確
定
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
明
謄
大
火
前
、
江
戸
時
代
初
期
の
様
相
を
描

い
た
と
さ
れ
ま
す
。
武
士
の
都
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
扉
嵐
で
す
。
江
戸
時
代
の
初
め
の
江
戸
の
町
は
、

ま
さ
に
武
士
の
た
め
の
町
で
し
た
。

私
は
江
戸
時
代
を
中
心
に
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
武
士
が
好
き
で
、
権
力
構
造
が
鮮
だ
と

誤
解
さ
れ
た
ら
圏
り
ま
す
。
江
戸
時
代
と
い
う
の

は
面
白
い
時
代
で
、
は
じ
め
の
五

0
年
間
ぐ
ら
い

は
武
士
が
主
人
公
の
時
代
で
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
は
、
そ
の
体
制
を
表
向
き
は
あ
ま
り
変
え
な

い
ま
ま
に
、
町
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
世
界
を
造

り
げ
ま
し
た
。

国
江
戸
の
中
心
日
本
橋

江
戸
東
京
博
物
館
に
原
寸
で
復
原
し
た
日
本
橋

で
す
（
写
真
①
）
。
江
戸
時
代
、

R
本
の
中
心
は

ど
こ
だ
ろ
う
か
。
京
都
で
は
な
く
、
江
戸
で
し
ょ

う
。
で
は
、
江
戸
の
中
心
は
と
い
う
と
、
江
戸
城

よ
り
は
、
む
し
ろ
日
本
橋
で
し
ょ
う
。

写
糞
②
は
、
佐
倉
の
国
立
摩
史
民
俗
博
物
館
に

作
っ
た
日
本
橋
・
江
戸
橋
広
小
路
復
原
模
型
で
す
。

日
本
矯
を
渡
っ
て
通
町
通
り
を
銀
座
の
ほ
う
へ
向

か
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
笹
原
模
型
を
作
る
に
は
様
々
な
史

料
が
必
要
で
す
。
た
と
え
ば
、
治
券
図
。
江
戸
時

代
の
土
地
の
権
利
台
帳
で
す
。
地
主
一
の
名
、
家
守

と
い
わ
れ
る
大
家
の
名
、
土
地
の
公
定
価
格
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

間
じ
模
型
に
あ
る
よ
う
に
、
通
一
丁
目
東
側
に

は
、
西
川
・
伴
伝
・
白
木
鹿
な
ど
近
江
商
人
の
江

戸
店
が
並
ん
で
い
ま
し
た
（
写
真
③
）

C

自
脚
気
と
震
い
食
い

白
木
屋
の
平
面
闘
で
は
、
通
り
に
面
し
て
大
き

な
店
が
あ
り
、
ま
わ
り
に
多
数
の
土
蔵
が
建
っ
て

い
ま
す
。
奉
公
人
は
、
二
階
で
く
ら
し
て
い
ま
す
c

奉
公
人
は
、
す
べ
て
地
元
近
江
の
出
身
で
す
。

経
済
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
林
玲
子
先
生
が
お

書
き
に
な
っ
た
『
白
木
監
犯
科
帳
』
（
吉
川
弘
文

館
）
と
い
う
大
変
誼
白
い
本
に
は
、
白
木
屋
の
奉

公
人
が
犯
す
犯
罪
の
記
録
が
載
っ
て
い
ま
す
c

こ

れ
に
よ
る
と
、
了
稚
奉
公
と
し
て
一
二
二
歳
で

勤
め
た
こ
ろ
に
犯
す
悪
事
の
原
因
は
、
た
い
て
い

買
い
食
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
歳
を
と
る
と
吉
原
通

6 

い
に
な
っ
て
、
金
遣
い
が
い
ち
ば
ん
荒
く
な
る
の

が
芝
居
狂
い
だ
そ
う
で
す
。

な
ぜ
買
い
食
い
を
す
る
か
。
江
戸
の
町
人
は
み

ん
な
が
米
の
飯
を
食
え
ま
し
た
。
各
藩
の
藩
米
を

売
り
捌
か
な
け
れ
ば
困
る
わ
け
で
す
か
ら
、
江
戸

で
は
み
ん
な
が
白
米
を
食
べ
ら
れ
た
の
で
す
。
地

方
は
雑
穀
主
体
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
最
近
の
研
究

で
は
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
c

ど
ち
ら
に
し
ろ
江
戸
で
は
白
米
を
食
べ
て
い
た
c

す
る
と
、
ビ
タ
ミ
ン

B
I
の
不
足
に
陥
っ
て
脚
気

に
な
り
ま
す
。
脚
気
は
、
「
江
戸
患
い
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
江
戸
に
と
て
も
多
い
病
気
で
し
た
。

脚
気
に
か
か
ら
な
い
た
め
に
は
、
多
種
類
の
食
物

を
摂
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
木
屋

の
奉
公
人
た
ち
も
先
輩
に
協
力
し
て
、
く
す
ね
た

お
金
で
買
い
食
い
を
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

写真①

写真③

写真②



江
戸
東
京
博
物
館
に
作
っ
た
両
国
橋
西
広
小
路

の
模
型
で
す
（
写
真
④
⑤
）
。
屋
台
店
で
、
す
し

墨
も
あ
れ
ば
、
て
ん
ぷ
ら
屋
も
あ
る
。
そ
ば
産
も

う
な
ぎ
屋
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
江
戸
で
は
、

自
宅
で
食
べ
な
く
て
も
、
町
中
で
う
ま
い
も
の
が

食
え
る
文
化
が
、
都
心
に
成
立
し
て
い
ま
し
た
。

間
一
盟
諸
問
・
井
戸
・
ゴ
ミ
溜
・
穏
蕎

写
真
⑥
も
江
戸
東
京
博
物
館
に
作
っ
た
「
町
の

構
成
と
施
設
」
模
型
で
す
。
江
戸
の
く
ら
し
を
、

都
市
的
な
視
点
か
ら
説
明
す
る
の
に
、
大
変
有
効

な
模
型
で
す
。
建
物
を
す
べ
て
作
つ
で
あ
る
町
屋

敷
も
あ
れ
ば
、
明
地
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
未
完
成
の
模
型
で
も
な
け
れ

ば
、
本
当
に
明
地
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
写
真
⑦
は
井
戸
や
雪
隠
の
よ
う
な
長
躍

の
共
同
施
設
を
説
明
す
る
た
め
に
、
周
囲
の
建
物

写真④

を
省
略
し
た
も
の
で
す
。

江
戸
の
人
た
ち
の
飲
み
水
は
、
水
で
は
な

く
、
神
田
・
玉
川
上
水
の
水
で
す
。
道
路
下
の
幹

線
か
ら
、
町
屋
敷
内
の
上
水
井
戸
に
引
い
て
き
て
、

飲
み
ま
す
。
そ
の
説
明
を
目
的
に
、
道
路
を
掘
っ

て
水
道
管
が
通
っ
て
い
る
模
型
を
作
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
見
た
お
母
さ
ん
が
子
供
に
向

か
っ
て
、
「
あ
そ
こ
の
穴
は
落
っ
こ
ち
る
ね
」
と

説
明
し
て
い
る
の
を
開
い
て
、
博
物
館
と
い
う
の

は
難
し
い
も
の
だ
な
、
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
し
た
。

神
田
上
水
、
玉
川
上
水
は
、
幹
線
が
石
樋
で
、

あ
と
は
木
樋
で
す
。
道
路
に
桝
が
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
各
々
の
屋
敷
地
へ
竹
樋
で
水
を
引
き
、
上
水

井
戸
に
貯
め
ま
す
。

裏
長
震
の
奥
の
猫
の
額
ほ
ど
の
明
地
に
、
井
戸

と
雪
臨
と
ゴ
ミ
謂
と
お
稲
荷
さ
ん
が
セ
ッ
ト
で
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
（
毘
①
）

C

裏
長
麗
は
九
尺
二

間
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
四
半
一
間
程
度
で
す
。

押
入
も
な
く
、
布
団
は
枕
扉
風
の
裏
に
隠
し
ま
す
。

入
口
に
奮
と
流
し
が
あ
り
ま
す
が
、
水
は
引
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
共
同
井
戸
で
洗
い
物
を
し
、
最
後

の
鵠
理
だ
け
、
う
ち
の
中
で
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

量
抑
制
市
の
安
全
性

江
戸
の
人
々
は
、
多
摩
川
の
羽
村
か
ら
四

0
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
水
を
引
い
て
、
他
人
の
世
話
に
な
っ

て
は
じ
め
て
水
が
飲
め
ま
す
の
こ
れ
が
、
都
市
。

江
戸
で
す
。
乱
暴
な
一
一
一
一
口
い
方
を
す
る
と
、
玉
川
上

水
に
毒
を
投
げ
込
め
ば
大
量
殺
人
が
可
能
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
、
あ
る
い
は
あ
り
得
な

い
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
都
市
生
活
の
基
本
が
あ

り
、
そ
れ
を
疑
い
だ
し
た
ら
と
て
も
怖
く
て
住
め

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
確
認
で
き
る
時
代
は
幸
せ
だ
と

写真⑤

図①

写真⑥

写真⑦

7 



思
い
ま
す
。
現
代
人
は
、
水
道
栓
を
ひ
ね
る
時
に

毒
が
入
っ
て
い
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
が
、
逆
に
確

認
の
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
毒
を
投
げ
込
む
人

は
い
な
い
、
と
勝
手
に
信
じ
て
い
る
だ
け
で
す
。

水
俣
病
に
し
ろ
何
に
し
ろ
毒
が
投
げ
込
ま
れ
た
の

で
す
。
た
だ
、
そ
の
投
げ
込
ま
れ
た
毒
が
瞬
時
に

人
を
殺
さ
ず
長
期
開
か
か
っ
て
被
害
を
起
こ
し
た

か
ら
、
公
害
と
い
う
殻
を
ま
と
っ
て
加
害
者
が
い

な
い
話
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
で
も
、
加

害
者
は
い
る
し
、
原
因
は
あ
る
。
江
戸
の
ま
ち
は
、

こ
う
い
う
都
市
生
活
の
基
本
が
ち
ゃ
ん
と
み
え
て

い
た
町
で
す
か
ら
、
現
在
よ
り
む
し
ろ
健
全
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

田
村
と
結
ぼ
れ
た
江
戸
の
く
ら
し

長
麗
の
住
人
た
ち
は
、
共
同
で
使
所
、
時
一
調
隠
を

使
い
ま
し
た
。
糞
援
は
、
近
郊
の
農
民
が
汲
み
敢

り
に
来
ま
し
た
。
糞
尿
は
立
派
な
肥
料
で
す
か
ら
、

最
初
は
野
菜
、
後
に
は
お
金
を
置
い
て
行
き
、
大

家
の
収
入
に
な
り
ま
す
。

大

家

店

子

の

え

ナ

餅

γ
持

き

と
い
う
川
柳
が
あ
り
ま
す
。
人
の
出
し
た
も
の
で

金
を
稼
ぐ
の
は
き
ま
り
が
悪
い
の
で
、
大
家
は
、

そ
の
金
を
貯
め
て
お
い
て
、
年
末
に
店
子
に
餅
を

配
っ
た
そ
う
で
す
。

江
戸
の
く
ら
し
は
、
便
所
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み

て
も
、
近
郊
農
村
と
き
ち
ん
と
繋
が
り
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
飲
み
水
に
し
て
も
そ
う
で

す
。
都
市
の
イ
ン
フ
ラ
と
人
々
の
く
ら
し
に
、
密

接
な
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
の
ゴ
ミ
は
現
代
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

割
れ
た
瓦
や
落
ち
た
壁
土
、
土
系
の
ゴ
ミ
が
多
く
、

船
に
積
ま
れ
て
深
川
の
埋
立
て
に
使
わ
れ
ま
し
た

n

い
ま
の
深
川
地
域
は
、
江
戸
の
ゴ
ミ
で
で
き
て
い

ま
す
c

上
水
井
戸
に
は
底
が
あ
り
、
「
井
戸
ざ
ら
い
」

と
い
っ
て
、
定
期
的
に
底
を
掃
除
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
水
を
止
め
て
、
底
の
掃
除
を
す
る
の
は
、

長
墨
の
住
人
総
出
の
作
業
で
、
同
じ
釜
の
飯
を
食

っ
た
と
同
様
に
、
お
互
い
の
連
帯
感
を
強
め
る
意

味
が
あ
り
ま
し
た
（
図
②
）
。

図②

8 

園
長
屋
に
嫁
さ
ん
が
来
た

長
患
の
住
人
は
ど
ん
な
人
た
ち
だ
っ
た
か
と
申

し
ま
す
と
、
棒
手
撮
り
と
か
職
人
さ
ん
、
商
店
の

奉
公
人
な
ど
で
す
。
先
ほ
ど
大
活
の
奉
公
人
は
店

に
住
ん
で
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
あ
る
年
齢
に

達
し
妻
帯
し
た
人
た
ち
は
長
屋
に
住
ん
で
い
ま
し

た。
そ
の
人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
出
告
だ
ろ
う
か
e

村
で
は
、
長
男
が
相
続
を
し
ま
す
。
す
る
と
、
次

男
三
男
は
腸
候
を
続
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な

っ
て
、
都
市
に
出
て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
都

市
に
出
て
来
て
、
頑
張
っ
て
大
工
に
な
っ
た
り
、

捧
手
抜
り
の
魚
屋
に
な
っ
た
り
、
何
と
か
食
え
る

よ
う
に
な
る
と
、
田
舎
か
ら
親
の
恒
例
？
を
押
し
つ

け
ら
れ
ま
す
。
一
人
前
に
な
っ
た
こ

O
代
、
二
一

O

代
の
息
子
の
長
屋
へ
両
親
が
襲
っ
て
く
る
わ
け
で

す
か
ら
、
結
婚
な
ど
は
遠
い
先
の
話
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
江
戸
の
結
婚
年
齢
は
回

O
代
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
人
生
わ
ず
か
四

O
年
と
い
っ
た
時

代
に
、
結
婚
年
齢
が
四

O
歳
と
い
う
の
は
、
随
分

運
い
わ
け
で
す
。

九

え

三

時

に

す

ぎ

た

る

も

の

ほ

hm
の

勺

き

た

る

火
J
K
さ
吟

こ
の
川
柳
は
、
裏
長
躍
に
待
ち
に
待
っ
た
嫁
さ
ん

が
来
た
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
く
嬉
し
い
こ
と
な

の
だ
と
い
う
雰
囲
気
が
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
き
ま

す。



圏
火
除
地
か
ら
盛
り
場
へ

写
真
⑧
は
、
日
本
橋
と
江
戸
橋
の
関
の
南
側
、

江
戸
の
中
心
に
あ
っ
た
江
戸
橋
広
小
路
と
い
う
盛

り
場
で
す
。
こ
こ
に
は
、
百
数
軒
の
床
見
批
が
並

ん
で
い
ま
し
た
。
小
間
物
屋
や
古
本
屋
な
ど
、
ひ

や
か
し
て
歩
く
だ
け
で
も
楽
し
い
盛
り
場
で
す
。

こ
こ
は
日
本
播
川
南
岸
で
す
か
ら
、
北
か
ら
の

季
節
風
に
よ
る
延
焼
を
く
い
止
め
る
延
域
防
止
帯

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
幕
府
は
、
火
除

地
と
し
て
、
明
地
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
写

真
⑨
に
あ
る
よ
う
に
、
床
見
世
を
は
じ
め
水
茶
壌

や
講
釈
場
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
が
建
ち
は
じ

め
、
盛
り
場
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
幕
府
も
そ
れ

を
追
認
し
ま
す
。

国
江
戸
一
の
盛
り
場
、
高
国

江
戸
一
番
の
盛
り
場
は
、
両
国
橋
西
詰
で
す
。

写真⑧

そ
の
対
岸
、

J

R
両
国
駅
の
南
側
に
回
向
院
と
い

う
お
守
が
あ
り
ま
す
。
無
縁
山
田
向
院
と
い
う
よ

う
に
、
明
暦
一
一
一
年
（
ニ
ハ
五
七
）
の
振
袖
火
事
の

焼
死
者
を
弔
う
た
め
に
、
増
上
寺
の
和
尚
が
開
い

た
寺
で
す
。
そ
の
後
も
、
災
害
や
大
事
故
の
死
者

を
弔
っ
て
き
ま
し
た
。
墓
碑
を
見
る
と
、
江
戸
の

災
害
史
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
国
技
館
も
隣
に
あ

り
ま
し
た
。
江
戸
大
相
撲
は
、
回
向
院
の
興
業
か

ら
は
じ
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

両
国
は
花
火
で
も
有
名
で
す
。
こ
れ
も
事
保
改

革
の
頃
、
水
難
の
死
亡
者
を
弔
う
た
め
に
打
ち
上

げ
た
の
が
最
初
で
す
。
花
火
は
、
現
代
と
は
違
い
、

夏
の
三
ヶ
月
間
、
毎
日
打
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

両
国
橋
西
詰
の
盛
り
場
に
は
、
子
供
芝
居
・
一
一
一

人
兄
弟
芝
居
な
ど
芝
居
小
鹿
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
（
写
真
⑮
）
。
い
ず
れ
も
崖
根
や
躍
を
、
下
り

酒
の
薦
で
作
っ
て
い
ま
す
。
水
茶
屋
の
に
は
蔑

が
張
つ
で
あ
り
ま
す
。
昼
間
は
日
除
け
に
な
り
、

夜
に
巻
き
上
げ
る
と
花
火
が
見
ら
れ
ま
す
。

写
真
⑪
は
屋
形
船
で
す
。
最
後
に
も
う
ひ
と
つ

だ
け
川
柳
を
、

下
a九
れ
ば
及
ぼ
ぬ
、
、
ぞ
の
多
か
り
き

ょ
A
γ
返

れ

み

＠

の

鵠

橋
の
か
ら
下
を
見
た
ら
、
屋
形
船
で
の
桁
違
い

の
賛
沢
ば
か
り
が
自
に
付
く
。
せ
め
て
、
上
を
見

て
、
花
火
で
気
を
紛
ら
わ
そ
う
、
と
い
う
話
で
す
。

江
戸
の
ま
ち
の
人
々
は
、
狭
い
住
居
に
住
ん
で

い
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
ち
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
都
市
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
、
し
か
も
一

人
ひ
と
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
に
沿
っ
て
勝

手
な
方
向
を
向
い
て
く
ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
許
さ
れ
る
の
が
都
市
の
魅
力
だ
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

写真⑩

写真＠

写真⑨
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東講
尽演
の（
近ニ
代）

の
町
家
と
繁
華
街

初
田

臨
都
心
の
住
ま
い

明
治
か
ら
昭
和
の
初
め
ぐ
ら
い
ま
で
の
間
に
、

東
京
が
ど
う
変
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
中

心
に
お
話
を
し
ま
す
。
「
東
京
の
近
代
の
町
家
と

繁
華
街
」
と
い
う
テ

i
マ
で
す
が
、
繁
華
街
に
時

間
を
多
く
割
い
て
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
町
家
で
す
が
、
現
在
は
持
ち
家
に
住
ん
で

い
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
独
立
家

屋
で
な
く
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
方
も
お
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
が
。
と
こ
ろ
が
、
戦
前
ま
で
は
、
ほ
と

ん
ど
の
方
が
借
家
住
ま
い
で
し
た
。
例
え
ば
、
夏

目
激
石
で
も
、
借
家
生
活
で
し
た
。
い
ま
考
え
る

と
、
ち
ょ
っ
と
驚
き
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
そ

れ
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
す
。
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

大
王
一
一
年
に
は
、
東
京
の
住
宅
の
九
一
二
%
が
貸

家
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
一
O
年
後
の
関
東
大
震

災
後
、
昭
和
の
初
め
に
も
大
体
七
O
%
の
人
が
貸

家
住
ま
い
で
す
か
ら
、
つ
い
最
近
ま
で
、
多
く
の 亨

人
た
ち
が
貸
家
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

明
治
の
終
わ
り
に
、
音
羽
に
建
て
ら
れ
た
借
家

の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
独
立
家
屋
か
ら
、

長
麗
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
形
式
が
あ
り
ま
す
。
独
立

家
屋
は
か
な
り
立
派
で
、
応
接
室
ま
で
持
っ
た
住

宅
も
あ
り
ま
す
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
か
な

り
大
き
な
能
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
し
、

こ
の
傾
向
は
そ
の
後
も
続
き
ま
す
。
多
く
の
人
が
、

持
ち
家
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
な
の
で

す。間
勧
工
場
と
い
う
脂
舗

都
市
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
は
、
勧
工
場
で
生

活
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
勧
工
場
は
、
今
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
明
治
の
終
わ
り
頃
に
は
、
東
京
の

に
ぎ
や
か
な
場
所
に
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
り

ま
し
た
。
勧
工
場
と
い
う
の
は
、
一
軒
の
建
物
の

真
ん
中
を
通
路
に
し
て
、
そ
の
両
側
に
売
店
の
よ

う
な
小
さ
な
活
が
並
ん
だ
活
舗
、
と
考
え
て
く
だ

さ
い
。
そ
こ
に
は
、
日
常
的
に
使
う
用
品
か
ら
家

具
を
売
る
店
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
現
症
の
マ
ー
ケ

ッ
ト
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
売
り
場
が
並
ん
で

い
た
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
c

ま
た

現
在
、
都
心
に
は
デ
パ
ー
ト
が
随
分
あ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、

デ
パ
ー
ト
を
考
え
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。

勧
工
場
が
最
初
に
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
明
治
の

一
0
年
代
で
す
。
具
体
的
に
は
、
明
治
一
O
年
に

上
野
で
開
催
さ
れ
た
内
閣
勧
業
博
覧
会
が
き
っ
か

ハ
リ

け
で
す
。
国
の
産
業
を
高
め
る
こ
と
を
罰
的
に
開

か
れ
ま
す
。
民
間
に
、
こ
れ
か
ら
売
ろ
う
と
思
う

長
い
商
品
の
展
示
を
お
願
い
し
、
新
し
い
も
の
や

珍
し
い
も
の
を
陳
列
し
た
の
で
す
。
博
覧
会
が
終

わ
っ
た
時
、
売
れ
残
り
が
出
ま
す
。
そ
れ
を
出
品

し
た
人
に
廃
し
て
し
ま
っ
て
は
、
二
束
三
文
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
産
業
を
発
屡
さ
せ
よ

う
と
い
う
冨
の
政
策
に
も
合
わ
な
い
し
、
協
力
し

た
人
た
ち
の
足
を
引
っ
張
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
東
京
府
が
売
れ
残
っ
た
品
物

を
常
設
展
示
す
る
場
所
を
開
く
の
で
す
。
そ
れ
が

勧
工
場
の
始
ま
り
で
す
。

現
在
の
、
新
丸
ピ
ル
の
辺
り
に
勧
工
場
、
が
つ
く

ら
れ
た
の
が
最
初
で
す
。
当
初
は
、
東
京
府
が
設

立
し
た
の
で
す
が
、
後
に
経
営
を
民
営
化
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
数
も
だ
ん
だ
ん
多
く
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
銀
麗
通
り
や
浅
草
と
い
っ
た
繁
華

街
に
、
い
く
つ
も
勧
工
場
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
そ

の
な
か
に
、
銀
座
の
帝
箆
博
品
館
、
神
田
の
南
明

館
（
醤
①
可
風
俗
画
報
』
明
治
三
二
年
七
月
号
）

や
東
明
館
（
図
②
円
風
俗
爾
報
』
明
治
一
一
一
二
年
七

月
号
）
と
い
う
勧
工
場
、
が
あ
り
ま
す
。

勧
工
場
の
大
き
な
特
徴
は
、
江
戸
時
代
の
活
舗

が
塵
売
り
方
式
（
図
③
町
東
京
風
俗
士
山
』
）
だ
っ

た
の
に
対
し
て
、
陳
列
販
売
方
式
を
と
っ
て
い
た

点
で
す
。
店
に
商
品
を
陳
列
し
、
そ
れ
に
髄
札
を

付
け
て
販
売
す
る
の
は
、
現
症
で
は
当
た
り
前
で

す
が
、
当
時
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

店
に
品
物
を
棟
列
せ
ず
、
商
品
は
裏
の
蔵
に
し
ま



っ
て
お
く
の
が
般
的
で
し
た
。
小
さ
な
活
や
品

数
の
少
な
い
扇
は
、
店
先
に
商
品
を
展
示
し
て
い

ま
し
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
高
鹿
は
、
藤
に
し
ま

っ
て
お
く
の
が
一
般
的
で
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て

の
、
東
京
な
ど
、
都
市
の
実
状
を
み
れ
ば
想
像
が

で
き
ま
す
。
東
京
は
火
事
が
非
常
に
多
か
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
か
ら
で
、
何
年
間
か
に

一
回
は
必
ず
家
が
焼
け
て
し
ま
う
ぐ
ら
い
の
火
事

が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
商
人
と
し
て
は
、
品
物

を
店
に
置
い
て
い
て
は
、
火
事
の
と
き
に
財
産
を

全
部
焼
い
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
蔵
に
し
ま

っ
て
お
く
こ
と
が
続
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
東

京
か
ら
火
事
が
少
な
く
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て

陳
列
販
売
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
明
治
の
終

わ
り
ぐ
ら
い
に
、
現
在
の
商
活
と
開
じ
形
式
を
も

っ
た
店
舗
が
多
く
な
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
先
駆

的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
勧
工
場
と
い
え
ま

す。
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
鹿
売
り
方
式

と
は
、
売
主
の
番
頭
さ
ん
と
か
主
人
が
客
に
鹿
っ

て
対
応
し
、
客
と
一
対
一
で
話
を
し
な
が
ら
商
品

を
売
る
方
法
で
す
。
売
る
側
は
、
賀
、
王
の
希
望
を

開
き
な
が
ら
、
こ
れ
か
な
、
と
思
わ
れ
る
品
物
を

頭
に
措
い
て
、
小
僧
に
蔵
か
ら
持
っ
て
こ
さ
せ
て

い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
当
時
は
、
蔵
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
品
物
を
持
っ
て
こ
さ
せ
な
い
で
、
客
の
希

望
に
あ
っ
た
品
物
を
売
る
こ
と
の
で
き
る
商
人
ほ

ど
、
腕
の
い
い
商
人
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
い
っ
た
活
が
、
や
が
て
陳
列
販
売
に
な
っ
て
い

き
ま
す
が
、
勧
工
場
は
、
い
ち
早
く
そ
う
い
っ
た

陳
列
販
売
方
式
を
と
っ
た
店
舗
と
い
え
ま
す
。

町

一

山

聞
に
ぎ
わ
い
を
楽
し
む

明
治
の
終
わ
り
頃
、
勧
工
場
が
非
常
に
増
え
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
不
特
定
の
客
を
よ
り
多
く
店

に
引
き
つ
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
派

手
な
外
観
を
持
っ
た
建
物
が
多
く
つ
く
ら
れ
ま
す
。

建
物
そ
の
も
の
を
、
看
抜
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
帝
国
博
品
館
や
甫

明
館
、
東
明
館
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
例

え
ば
東
明
館
（
図
②
）
で
す
が
、
土
蔵
造
り
の
建

物
が
ず
っ
と
並
ん
で
い
る
町
並
み
の
先
端
に
、
非

常
に
目
立
つ
派
手
な
外
観
の
建
物
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
建
物
が
、
明
治
の
後
半
に

い
く
つ
か
出
現
し
て
き
ま
す
。

勧
工
場
を
訪
れ
た
人
た
ち
が
何
を
し
た
か
と
い

い
ま
す
と
、
物
を
買
い
に
い
く
と
い
う
よ
り
も
、

勧
工
場
の
に
ぎ
わ
い
に
紛
れ
て
楽
し
ん
で
い
た
の



で
す
。
の
思
い
出
を
書
い
た
本
の
中
に
、
そ

う
い
う
記
述
が
あ
ち
こ
ち
に
出
て
き
ま
す
。
要
す

る
に
、
勧
工
場
に
物
を
買
い
に
い
く
こ
と
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
そ
こ
を
訪

ね
て
、
に
ぎ
わ
い
に
紛
れ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い

た
の
で
す
。

陳
列
販
売
の
店
舗
が
多
く
建
て
ら
れ
た
明
治
末

期
頃
か
ら
、
勧
工
場
で
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、

や
が
て
町
歩
き
を
楽
し
む
行
為
に
つ
な
が
っ
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
昭
和

の
初
め
に
な
る
と
、
ウ
イ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

と
い
う
町
歩
き
を
楽
し
む
行
為
は
、
ご
く
当
た
り

前
に
な
り
ま
す
c

関
商
の
な
か
に
は
、
「
室
内
を

ご
自
由
に
ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
い
う
看
板
を
出
す

店
（
写
真
①
イ
ナ
ホ
洋
賑
店
『
建
築
写
真
類
衆
！

商
店
建
築
外
観
集
二
巻
』
）
も
出
て
き
ま
す
。

田
山
花
袋
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ
の

日
本
橋
界
眠
の
す
し
屋
の
常
連
客
と
い
う
の
が
誰

か
と
い
う
と
、
山
の
手
の
人
間
だ
、
と
言
っ
て
い

ま
す
。
実
は
、
山
の
手
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ

出
す
の
も
明
治
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
日

本
橋
は
下
町
の
代
表
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
下
町

に
来
る
お
客
が
、
山
の
手
の
人
々
だ
と
田
山
花
袋

は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
当
時
、
山
の
手
と

い
う
の
は
ど
の
辺
り
を
指
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、

麹
町
と
か
麻
布
と
か
田
谷
と
か
本
郷
辺
り
で
す
。

そ
れ
が
大
正
時
代
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
郊
外

住
宅
地
が
開
発
さ
れ
て
、
山
の
手
と
い
う
範
閤
が

非
常
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
c

富
家
産
生
活
を
演
出
し
た
百
貰
臨

そ
う
い
っ
た
、
山
の
手
の
人
た
ち
を
お
客
に
し

た
の
が
百
貨
店
で
す
。
呉
職
活
が
、
い
ろ
い
ろ
な

品
物
を
取
り
そ
ろ
え
た
百
貨
店
と
し
て
や
っ
て
い

く
と
い
う
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
宣
言
を
し

た
の
は
明
治
末
期
で
す
む
そ
の
最
初
の
店
が
三
越

や
白
木
屋
で
し
た
の
一
二
越
、
白
木
屋
が
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
た
お
客
も
、
山
の
手
の
人
た
ち
だ
っ
た
の写真②
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で
す
。山

の
に
住
ん
で
い
た
の
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
前
身
と
な
る
よ
う
な
人
た
ち
で
、
新
中
間
層
と

い
わ
れ
た
人
で
す
。
東
京
が
産
業
の
中
心
に
な
り
、

都
市
で
働
い
て
、
そ
こ
で
食
べ
ら
れ
る
人
が
増
え

て
い
く
。
そ
の
結
果
、
東
京
の
人
口
は
だ
ん
だ
ん

増
え
て
い
き
ま
す
c

地
方
か
ら
流
入
し
て
き
て
、

役
所
や
会
社
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
人
た
ち
の
多

く
は
、
山
の
手
に
住
ん
だ
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
下

町
の
ほ
う
に
住
ん
だ
人
た
ち
も
い
ま
す
が
。
百
貨

店
も
、
そ
う
い
っ
た
山
の
手
の
人
た
ち
を
棺
手
に
、

高
売
を
始
め
た
わ
け
で
す
。

百
貨
店
は
、
家
族
連
れ
の
客
を
相
手
に
、
彼
ら

が
訪
れ
や
す
い
店
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
す

（
写
真
②
三
越
の
吹
抜
け
（
大
正
一
一
一
年
）
『
建
築

雑
誌
』
大
正
四
年
四
月
口
ヴ
）
。
現
在
、
美
術
館
や

劇
場
を
持
つ
百
貨
居
が
日
本
で
は
ご
く
一
般
的
で

す
が
、
世
界
的
に
見
る
と
、
非
常
に
ま
れ
な
存
在

で
す
。
お
そ
ら
く
、
日
本
独
自
の
も
の
と
い
え
ま

す
。
そ
こ
に
は
百
貨
店
の
戦
略
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
同
時
に
百
黄
活
、
が
、
ど
う
い
う
人
た
ち
を
お

客
に
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
山
の
手
の
家
族
連
れ
が
訪
れ
や

す
い
店
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
食
堂
を

充
実
さ
せ
ま
す
。
買
い
物
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

合
間
に
も
楽
し
め
る
場
所
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
c

お
子
様
ラ
ン
チ
と
い
う
の
は
、
現
在
、
ど
こ
に
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
最
初
に
つ
く
っ
た
の
は
三



越
で
し
た
。
三
越
で
は
、
子
供
を
連
れ
た
家
族
連

れ
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
、
食
堂

も
お
子
様
専
用
の
メ
ニ
ュ
ー
ま
で
つ
く
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
一
つ
が
お
子
様
ラ
ン
チ
（
写
真
③
三

越
蔵
）
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
震
上
を
充
実
し
て
屋
上
庭
閣
を

つ
く
っ
た
の
で
す
。
昭
和
の
初
め
ぐ
ら
い
に
な
り

ま
す
と
、
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
と
か
児
童
遊
菌
（
写

真
④
松
坂
墨
上
野
店
の
児
童
遊
園
『
松
坂
屋
五
十

年
史
』
）
と
い
っ
た
も
の
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
三
越
で
は
、
少
年
音
楽
隊
を
つ
く
り
ま

す
。
白
木
屋
で
は
少
女
音
楽
隊
を
結
成
し
て
、
ク

ラ
シ
ッ
ク
を
聞
か
せ
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、

文
化
的
な
家
庭
生
活
に
は
音
楽
を
聞
く
こ
と
も
欠

か
せ
な
い
の
で
す
よ
、
と
い
う
百
貨
活
の
側
か
ら

の
、
家
庭
生
活
へ
の
提
案
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

写真③

ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
催
し
物
を
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
大
正
時
代
に
入
り
ま
す
と
、
百
貨

店
で
美
術
展
が
聞
か
れ
る
の
が
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
に
な
り
ま
す
。
離
な
ど
も
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、

余
興
場
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ
が
や
が
て
劇
場
に

発
展
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
美
術
館
や
劇
場
が
つ

く
ら
れ
る
の
は
、
百
貨
鹿
が
、
訪
れ
る
人
た
ち
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
家
族
連
れ
を
意
識
し
て
い
た

か
ら
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。
あ
る
意
味
で
、
現

在
の
家
庭
生
活
と
い
う
の
は
、
百
貨
店
が
演
出
し

て
、
そ
の
う
え
に
乗
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い

え
な
く
も
な
い
わ
け
で
す
。

目
町
歩
き
を
楽
し
む
人
々

家
庭
生
活
の
変
化
を
背
景
に
、
都
市
は
次
第
に

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
c

人
々
が
都
市
の
生
活
を
楽

し
み
始
め
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
町
歩
き

で
、
そ
の
行
為
を
支
え
る
施
設
が
都
市
の
な
か
に

で
き
て
き
ま
す
。
大
正
の
半
ば
過
ぎ
に
、
「
銀
ぶ

ら
」
と
い
う
喫
茶
店
が
銀
座
に
で
き
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
頃
に
銀
麗
を
ぶ
ら
つ
く
よ
う

な
人
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
町
歩
き
を
楽
し
む
人
た
ち

が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
c

「
銀
ぶ
ら
」
、
が

定
着
し
て
い
く
の
が
大
正
時
代
で
す
。
さ
ら
に
昭

和
の
初
め
に
は
、
新
宿
を
ぶ
ら
つ
く
こ
と
が
「
新

ぶ
ら
」
、
大
阪
の
道
頓
堀
が
「
頓
ぶ
ら
」
、
心
斎

矯
筋
が
「
心
ぶ
ら
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
神
戸

で
は
「
元
ぶ
ら
」
、
京
都
で
は
「
西
条
ぶ
ら
」
と
、

各
地
に
同
じ
よ
う
な
一
言
葉
が
ま
れ
ま
す
。

写真④

町
歩
き
を
多
く
の
人
た
ち
が
楽
し
み
始
め
た
大

正
時
代
の
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
町
の
中
に

い
く
つ
も
つ
く
ら
れ
た
建
物
が
看
板
建
築
（
写
真

⑤
神
田
・
表
猿
楽
町
の
看
板
建
築
叫
復
興
記
念
写

真
張
』
）
で
す
。
看
板
建
築
の
特
徴
は
、
活
錦
併

写真⑤
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用
住
宅
で
、
一
階
部
分
は
、
買
う
人
が
自
分
で
自

由
に
商
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
を
持
っ
て
、

洋
風
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
裏
側
お

よ
び
二
階
の
住
ま
い
の
部
分
は
、
倍
統
的
な
形
式

を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
不
特
定

の
人
が
お
客
で
す
の
で
、
人
目
を
引
く
た
め
に
い

ろ
い
ろ
な
装
飾
が
建
物
の
表
面
に
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
ろ
ば
ん
屋
だ
と
か
本
盤
だ
と
か
、
建
物

を
み
た
だ
け
で
、
何
を
売
る
店
か
わ
か
る
よ
う
な

デ
ザ
イ
ン
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴

で
L

す。町
歩
き
を
楽
し
む
人
た
ち
が
、
大
正
時
代
の
後

半
以
降
、
急
激
に
増
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
端
的

に
示
し
て
い
る
の
が
喫
茶
店
で
す
。
例
え
ば
、
コ

ロ
ン
パ
ン
・
テ
ラ
ス
と
い
う
喫
茶
活
が
あ
り
ま
す

が
、
（
写
真
⑥
台
高
等
建
築
学
幻
』
）
こ
こ
で
は
、

喫
茶
店
の
外
に
テ
ー
ブ
ル
を
出
し
て
、
そ
こ
で
も

コ
ー
ヒ
ー
が
飲
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
町
の

変
化
を
見
な
が
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
こ
ろ
が

で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
町
を
歩
い
て
い
る
人

に
と
っ
て
は
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
人
を
見

る
こ
と
で
、
町
の
に
ぎ
わ
い
を
楽
し
め
る
の
で
す
。

写真⑥

東
京
の
喫
茶
店
の
数
が
、
急
激
に
増
え
た
の
が

い
つ
ご
ろ
か
と
い
い
ま
す
と
、
関
東
大
震
災
の
直

後
で
す
（
表
①
東
京
（
旧
市
部
）
の
喫
茶
店
の
変

遷
『
東
京
統
計
年
表
』
よ
り
作
成
）
。
昭
和
の
初

め
に
、
全
国
各
地
で
町
を
ぶ
ら
つ
く
人
た
ち
が
増

え
た
と
い
う
こ
と
を
言
い
い
ま
し
た
が
、
こ
の
こ

と
は
、
喫
茶
店
の
変
化
を
見
て
も
わ
か
り
ま
す
。

当
時
、
喫
茶
府
と
い
う
の
は
、
休
憩
と
か
、
談
話

14 

や
待
合
せ
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
喫
茶
店
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ

け
町
歩
き
を
楽
し
む
人
た
ち
が
増
え
て
き
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
都
市
に
住
む
人
た
ち
が
、

都
市
の
楽
し
み
と
い
う
も
の
を
発
見
し
て
い
っ
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
つ
が
、
町
を
歩
く
こ
と
だ

っ
た
の
で
す
。
町
の
中
を
自
由
に
歩
き
、
に
ぎ
わ

い
に
紛
れ
る
こ
と
の
楽
し
み
を
発
見
し
た
の
で
す
。

I 500 
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講演（一一一）

昭
和
初
期
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス

と
う
イ
フ
ス
タ
イ
ル

大
月

敏
雄

現
在
我
々
は
に
住
ん
で
い
て
、
多
く
の
集
合

住
宅
と
呼
ば
れ
る
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
タ
イ
プ
の
一
種

に
圏
ま
れ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
住
み
な
が
ら

暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
果
た
し
て
い
ま
我
々

が
普
通
に
見
て
い
る
、
そ
う
し
た
集
合
住
宅
と
い
う

の
は
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

東
京
を
中
心
に
簡
単
に
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と

患
っ
て
お
り
ま
す
。

田
社
宅
と
し
て
の
集
合
住
宅

集
合
住
宅
の
原
点
を
考
え
た
場
合
、
一
つ
に
は
江

戸
時
代
の
長
撞
と
い
う
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
タ
イ
プ
が
、

集
ま
っ
て
住
む
形
と
し
て
出
て
き
ま
す
が
、
明
治
時

代
に
お
い
て
は

B
本
全
国
に
行
き
渡
っ
た
産
業
革
命

の
中
で
企
業
が
ど
ん
な
ふ
う
に
社
員
に
ハ
ウ
ジ
ン
グ

を
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
1
マ
に

な
っ
て
、
ま
ず
社
宅
と
い
う
形
で
現
れ
て
き
ま
し
た
。

明
治
三
六
年
に
農
商
務
省
官
僚
に
よ
っ
て
『
職

構
』
と
い
う
報
告
書
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
時
期
、

社
宅
が
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
ま
す
。
一
例
と
し
て
倉
敷
紡
績
の
社
宅
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
員
の
社
宅
を
明
治
の
中

盤
ぐ
ら
い
か
ら
一
生
懸
命
つ
く
っ
た
間
社
の
社
宅
は

平
鹿
建
て
の
長
屋
団
地
で
し
た
。
こ
れ
は
近
代
に
お

け
る
集
合
し
て
住
む
形
の
か
な
り
初
期
の
例
だ
と
い

え
ま
す
。

一
方
で
、
我
々
が
い
ま
普
通
に
ア
パ
ー
ト
だ
と
か

集
合
住
宅
と
呼
ぶ
よ
う
な
形
が
出
現
す
る
の
が
大
体

明
治
の
末
ぐ
ら
い
で
、
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
丸

ノ
内
の
一
了
倫
敦
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
菱
が
つ

く
っ
た
、
主
と
し
て
煉
瓦
造
の
オ
フ
ィ
ス
街
な
の
で

す
が
、
そ
の
中
の
六
、
七
号
館
に
三
階
建
て
の
建
物

が
出
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
長
屋
建

て
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
下
か
ら
上
ま
で
一
つ
の

家
族
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
社
宅
の
一
種
と

い
え
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
社
宅
と
し
て
集
合
住

宅
で
有
名
な
の
は
長
崎
の
輩
艦
島
と
呼
ば
れ
て
い
る

所
で
、
島
の
地
下
の
炭
坑
で
働
く
鉱
員
の
た
め
に
建

設
さ
れ
た
一
連
の
住
宅
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

例
え
ば
大
E
五
年
に
は
す
で
に
グ
ラ
パ

l
ハ
ウ
ス
と

い
う
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
て
明
治
末
か
ら
高
層
・
高
密
で
人
々
を
社

宅
と
し
て
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
性
で
の

集
合
住
宅
建
設
が
日
本
の
中
で
経
験
さ
れ
て
く
る
わ

け
で
す
。

盟
畏
需
に
よ
る
高
等
下
描

そ
う
し
た
社
宅
と
い
う
形
で
人
々
が
密
に
住
ん
で

い
く
一
方
で
、
明
治
時
代
の
終
わ
り
か
ら
大
正
時
代

に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
高
等
下
宿
と
い
う
形
で
、
都

市
に
住
む
ち
ょ
っ
と
金
持
ち
の
大
学
生
・
独
身
者
た

ち
が
、
便
利
で
快
適
な
都
市
生
活
を
過
ご
す
た
め
に
、

い
ま
で
い
う
と
こ
ろ
の
木
造
の
ア
パ
ー
ト
が
盛
ん
に

建
設
さ
れ
ま
す
。
東
大
の
近
く
に
あ
る
明
治
三
八
年

に
建
っ
た
と
い
わ
れ
る
本
郷
館
は
い
ま
も
遺
っ
て
い

て
、
真
ん
中
に
中
庭
を
取
っ
て
、
共
同
玄
関
の
脇
に

管
理
人
が
い
て
、
靴
を
脱
い
で
上
が
っ
て
、
和
室
が

一
章
か
二
室
あ
っ
て
、
各
部
震
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

中
庭
に
萌
し
て
共
同
の
ト
イ
レ
な
ど
が
あ
る
。
そ
う

い
う
の
が
三
階
建
て
、
自
階
建
て
、
と
し
て
多
数
建

設
さ
れ
ま
し
た
。
中
に
は
明
治
四
三
年
の
上
野
倶
楽

部
と
い
う
五
階
建
て
の
も
の
が
上
野
池
之
端
に
建
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
大
正
三
年
の
菊
富
士

ホ
テ
ル
や
大

E
八
年
の
牛
込
芸
術
倶
楽
部
が
有
名
で

す。
こ
れ
ら
の
高
等
下
街
は
、
そ
れ
ま
で
の
民
間
集
合

住
宅
で
あ
る
長
屋
と
は
異
な
り
、
特
に
独
身
の
人
が

ど
う
や
っ
て
都
会
に
定
着
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

が
摸
索
さ
れ
た
結
果
、
木
造
で
は
あ
る
が
重
な
っ
て

上
に
住
ん
で
い
く
と
い
う
形
式
に
到
達
し
た
と
考
え

て
い
ま
す
。

圏
公
に
よ
る
集
合
住
宅

こ
う
し
た
民
間
の
取
組
み
に
対
し
て
公
の
敢
組
み

は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
ず
は
最
底
辺
の
人
々
の
暮

声、J



ら
し
を
ど
う
や
っ
て
底
上
げ
し
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
初
め
て
の
も
の
は
、
お
そ
ら

く
明
治
四
四
年
に
辛
亥
救
済
会
が
建
設
し
た
五
姫
公

設
長
屋
が
そ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
前
年
に
浅
草
で
起
き
た
大
火
災
に
寄

せ
ら
れ
た
義
接
金
を
も
と
に
東
京
府
が
辛
亥
救
済
会

と
い
う
外
郭
団
体
を
つ
く
っ
て
、
火
災
で
焼
け
出
さ

れ
た
人
々
向
け
に
、
長
屋
を
並
べ
た
よ
う
な
団
地
を

造
っ
て
救
済
す
る
と
い
う
よ
う
な
仕
組
み
が
出
来
た

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
明
治
後
期
に
は
、
横
山
源
之
助

が
『
日
本
之
下
層
社
会
』
を
著
し
た
り
、
大
正
時
代

に
な
る
と
東
京
市
社
会
局
が
盛
ん
に
東
京
の
不
良
住

宅
地
を
調
べ
て
、
そ
れ
を
ど
う
改
良
し
て
い
く
か
が

模
索
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
た
ま
た
ま
大
火
災
と
い

う
の
を
契
機
に
し
て
託
児
所
や
浴
場
や
店
舗
付
き
の

団
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
た
だ

の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
で
は
な
く
て
、
社
会
福
祉
的
諸
施
設

を
セ
ッ
ト
に
し
た
町
づ
く
り
が
が
明
治
の
い
ち
ば
ん

最
後
に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

公
的
セ
ク
タ
ー
が
本
格
的
に
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
取
り

組
む
き
っ
か
け
は
、
大
正
時
代
の
米
騒
動
を
契
機
に

設
置
さ
れ
た
救
済
事
業
調
査
会
の
答
申
「
小
住
宅
改

良
要
綱
」
で
し
た
。
こ
れ
で
当
時
の
東
京
、
横
浜
、

名
古
麗
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
と
い
っ
た
六
大
都
市

で
、
い
わ
ゆ
る
公
営
住
宅
と
い
う
の
が
始
ま
っ
て
い

く
わ
け
で
す
。
東
京
に
お
い
て
有
名
な
の
は
、
月
島

住
宅
で
、
こ
れ
は
関
東
大
震
災
で
全
部
燃
え
て
し
ま

っ
た
の
で
す
が
、
震
災
後
に
建
て
た
も
の
が
現
在
も

残
っ
て
い
ま
す
。

中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
大
正
二
年
の
関
東
大

震
災
の
前
に
、
東
京
市
が
深
川
の
古
石
場
に
建
設
し

た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
一
一
一
階
建
て
の
集

合
住
宅
で
す
。
こ
こ
で
面
白
い
の
は
、
古
石
場
住
宅

に
は
一
二
つ
の
住
棟
型
式
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
の
一
つ

は
、
各
部
屋
が
大
体
一
部
監
で
中
廊
下
と
共
同
便
所

が
付
い
て
い
ま
す
c

こ
れ
は
主
に
単
身
者
向
け
の
賃

貸
ア
パ
ー
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
と
同
時
期

に
建
っ
た
問
団
地
内
の
別
の
住
棟
は
階
段
護
型
の
一
一

戸
一
形
式
で
、
室
内
か
ら
便
所
に
行
く
の
に
一
度
階

段
室
を
経
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
さ
ら
に
、
震
災
後

に
建
設
さ
れ
た
三
つ
目
の
住
棟
形
式
で
は
、
便
所
が

室
内
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
集
合
住
宅
の

最
初
期
の
も
の
を
見
る
と
、
ど
ん
な
ふ
う
に
便
所
と

付
き
合
っ
て
い
く
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
模
索
さ

れ
て
い
ま
す
。

関
欝
東
大
震
災
と
ア
パ

i
ト
メ
ン
ト
と
問
題
会

実
は
、
震
災
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
洋
風
の
ア

パ
ー
ト
が
一
つ
あ
り
ま
し
た
り
・
有
名
な
御
茶
の
水
文

化
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
で
す
。
ア
メ
リ
カ
人
の
ヴ
ォ

i

リ
ズ
が
設
計
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
着
工
し
よ
う

と
し
た
と
き
に
震
災
が
起
こ
っ
て
、
結
局
、
震
災
直

後
に
竣
工
し
ま
し
た
。
当
時
の
知
識
階
級
の
人
々
の

一
つ
の
理
想
は
、
生
活
そ
の
も
の
を
全
く
西
洋
化
す

る
こ
と
、
即
ち
、
ベ
ッ
ド
で
寝
て
、
食
卓
で
椅
子
に

腰
掛
け
て
食
べ
て
、
畳
の
部
屋
は
要
ら
な
い
と
い
う

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
。
そ
の
理
想
を
ア
メ

ζ
U
 

リ
カ
人
建
築
家
に
頼
ん
で
実
現
し
た
の
が
こ
の
文
化

住
宅
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
c

ま
た
こ
の
ア
パ
ー

ト
は
政
府
か
ら
の
低
利
融
資
を
受
け
て
お
り
、
そ
う

し
た
意
味
で
は
「
公
的
」
集
合
住
宅
の
一
つ
だ
と
も

言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
文
化
ア
パ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
て
い
る
最
中

に
問
潤
会
が
設
立
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
集
合
住

宅
の
エ
ポ
ッ
ク
を
画
す
る
わ
け
で
す
が
、
同
潤
会

は
ア
パ
ー
ト
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
事
業
を
や
っ

て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
初
年
度
の
大
正
一
三
年
に

は
、
い
ま
で
い
う
仮
設
住
宅
を
二
千
戸
ほ
ど
つ
く
っ

て
い
ま
す
の
阪
神
大
震
災
な
ん
か
で
つ
く
ら
れ
た
仮

設
住
宅
と
違
う
の
は
、
住
宅
地
の
中
に
店
舗
や
銭
湯

が
あ
る
の
で
す
。
阪
神
大
震
災
の
仮
設
で
は
、
住
宅

し
か
造
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
仮
設
住
宅
の
周
り
に

盤
台
な
ん
か
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
生
活
が

サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
少
な
く
と
も
大
正

末
期
ま
で
は
、
町
は
住
宅
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い

と
い
う
極
め
て
真
っ
当
な
常
識
が
生
き
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
前
述
し
た
辛
亥
救
済
会
の
公
設
長
屋
に
も

い
え
る
こ
と
で
す
。

そ
の
後
、
向
精
会
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
事

業
に
手
を
着
け
る
わ
け
で
す
が
、
東
京
と
横
浜
で
全

部
で
一
五
カ
所
の
ア
パ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
ア
パ
ー
ト
は
大
雑
把
に
い
っ
て
一
一
一
種
に
分

類
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
山
の
手
型
の
ア
パ
ー

ト
と
下
町
型
の
ア
パ
ー
ト
、
そ
れ
か
ら
都
心
型
の
ア

パ
ー
ト
で
す
。

山
の
手
型
の
ア
パ
ー
ト
と
し
て
は
青
山
ア
パ
ー
ト



と
代
宮
山
ア
パ
ー
ト
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
当
時
の
東
京
周
辺
部
に
一
種
の
田
園
都
市
と
い
う

よ
う
な
感
じ
で
、
小
振
り
な
住
棟
で
ゆ
っ
た
り
と
中

庭
を
間
ん
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
中
之
郷
ア
パ
ー
ト
、
柳
島
猿
江
ア
パ
ー

ト
、
清
砂
通
り
ア
パ
ー
ト
、
あ
る
い
は
厳
密
に
は
ア

パ
ー
ト
で
は
な
く
共
同
住
宅
な
の
で
す
が
猿
江
ア
パ

ー
ト
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
東
町
ア
パ
ー
ト
と
い
っ
た

下
町
型
の
ア
パ
ー
ト
は
、
い
ず
れ
も
隅
田
川
の
東
部

に
位
置
し
、
震
災
復
興
の
区
画
整
理
に
対
応
す
る
形

で
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
階
に
必
ず
活
舗
併

用
住
宅
を
持
ち
、
店
舗
併
用
住
棟
を
街
路
に
面
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
都
市
景
観
を
形
成
す
る
と
い
う
極
め

て
都
市
的
な
ア
パ
ー
ト
が
出
来
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
と
、
都
心
型
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
比
較
的

小
さ
い
敷
地
の
中
で
、
中
庭
も
最
小
限
に
切
り
詰
め

た
形
で
記
置
さ
れ
て
い
ま
す
c

か
つ
て
横
浜
に
建
っ

て
い
た
新
山
下
、
平
招
の
両
ア
パ
ー
ト
や
一
一
一
回
ア
パ

ー
ト
、
鴬
谷
ア
パ
ー
ト
は
狭
小
中
庭
を
高
密
に
取
り

囲
む
配
置
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
女
子
独
身
者
を
対

象
と
し
た
大
塚
女
子
ア
パ
ー
ト
、
時
期
的
・
技
術
的

に
悶
潤
会
ア
パ
ー
ト
の
集
大
成
で
あ
っ
た
江
戸
川
ア

パ
ー
ト
も
こ
の
分
類
に
入
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

上
野
下
ア
パ
ー
ト
、
三
ノ
輪
ア
パ
ー
ト
は
狭
小
敷
地

に
申
し
訳
程
度
に
前
庭
を
付
け
て
敷
地
一
杯
に
建
て

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
建
蔽
率
託
、
ほ
一

O
O
%
で
建

て
た
虎
ノ
門
ア
パ
ー
ト
が
都
心
型
の
撞
め
つ
け
だ
と

い
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
に
全
て
問
潤
会
の
事
務
所

に
改
装
さ
れ
ま
し
た
。

自
同
潤
会
以
外
の
戦
前
公
的
集
合
住
宅

問
潤
会
以
外
に
震
災
復
興
後
の
ア
パ
ー
ト
と
し
て

有
名
な
も
の
と
し
て
、
現
布
も
残
っ
て
い
る
九
段
下

ビ
ル
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
東
京
市
が
支
援
し
て
つ

く
っ
た
復
興
建
築
助
成
株
式
会
社
の
助
成
に
よ
る
、

焼
け
た
町
家
の
共
同
化
で
し
た
。
プ
ラ
ン
を
見
る
と

一
軒
一
軒
の
関
口
が
違
い
ま
す
。
土
地
の
権
利
を
い

じ
ら
ず
に
、
町
家
が
震
災
前
に
建
っ
て
い
た
姿
の
ま

ま
に
壁
を
立
ち
上
げ
て
、
そ
れ
を
不
燃
化
し
て
共
同

化
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
興
味
深
い
つ
く
り
方
で

す
。
一
、
二
階
は
、
住
宅
の
内
部
に
階
段
が
あ
っ
て

メ
ゾ
ネ
ッ
ト
を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
が
、
一
一
一
階
は

別
の
共
同
階
段
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
、
そ
れ
を
他
人

に
貸
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
、
斬
新
な
発
想
で
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
前
述
の
不
良
住
宅
地
区
改
良
事
業
に

よ
る
ア
パ
ー
ト
も
東
京
府
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、

神
戸
市
で
も
同
様
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
わ
こ
れ
ら

の
ほ
と
ん
ど
は
既
に
新
し
い
公
営
住
宅
に
建
て
替
わ

っ
て
い
ま
す
が
、
最
後
ま
で
現
存
す
る
大
阪
市
営
日

東
下
寺
住
宅
は
現
在
再
開
発
中
で
す
っ
他
に
も
い
ろ

い
ろ
な
公
的
ア
パ
ー
ト
が
震
関
し
ま
す
。
東
京
市
営

で
は
、
古
石
場
住
宅
の
次
に
真
砂
町
に
清
和
寮
と
い

う
男
子
繋
が
出
来
て
お
り
ま
す
。
ま
た
官
舎
と
し
て

は
、
竹
平
寮
と
い
う
憲
兵
隊
の
下
士
ア
パ
ー
ト
と

い
う
の
が
九
段
下
に
あ
り
ま
し
た
。

間
高
級
ア
パ
ー
ト
と
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

こ
の
よ
う
に
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
を
は
じ
め
と
す
る

公
的
ア
パ
ー
ト
が
新
た
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
と

し
て
短
期
的
に
集
中
し
て
東
京
で
つ
く
ら
れ
た
結
果

か
ど
う
か
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
五
年
か
ら
昭
和

一
O
年
ぐ
ら
い
に
か
け
て
多
様
な
民
間
の
ア
パ
ー
ト

と
い
う
の
が
供
給
さ
れ
始
め
る
わ
け
で
す
。
有
名
な

も
の
と
し
て
は
、
九
段
下
に
あ
っ
た
土
浦
亀
城
設
計

の
野
々
官
ア
パ
ー
ト
や
銀
産
に
あ
る
川
元
良
一
（
も

と
同
潤
会
建
設
部
長
）
設
計
と
い
わ
れ
る
銀
座
ア
パ

ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
居
住
者
像
と
し
て
、
私

が
見
た
り
開
い
た
り
し
た
中
で
は
、
例
え
ば
問
潤
会

の
中
で
も
、
青
山
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
て
代
官
山

が
出
来
た
か
ら
そ
こ
へ
引
っ
越
し
た
人
や
、
青
山
ア

パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
て
江
戸
川
が
出
来
た
か
ら
江
戸

川
に
引
っ
越
し
た
人
、
あ
る
い
は
御
茶
の
水
ア
パ
ー

ト
に
往
ん
で
い
て
野
々
宮
が
出
来
た
の
で
野
々
宮
に

引
っ
越
し
た
人
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
都
市
の

最
先
端
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
追
い
続
け
て
い
る
よ

う
な
人
た
ち
が
こ
う
し
た
ア
パ
ー
ト
の
居
住
者
の
一

部
を
構
成
し
て
い
た
事
実
は
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
属
人
的
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
御

茶
の
水
文
化
ア
パ
ー
ト
は
、
野
々
宮
ア
パ
ー
ト
を
設

計
し
た
土
浦
夫
妻
が
暮
ら
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は

こ
れ
は
松
山
厳
さ
ん
の
『
乱
歩
と
東
京
』
と
い
う
本

に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
明
智
小
五
郎
が
御
茶
の
水

に
あ
る
「
開
化
ア
パ
ー
ト
」
に
住
ん
で
い
た
と
か
、

有
名
人
で
す
と
、
代
宮
山
で
は
女
優
の
水
の
江
瀧
子
、

青
山
で
は
野
球
の
ス
タ
ル
ピ
ン
、
清
砂
通
り
で
は
政

治
家
の
浅
沼
稲
次
郎
、
大
塚
女
子
で
は
、
こ
れ
は
戦

後
で
す
が
、
作
家
の
戸
川
昌
子
、
間
じ
く
戦
後
で
柳

ゥ，



島
ア
パ
ー
ト
に
は
俳
優
の
清
、
野
々
ア
パ
ー

ト
に
は
岡
田
嘉
子
、
江
戸
川
ア
パ
ー
ト
は
た
く
さ
ん

な
の
で
割
愛
し
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
間
潤
会
は
復

興
事
業
で
造
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
民
開

高
級
ア
パ
ー
ト
同
様
、
都
市
の
ハ
イ
カ
ラ
な
、
あ
る

い
は
文
化
的
な
最
先
端
を
拒
っ
た
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ

て
生
活
す
る
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

こ
れ
で
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

墨
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ブ

i
ム

そ
う
い
う
い
わ
ば
最
先
端
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と
い
う
新
型
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ

プ
の
セ
ッ
ト
が
、
表
①
に
示
す
よ
う
な
ア
パ
ー
ト
・

ブ
l
ム
を
惹
起
し
た
こ
と
が
複
数
の
文
献
か
ら
読
み

と
れ
ま
す
。
表
①
は
東
京
市
内
の
ア
パ
ー
ト
の
年
毎

の
建
設
最
を
不
し
て
い
ま
す
が
、
昭
和
五
年
か
ら
九

年
ま
で
二
次
曲
線
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う

し
た
状
況
は
ア
パ
ー
ト
・
イ
ン
フ
レ
だ
と
か
ア
パ
ー

ト
・
ブ

l
ム
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

の
実
像
よ
り
華
や
か
な
印
象
が
ア
パ
ー
ト
と
い
う
一
一
お

葉
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
存

在
し
て
い
た
た
だ
の
木
造
長
屋
の
看
板
を
付
け
替
え

て
名
前
だ
け
ア
パ
ー
ト
と
し
た
例
も
大
変
多
か
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
初
め
か
ら
ア
パ

ー
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
の
が
八
五

O
件
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
例
え
ば
普
通
住
宅
を
ア
パ
ー
ト
に
し
て
し
ま

っ
た
の
が
一

O
二
件
と
か
、
下
宿
・
旅
館
を
ア
パ
ー

ト
に
変
え
た
の
が
二
七
件
と
か
、
中
に
は
学
校
や
遊

郭
を
ア
パ
ー
ト
に
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
中
で
、
昭
和
九
年
に
高
田
保
が
「
ア
パ
ー
ト
氾
濫

時
代
」
と
い
う
非
常
に
面
白
い
文
章
を
、
雑
誌
『
改

造
』
に
書
い
て
い
ま
す
c

断
片
的
に
引
用
し
て
み
ま

す
と
、「

ア
パ
ー
ト
じ
ゃ
な
く
て
、
『
ア
パ
ー
ト
』
っ
て

い
う
の
が
あ
り
ま
す
む
」

こ
れ
は
東
京
育
ち
の
人
特
有
の
癖
で
、
当
時
の
デ

パ
ー
ト
も
「
ヂ
パ

l
ド
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
つ
ま
り
、
教
養
の
な
い
人
は
ア
パ
ー
ト
で
は
な

く
ア
パ

l
ド
と
呼
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
指
摘

で
あ
り
ま
す
。

「
ア
パ
ー
ト
は
高
い
が
ア
パ
ー
ト
は
廉
い
。
嘘
と

思
う
ん
な
ら
ま
ず
本
所
深
川
へ
い
っ
て
ご
ら
ん
な
さ

い
。
み
ん
な
ア
パ
ー
ト
で
さ
あ
の
空
室
あ
り
つ
て
い

う
木
札
が
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
ぶ
ら
さ
が
っ
て

い
る
ん
だ
が
、
な
ん
の
事
は
な
い
貸
間
長
屋
で
、
一

間
三
景
が
月
に
二
円
五
十
銭
ぐ
ら
い
で
、
と
い
う
ん

で
す
。
」

こ
れ
は
ま
さ
に
名
前
だ
け
の
ア
パ
ー
ト
が
氾
濫
し

て
い
た
こ
と
の
証
明
で
す
。

「
以
前
な
ん
た
ら
い
う
男
爵
が
、
生
活
改
善
の
た

め
と
い
う
ん
で
、
文
化
と
い
う
こ
字
を
頭
に
か
ぶ
せ

て
立
派
な
ア
パ
ー
ト
を
建
て
た
よ
う
で
し
た
が
、
生

活
な
ん
て
い
う
や
つ
は
、
改
善
だ
の
改
悪
だ
の
で
変

わ
っ
て
い
く
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
、
追
っ
た
て
ら

れ
て
仕
様
こ
と
な
し
に
変
っ
ち
ま
う
も
ん
で
す
。
た

と
え
ば
で
す
ね
む
夫
婦
共
稼
ぎ
と
い
う
一
軒
で
、
何

よ
り
も
欲
し
い
の
は
、
簡
単
な
戸
締
り
一
つ
で
簡
単

に
家
を
空
っ
ぽ
に
し
て
い
け
る
っ
て
い
う
事
で
し
ょ

建
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ぅ
。
こ
う
い
う
一
軒
が
今
じ
ゃ
千
軒
に
な
り
万
軒
に

な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ア
パ
ー
ト
の
方
が
経
済
だ
か

ら
な
ん
て
い
う
の
が
理
由
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
や
。
こ

の
方
の
便
利
か
ら
ま
ず
繁
昌
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う

ね
。
」こ

れ
は
お
茶
の
水
文
化
ア
パ
ー
ト
の
理
念
を
皮
肉

っ
た
も
の
で
す
。
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
へ
の
要
求
は
文

化
生
活
・
生
活
改
善
の
た
め
の
手
だ
て
で
は
な
く
、

夫
婦
共
稼
ぎ
で
家
が
空
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、

ま
さ
に
都
市
的
生
活
の
要
求
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
て
い
ま
す
。

「
私
の
考
え
る
こ
と
は
、
ア
パ
ー
ト
の
中
で
生
ま

れ
て
ア
パ
ー
ト
の
中
で
育
っ
た
子
供
と
い
う
こ
と
で

す
よ
、
ど
ん
な
人
間
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
ね
。
」

こ
の
疑
問
は
、
戦
後
本
格
的
に
出
発
し
て
三

O
年

そ
こ
そ
こ
し
か
経
っ
て
い
な
い
我
々
の
、
集
合
住
宅

に
圏
ま
れ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
暮
ら
す
と
い

う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
あ
り
方
を
再
び
問
う
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

援
そ
の
後
の
ア
パ

i
ト
メ
ン
ト
の
震
関

こ
の
よ
う
に
普
及
し
て
き
た
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と

い
う
新
し
い
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
の
普
及
は
昭
和

二
桁
に
入
り
、
急
速
に
減
速
し
ま
す
。
ま
ず
は
資
材

統
制
制
令
な
ど
に
よ
る
建
設
物
資
の
制
限
、
そ
れ
か

ら
労
働
力
を
戦
場
で
消
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
現
実
が
、
集
合
住
宅
の
み
な
ら
ず
、
普
通
の
住

宅
建
設
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
日
本
を
追
い
込
ん

で
い
き
ま
し
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
全
て
の
分
野
で

い
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
日
本
で
は
昭
和
二
三
年

の
都
営
高
輪
ア
パ
ー
ト
ま
で
ほ
ぼ
一

0
年
間
、
集
合

住
宅
の
進
展
に
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

た
だ
、
戦
前
に
建
設
さ
れ
た
東
京
の

R
C
ア
パ
ー

ト
の
大
部
分
は
戦
後
も
残
り
ま
し
た
。
空
襲
で
丸
焼

け
に
な
っ
た
ア
パ
ー
ト
に
も
人
は
す
ぐ
住
み
始
め
ま

し
た
し
、
焼
け
な
か
っ
た
ア
パ
ー
ト
も
引
き
続
き
住

み
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
敗
戦
直
後
は

R
C
の
学

校
や
焼
け
ピ
ル
に
集
団
で
暮
ら
す
と
い
う
現
象
が
生

じ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
「
転
用
」
と
い
う
形
で
の
集

合
住
宅
の
発
生
と
捉
え
て
み
る
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
進
駐
軍
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ハ

イ
ツ
や
グ
ラ
ン
ド
・
ハ
イ
ツ
と
い
う
撞
め
て
解
り
易

い
形
で
、
洋
風
の
合
理
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
日
本

人
に
示
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
日
本

人
の
目
指
す
住
宅
像
を
大
き
く
規
定
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
も
っ
と
研
究
さ
れ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
と
き
野
々
宮
ア
パ
ー
ト
が
接
収
ア
パ
ー

ト
と
し
て
再
生
さ
れ
た
り
、
侶
満
鉄
社
屋
が
接
収
ア

パ
ー
ト
と
し
て
転
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
東
京
に
お
け

る
集
合
住
宅
の
重
要
な
一
ペ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
昭
和
二
三
年
の
都
営
高
輪
ア
パ

j
ト
を
皮

切
り
に
、
戦
後
の
ア
パ
ー
ト
の
本
格
供
給
が
始
ま
り

ま
す
が
、
現
在
の
住
宅
供
給
公
社
の
前
身
に
当
た
る
、

い
く
つ
か
の
地
方
公
共
間
体
の
住
宅
協
会
や
住
宅
公

社
で
は
、
昭
和
二
五
年
あ
た
り
か
ら
、
一
暗
に
商
店

の
付
い
た
市
街
地
共
同
住
宅
が
戦
災
復
興
住
宅
の
一

種
と
し
て
同
時
多
発
的
に
取
り
組
ま
れ
ま
す
。
戦
後

公
営
住
宅
の
標
準
設
計
化
が
進
む
片
方
で
、
地
方
独

自
の
都
市
型
住
宅
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
た
こ
と
は
、

非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
の
集
合
住
宅
は
公
営
住
宅
・
公
団
住
宅
の

標
準
団
地
型
の
タ
イ
プ
と
、
民
間
で
造
ら
れ
る
木
賃

タ
イ
プ
の
集
合
住
宅
が
一
挙
に
建
設
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
す
が
、
そ
う
し
た
中
、
昭
和
三

O
年
あ
た
り
か

ら
都
市
居
住
を
謡
歌
す
る
た
め
に
、
ど
う
や
っ
て
都

心
に
高
く
重
な
っ
て
住
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

民
間
の
方
か
ら
追
求
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
公
団
で
も

同
時
期
に
民
有
地
の
共
開
建
て
替
え
で
あ
る
「
市
街

地
共
開
住
宅
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
そ

こ
で
営
ま
れ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
一
体
と
な
っ
て

供
給
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和

三
O
年
あ
た
り
か
ら
民
間
で
追
求
さ
れ
た
一
連
の
ハ

ウ
ジ
ン
グ
は
、
デ
ラ
ッ
ク
ス
・
ア
パ
ー
ト
・
ブ

l
ム

と
呼
ば
れ
、
高
級
賃
貸
集
合
住
宅
が
続
々
と
出
現
し

ま
し
た
。
例
え
ば
東
急
代
官
山
に
は
俳
優
の
渥
美
清
、

自
活
ア
パ
ー
ト
に
は
映
画
監
督
の
川
島
雄
三
や
女
優

の
山
口
淑
子
な
ど
が
住
ん
で
い
る
こ
と
で
有
名
で
し

た
。
他
に
も
東
急
三
回
ア
パ
ー
ト
、
原
宿
ア
パ
ー
ト

メ
ン
ト
、
セ
ン
ト
ラ
ル
ア
パ
ー
ト
と
い
っ
た
有
名

人
が
住
む
ア
パ
ー
ト
が
供
給
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
都
心
に
住
む
こ
と
を
謡
歌
し
よ
う
と
い

う
動
き
は
ま
さ
に
こ

O
年
前
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ブ

ー
ム
の
再
来
と
も
一
窓
口
え
ま
す
。
そ
れ
は
昭
和
三
九
年

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
時
に
始
ま
る
原
宿
の
コ

i
プ
オ
リ

ン
ピ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
第
一
次
マ
ン
シ
ョ
ン
ブ
ー

ム
や
、
現
在
の
都
心
回
帰
ブ

i
ム
に
る
ま
で
再
生

産
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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講
演
（
四
）

近
代
東
京
の
下
町

森
ま
ゆ
み

三
人
の
研
究
者
の
精
密
な
お
話
の
後
で
は
、
私

の
話
は
ち
ょ
っ
と
雑
漠
な
話
に
な
り
そ
う
で
す
。

波
多
野
先
生
の
講
演
で
、
江
戸
時
代
は
七

O
%

が
武
家
地
で
、
残
り
の
半
分
ず
つ
く
ら
い
が
寺
社

地
と
町
地
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
し
た
の
そ
の
構
造

は
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
患
い
ま
す
。

私
は
文
京
区
の
動
坂
と
い
う
所
で
生
ま
れ
て
、

現
在
そ
の
近
辺
の
谷
中
・
根
津
・
千
駄
木
、
文
京

区
、
台
東
区
、
荒
川
区
、
北
区
の
区
境
の
地
域
で
、

地
域
の
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
と
、
記
録
づ
く
り
に

一
八
年
間
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

加
賀
百
万
石
の
大
名
屋
敷
は
東
京
大
学
に
、
水

戸
屋
敷
は
東
京
大
学
農
学
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。

武
家
地
は
大
き
な
公
共
的
用
地
と
な
り
ま
し
た
。

水
戸
の
後
楽
掴
や
柳
沢
吉
宗
の
六
義
国
の
よ
う
に
、

そ
の
ま
ま
庭
圏
と
し
て
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
寺
社
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
高
台
の
武
家
地
の
跡
は
山
の
手
の
お
屋
敷
町

に
な
り
、
低
地
の
町
人
地
に
は
、
狭
離
な
所
に
、

い
ま
だ
に
商
工
業
者
が
詩
集
し
て
い
ま
す
。

陣
内
さ
ん
か
ら
、
「
谷
中
が
下
町
で
あ
る
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
と
注
釈
が
あ
り
ま

し
た
が
、
確
か
に
谷
中
は
下
町
と
は
言
え
な
い
と

思
い
ま
す
。
私
ど
も
の
地
域
雑
誌
「
谷
中
・
根
津

・
千
駄
木
」
は
、
「
主
捕
の
タ
ウ
ン
誌
、
下
町
情

緒
」
と
紹
介
さ
れ
て
、
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
主
婦
も
、
タ
ウ
ン
誌
も
、
下
町
も
、
全
部
異

義
を
唱
え
た
い
の
で
す
c

下
町
は
、
波
多
野
さ
ん

の
説
明
の
よ
う
に
、
江
戸
か
ら
の
町
人
地
で
、
日

本
橋
や
神
間
な
ど
が
典
型
的
だ
と
思
う
の
で
す
c

浅
草
は
も
っ
と
昔
か
ら
、
浅
草
寺
を
中
心
と
す
る

集
落
が
あ
り
ま
し
た
り
日
本
橋
と
神
田
、
あ
る
い

は
深
川
や
本
所
に
し
ま
し
で
も
、
生
活
も
言
葉
も

そ
れ
な
り
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
の
所
は
江
戸
で
は
、
「
場
土
木
」
と
言
っ

た
ほ
う
が
適
当
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
神
田
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
き
た
寺
が
密
集
し
て
、

谷
中
の
寺
町
を
つ
く
り
ま
し
た
。
初
回
先
生
は
第

一
の
山
の
手
は
本
郷
で
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
上
野
台
と
の
間
の
根
津
の
谷
に
は
職
人

さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
根
津

神
社
の
門
前
に
、
私
娼
窟
、
岡
場
所
が
で
き
ま
し

た
。
四
州
場
所
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
取
り
払
わ
れ
た
り
、

再
生
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
明
治
に
な

り
ま
す
と
、
遊
郭
と
し
て
公
許
に
な
っ
て
、
明
治

二
O
年
の
六
月
ま
で
存
続
し
ま
す
。

私
の
両
親
は
浅
草
と
芝
で
、
昭
和
二

O
年
の
空

ハ
リ

今
J
M

襲
で
焼
け
出
さ
れ
て
、
焼
け
な
か
っ
た
町
、
千
駄

木
で
世
帯
を
も
っ
た
の
で
す
。
東
京
の
大
空
襲
で

は
千
駄
木
の
半
分
く
ら
い
、
根
津
と
谷
中
は
ほ
と

ん
ど
が
焼
け
残
り
ま
し
た
。
そ
の
前
の
震
災
に
も

焼
け
残
っ
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
か
ら
の
町
が
両

方
の
災
厄
で
焼
け
残
っ
た
と
い
う
の
は
少
な
い
。

で
す
か
ら
、
震
災
以
前
の
建
物
が
た
く
さ
ん
残
っ

て
い
ま
す
の
そ
う
し
た
古
い
民
家
も
近
年
、
バ
ブ

ル
期
に
は
相
当
壊
さ
れ
て
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
の
家
は
、
借
地
の
上
の
二
軒
長
躍
で
し
た
。

隣
が
大
家
さ
ん
で
、
一
五
坪
く
ら
い
で
し
た
。
下

見
張
り
の
二
階
建
て
で
、
上
に
瓦
屋
根
が
付
い
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
住
む
の
が
す
ご
く
い
や
で
し

た
。
ネ
ズ
ミ
は
出
る
し
日
は
射
さ
な
い
し

n

お
友

達
が
来
る
と
、
雨
、
漏
り
が
し
て
恥
ず
か
し
か
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
わ

一
O
歳
の
と
き
に
東
京
オ
リ
ノ
シ
ビ
ッ
ク
が
あ
り

ま
し
た
。
ミ
の
と
き
、
他
の
町
は
ど
ん
ど
ん
き
れ

い
に
な
り
、
青
山
は
道
が
拡
幅
さ
れ
、
ピ
ル
が
建

ち
、
高
速
道
路
が
で
き
、
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

一
方
、
私
の
町
は
相
変
わ
ら
ず
古
い
下
見
張
り

の
瓦
崖
根
の
町
で
し
た
c

昭
和
田

0
年
代
に
地
下

鉄
の
千
代
田
線
が
開
通
し
て
、
多
少
便
利
に
な
り

ま
し
た
。
根
津
と
千
駄
木
の
駅
が
で
き
た
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
谷
中
も
根
津
も
千
駄
木
も
、
ほ
と

ん
ど
人
に
知
ら
れ
な
い
ひ
っ
そ
り
し
た
町
で
し
た
の

い
ま
だ
に
谷
中
は
バ
ス
停
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
谷

中
は
、
谷
中
墓
地
、
谷
中
シ
ョ
ウ
ガ
。
よ
く
飲
屋

さ
ん
に
行
く
と
、
躍
に
「
谷
中
」
と
書
い
て
あ
り



ま
す
。
大
正
の
末
期
ま
で
谷
中
本
、
い
ま
の
臼
暮

恩
の
駅
前
辺
り
で
シ
ョ
ウ
ガ
を
作
っ
て
い
て
、
そ

れ
が
土
地
の
名
産
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

私
は
大
学
を
出
て
、
結
婚
を
し
て
子
脊
て
の
た

め
に
、
自
分
の
町
に
一
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
初

め
て
、
こ
の
町
が
特
殊
な
、
良
い
か
悪
い
か
は
別

と
し
て
、
古
い
建
物
が
残
っ
て
い
て
、
お
位
牌
と

か
文
書
と
か
絵
草
紙
と
か
、
町
の
物
語
と
か
、
い

ろ
ん
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
で
も
そ
の
記
録
が

ほ
と
ん
ど
な
い
の
暇
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
じ

ゃ
あ
こ
れ
を
残
す
と
い
う
か
、
記
録
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
、
一
九
八
四
年
の
秋
に
地
域
雑
誌
司
谷

中
・
根
津
・
千
駄
木
』
を
創
刊
し
た
の
で
す
。

地
域
を
写
真
で
紹
介
し
ま
す
。

写
真
①
私
ど
も
の
地
域
は
、
千
川
上
水
が
引
か

れ
た
形
跡
は
あ
る
の
で
す
が
、
基
本
的
に
は
、
江

戸
時
代
に
水
道
は
通
っ
て
い
な
く
て
井
戸
水
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
い
ま
だ
に
井
戸
が
あ
っ

て
、
二
六

O
く
ら
い
の
数
を
確
か
め
て
い
ま
す
。

大
方
が
よ
く
寵
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
に
あ
る
深

井
は
水
質
が
良
く
、
そ
の
ま
ま
飲
め
ま
す
。
ポ

写真①

ン
プ
井
戸
が
多
い
の
で
す
が
、

つ
る
ベ
井
戸
も
あ
り
ま
す
。

路
地
の
多
く
は
未
舗
装
で
ド
ブ
の
遺
構
が
残
っ

て
い
ま
す
。
異
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
お

稲
荷
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。
火
伏
の
稲
荷
と
い
っ
て
、

井
戸
と
セ
ッ
ト
で
火
事
か
ら
路
地
を
守
り
ま
す
。

火
事
は
出
さ
な
い
こ
と
が
大
事
で
、
谷
中
は
火

事
が
な
い
町
だ
と
各
町
会
が
自
慢
に
し
て
い
ま
す
。

一
八
年
間
に
、
ボ
ヤ
が
一
、
二
回
あ
り
ま
し
た
。

木
造
密
集
地
域
で
す
か
ら
、
行
政
は
道
路
を
拡
幅

し
て
消
防
車
が
通
れ
る
よ
う
に
し
た
い
の
で
す
が
、

権
利
関
係
が
複
雑
で
で
き
ま
せ
ん
。

写
真
②
明
治
に
は
、
地
方
か
ら
出
て
き
て
家
作

を
建
て
る
こ
と
が
成
功
の
証
で
し
た
か
ら
、
一
生

懸
命
家
作
を
建
て
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
間
借
入

や
居
候
、
更
に
間
借
入
が
学
生
に
貸
し
た
り
し
て
、

権
利
関
係
は
四
重
構
造
く
ら
い
に
な
っ
て
、
建
替

が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
c

写
真
の
奥
の
左
側
に

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
さ
ん
と
お
稲
荷
さ
ん
が
あ
り
ま

す
。
手
前
に
は
子
育
て
地
蔵
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
緑
地
や
躍
が
持
て
な
い
の
で
、
家

い
ま
で
は
珍
し
い

写真②

に
へ
ば
り
付
く
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
植
木
を
植

え
て
い
ま
す
。
植
木
の
種
類
は
、
ユ
ー
ス
フ
ル
と

い
う
か
、
有
用
植
物
、
そ
れ
と
エ
デ
ィ
ブ
ル
、
食

べ
ら
れ
る
植
物
が
多
い
で
す
。
例
え
ば
ト
ク
サ
、

ユ
キ
ノ
シ
タ
、
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
の
よ
う
な
薬
草
、

ア
ロ
エ
の
よ
う
に
蚊
に
刺
さ
れ
た
ら
塗
る
と
い
っ

た
も
の
。
刺
身
の
ツ
マ
み
た
い
な
も
の
、
シ
ソ
と

か
、
木
の
芽
、
細
ネ
ギ
と
か
、
で
す
。

写
真
③
明
治
四

0
年
代
に
建
て
ら
れ
た
典
型
的

な
町
家
で
す
。
現
在
保
存
修
復
さ
れ
て
、
谷
中
学

校
と
い
う
た
ま
り
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
川
崎
り

勾
配
の
急
な
瓦
屋
根
を
も
っ
、
出
し
桁
、
出
桁
と

も
言
い
ま
す
が
、
出
し
桁
造
り
で
す
。
下
は
ガ
ラ

ス
戸
、
二
階
は
撞
子
一
戸
、
が
見
ら
れ
ま
す
。

写
真
④
「
花
重
」
と
い
う
、
明
治
三
年
の
建
築

で
、
江
戸
の
大
工
が
仕
事
を
し
て
い
ま
す
c

谷
中

墓
地
の
門
前
の
お
花
屋
さ
ん
で
す
。
ツ
シ
二
階
と

い
う
二
階
が
非
常
に
低
い
瓦
屋
根
の
民
家
で
す
c

写真③

写真④
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写
真
⑤
大
正
一
一
一
年
の
建
築
で
、
木
造
三
階
建
て

の
民
家
で
す
む
も
と
は
三
田
の
爪
皮
躍
さ
ん
の
建

物
で
し
た
が
、
持
主
が
代
わ
り
、
現
在
は
串
揚
げ

壊
さ
ん
で
繁
盛
し
て
い
ま
す
。
魅
力
あ
る
建
物
で
、

最
近
国
の
登
録
文
化
財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
⑥
染
物
の
了
子
震
さ
ん
で
す
。
前
に
藍
染

川
が
流
れ
て
い
て
、
そ
の
水
を
洗
い
場
で
使
っ
て

い
ま
し
た
。
ど
ん
な
職
業
が
ど
ん
な
要
件
で
そ
こ

に
建
っ
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

写
真
⑦
池
の
端
の
谷
中
清
水
町
に
あ
る
き
れ
い

な
町
家
で
す
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
土
地
に
も
植
木

を
植
え
て
い
ま
す
。
右
側
は
木
工
の
職
人
さ
ん
の

家
で
す
。

私
ど
も
の
地
域
は
、
も
と
も
と
の
江
戸
つ
子
と

い
う
か
、
何
代
も
続
く
方
も
い
る
の
で
す
が
、
多

く
は
信
越
本
線
と
か
東
北
本
線
で
東
京
に
出
て
き

た
方
で
す
む
西
か
ら
来
た
人
は
、
鎌
倉
、
逗
子
、

写真⑤

品
川
な
ど
の
酋
に
近
い
所
に
住
む
。
維
新
の
忘
士

た
ち
は
、
品
川
辺
り
で
遊
び
ま
し
た
し
、
新
橋
の

花
柳
界
は
明
治
以
降
、
成
り
上
が
っ
た
高
官
、
薩

長
藩
閥
政
府
の
人
た
ち
に
ひ
い
き
に
さ
れ
て
栄
え

ま
し
た
。
一
方
、
「
新
柳
二
橋
」
と
言
わ
れ
た
柳

橋
は
、
出
幕
臣
系
の
お
金
の
な
い
人
た
ち
が
集
ま

り
、
錆
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
最
初
は
榔
矯
が
格

、
が
上
だ
っ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
新
橋
の
勢
い

が
持
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
c

西
の
ほ
う
か
ら
、
東

の
ほ
う
は
持
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
り

ま
す
。路

地
に
は
、
東
北
や
北
海
道
の
出
身
者
が
多
く
、

そ
の
人
た
ち
が
一
つ
一
つ
の
長
震
の
一
軒
一
軒
に

長
い
時
間
を
か
け
て
熟
成
し
た
と
い
う
か
、
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ブ
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
喉
態
で
す
。

写
真
⑧
生
粋
の
根
津
つ
子
で
、
頭
の
小
山
さ

ん
の
家
の
な
か
で
す
。
物
干
し
の
よ
う
な
も
の
を

写真⑥

今
ノ
担

今
F
臼

自
分
で
作
っ
て
、
波
板
で
囲
っ
て
、
洗
面
所
兼
洗

濯
場
所
と
し
て
い
ま
す
。
歯
ブ
ラ
シ
が
き
れ
い
に

並
ん
で
い
ま
す
。
家
の
外
観
は
頭
で
す
か
ら
、
足

場
の
丸
太
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
c

ど
の
家
も
そ
う
で
す
が
、
本
当
に
狭
い
で
す
。

私
の
家
も
非
常
に
狭
く
、
家
は
狭
い
け
れ
ど
心
は

広
か
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
よ
そ
の
家
も
、

自
分
の
家
の
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お

話
を
開
き
に
行
く
と
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
冷
蔵
車

の
物
を
出
し
て
、
お
茶
を
飲
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

資
料
を
返
し
に
行
っ
た
と
き
、
そ
こ
の
家
の
旦

那
さ
ん
の
お
葬
式
で
し
た
。
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

ど
こ
で
す
か
」
と
た
ず
ね
ま
し
た
ら
、
「
疲
れ
た

か
ら
、
隣
の
家
で
寝
て
る
わ
よ
」
と
。
隣
の
長
屋

で
お
休
み
に
な
っ
て
い
る
の
子
ど
も
た
ち
も
よ
そ

の
家
で
、
お
じ
い
さ
ん
と
一
緒
に
昼
寝
を
す
る
と

い
う
こ
と
が
い
ま
だ
に
あ
り
ま
す
。

写真⑦

写真⑧



写
真
⑨
賄
い
付
き
下
信
の
最
後
の
形
態
で
あ
る

「
真
正
館
」
で
す
。
弥
生
町
に
あ
っ
て
、
東
大
の

学
生
さ
ん
が
何
人
か
い
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、

二
、
三
年
前
に
壊
さ
れ
て
し
ま
い
た
。

写
真
⑩
路
地
の
右
側
は
明
治
末
期
の
長
震
が
あ

る
の
で
す
が
、
問
題
は
左
側
の
こ
の
家
で
す
。
こ

こ
は
、
大
家
さ
ん
が
土
地
を
大
蔵
省
に
物
納
か
何

か
を
し
た
の
で
す
。
そ
の
土
地
を
買
っ
て
建
て
直

し
て
い
ま
す
。
塀
を
建
て
て
、
こ
こ
ま
で
は
自
分

の
家
だ
ぞ
と
。
昔
で
す
と
、
こ
の
路
地
の
倍
の
広

さ
が
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
機
能
し
て
、
お

年
寄
り
の
立
話
や

R
な
た
ぼ
っ
こ
、
子
ど
も
た
ち

の
ビ
ニ
ー
ル
プ

l
ル
で
の
水
遊
び
、
ゴ
ザ
を
敷
い

て
の
お
ま
ま
ご
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
土
地
の

私
有
に
よ
っ
て
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昔
は
、
路
地
の
お
稲
荷
さ
ん
と
井
戸
を
中
心
に

こ
っ
ち
側
を
向
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
こ
の
塀
の
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
と
、
路
地
が
裏
側
に
な
っ
て
、
反
対
側

の
も
う
一
つ
通
路
、
そ
れ
が
表
側
に
な
っ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
も
起
こ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

写
真
⑪
ち
ょ
っ
と
キ
ツ
チ
ユ
な
感
じ
の
装
飾
の

ブ
リ
キ
屋
さ
ん
で
す
c

い
わ
ゆ
る
出
し
桁
で
す
。

写
真
⑫
こ
の
池
は
路
地
の
奥
の
崖
下
に
住
ん
で

い
る
人
が
湧
水
で
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
ホ
テ
イ
ア

オ
イ
を
育
て
、
金
魚
や
コ
イ
を
飼
っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
都
心
に
こ
う
い
う
所
が
ま
だ
あ
る
の
で
す
。

写
真
⑬
路
地
の
清
掃
当
番
が
一
週
間
単
位
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
、
物
の
貸
し
借
り
も
か
つ
て
は

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
は
「
そ
ん
な
貧
乏

じ
ゃ
な
い
わ
よ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
c

つ

ま
り
、
か
つ
て
は
貧
乏
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

テ
レ
ビ
で
は
、
非
歴
史
的
に
、
「
下
町
は
人
情
で

す
ね
」
と
言
う
の
で
す
が
、
下
町
に
人
情
が
あ
る

の
は
、
貧
し
く
瓦
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
生
き

て
い
け
な
か
っ
た
か
ら
っ
お
米
や
お
み
そ
が
買
え

な
い
、
塩
、
か
足
り
な
い
、
そ
う
い
う
と
き
に
お
互

い
助
け
合
っ
て
生
き
て
き
た
c

そ
れ
が
、
そ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
密
接
さ
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。

九
i
i
一
⑨

パ

ら

J
！
富
町写

写真⑩
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写
真
⑮
「
ゴ
ミ
を
勝
手
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
組
長
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
何
か
違
う
ほ

う
の
組
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
戦
前
か
ら
の
隣
組

が
い
ま
だ
に
あ
る
そ
う
で
す
。

写
真
⑮
格
子
戸
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
こ
こ
に
、

斜
に
「
貸
家
あ
り
ま
す
」
と
い
う
札
が
あ
っ
て
、

自
分
で
「
貸
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
の
で
す
。

樋
口
一
葉
も
、
竜
泉
に
小
間
物
屋
を
出
す
と
き
に
、

自
分
で
出
掛
け
て
、
貸
墨
の
札
を
見
て
、
隣
近
所

の
人
に
、
ど
ん
な
大
家
さ
ん
で
、
い
く
ら
で
借
り

ら
れ
る
の
か
と
見
開
を
し
て
い
ま
す
。
家
を
借
り

る
の
が
簡
単
だ
っ
た
時
代
で
す
。

写
真
⑮
谷
中
銀
産
の
漬
物
産
さ
ん
で
す
。
自
分

で
漬
け
た
も
の
を
計
り
売
り
を
し
て
い
ま
す
。
小

銭
は
篭
の
な
か
で
、
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
裸
電
球

で
し
た
。
こ
う
い
う
お
店
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

私
の
子
供
の
項
ま
で
、
郷
党
と
い
っ
て
、
地
方

か
ら
出
て
き
た
人
は
、
前
に
出
て
き
て
成
功
し
た

人
や
縁
故
者
を
頼
っ
て
く
る
の
で
す
。
同
郷
の
人

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
き
て
い
た
の
で
す
。
私
も

写真⑭

母
方
が
山
形
県
の
鶴
間
、
父
は
宮
城
県
の
南
に
あ

る
丸
森
で
す
か
ら
、
鶴
間
や
丸
森
の
関
係
の
会
合

が
あ
っ
た
り
、
親
戚
や
知
合
い
が
よ
く
来
て
い
た

よ
う
で
す
。
県
人
会
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く

る
一
つ
の
要
素
で
す
。
同
業
者
と
い
う
の
も
そ
う

で
す
。
床
躍
さ
ん
と
か
、
豆
腐
壊
さ
ん
。
豆
腐
屋

さ
ん
の
屋
号
は
武
蔵
屋
と
か
越
後
震
が
多
く
、
お

風
呂
麗
さ
ん
を
や
っ
て
い
る
人
は
越
後
、
石
川
、

富
山
辺
り
の
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
郷
土
の
先
輩

が
そ
れ
で
成
功
す
る
と
、
見
習
っ
て
、
手
伝
っ
て

い
る
店
か
ら
の
れ
ん
分
け
を
し
て
も
ら
っ
て
増
え

て
い
き
ま
す
。

楽
し
み
は
、
い
ま
は
も
う
な
い
で
す
が
、
町
に

寄
席
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
お
風
呂
屋
さ
ん
が
あ

っ
て
、
お
寺
の
縁
日
が
あ
っ
て
。
一
葉
は
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
勧
工
場
へ
ひ
や
か
し
に
行
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
見
る
楽
し
み
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

長
麗
に
は
お
風
呂
が
な
い
家
が
多
い
の
で
す
。

お
風
呂
は
あ
そ
こ
に
貸
し
て
あ
る
、
庭
も
貸
し
て

あ
る
と
言
う
の
で
す
。
楽
天
的
な
、
人
の
も
の
を

24 

自
分
の
も
の
の
よ
う
に
使
う
。
長
屋
は
、
戸

一
円
は
狭
い
の
で
す
が
、
八
軒
な
り
一
二
軒
な
り
を

一
つ
の
自
分
の
家
に
し
て
使
う
の
で
す
。
お
年
寄

り
な
ど
は
、
あ
る
家
で
お
茶
飲
み
話
を
し
て
い
て
、

日
が
陰
っ
て
く
る
と
、
ま
だ
臼
が
あ
る
隣
に
移
る

の
で
す
。
次
々
に
日
の
当
た
る
所
に
移
っ
て
お
茶

を
飲
み
続
け
る
の
で
す
。

防
火
に
つ
い
て
は
、
火
事
は
ソ
フ
ト
の
知
患
で

出
さ
な
い
。
出
し
た
ら
大
変
だ
と
い
う
の
で
、
火

の
用
心
は
冬
中
や
っ
て
い
ま
す
。
火
事
を
出
す
と
、

こ
こ
を
出
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ

う
な
、
不
文
律
が
あ
り
ま
す
。

泥
棒
に
対
し
て
は
、
夜
中
の
三
時
に
寝
る
人
、

起
き
る
人
が
い
て
、
路
地
は
、
一
晩
中
誰
か
、
寝

ず
の
番
が
い
て
防
犯
的
に
安
心
で
す
。

近
代
下
町
の
居
住
の
例
を
ム
申
し
上
げ
ま
し
た
。

写真⑮



講
演
（
五
）

東
京
の
都
心
に
住
む

東

孝
光

私
は
、
現
代
の
東
京
青
山
に
住
ん
で
い
る
生
活

者
と
し
て
報
告
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

青
山
と
い
う
と
、
時
代
の
最
先
端
を
行
く
場
所
だ

と
患
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、

暮
ら
し
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
で
す
。
た
だ
、
時

代
の
先
端
を
い
く
よ
う
な
分
だ
け
、
な
く
な
っ
て

い
く
部
分
も
多
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
れ
を
努

力
で
補
っ
て
、
み
ん
な
で
助
け
合
っ
て
住
ん
い
く

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

思
都
心
居
住
と
私
の
生
い
立
ち

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
古
い
町
中
の
暮
ら

し
を
少
し
紹
介
し
ま
す
。
写
真
①
は
、
私
の
育
っ

た
家
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
平
家
建

て
に
狭
い
二
階
が
乗
っ
て
い
る
大
都
市
の
路
地
の

奥
の
町
家
で
育
ち
ま
し
た
。

大
学
を
出
て
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
修
業
を
し

た
末
、
東
京
で
独
立
し
て
建
築
家
の
仕
事
を
始
め

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
か
な
り
後
、
今
か
ら
二

O
年

く
ら
い
前
に
、
大
阪
の
大
学
に
教
え
に
き
て
ほ
し

い
と
い
う
話
が
あ
り
、
大
阪
の
町
に
戻
り
ま
し
た
。

写
真
②
は
、
そ
の
時
、
古
い
町
の
面
影
の
残
っ
て

い
る
天
王
寺
、
上
本
町
、
住
吉
あ
た
り
に
出
か
け

て
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
町
の
雰
囲
気
に
近
い

と
こ
ろ
を
写
し
た
も
の
で
す
の
家
の
中
か
ら
木
の

枝
が
細
い
路
地
ま
で
伸
び
て
い
て
、
地
面
は
土
の

ま
ま
で
、
ま
だ
こ
ん
な
所
が
残
っ
て
い
た
の
か
と
、

少
年
時
代
の
思
い
出
が
た
ち
ま
ち
蘇
っ
て
き
て
嬉

し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は
大
阪
の

都
心
で
育
ち
ま
し
た
が
、
コ
ン
ク
ヲ
！
ト
ジ
ャ
ン

グ
ル
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

緑
も
水
も
い
っ
ぱ
い
の
都
心
環
境
で
し
た
。

終
戦
直
後
、
私
は
小
学
校
六
年
生
で
し
た
。
中

学
、
高
校
と
進
ん
で
、
そ
の
頃
に
ア
メ
リ
カ
映
画

を
見
て
、
建
築
家
を
志
し
ま
し
た
。
当
時
は
、
み

ん
な
ア
メ
リ
ノ
カ
文
化
に
撞
れ
た
も
の
で
、
映
画
で

は
ガ
ラ
ス
張
り
ピ
カ
ピ
カ
の
高
層
ビ
ル
が
ど
ん
ど

ん
建
っ
て
い
く
。
一
人
の
建
築
家
の
才
能
で
そ
う

い
う
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
大
き
な
誤
解
を

し
な
が
ら
、
大
学
の
建
築
科
に
入
学
し
ま
し
た
。

卒
業
し
て
郵
政
省
建
築
部
に
入
り
ま
し
た
。
小

さ
な
町
や
村
に
ま
で
郵
便
局
を
建
て
て
い
く
。
戦

災
で
焼
け
落
ち
た
町
を
復
興
し
て
い
く
時
期
で
し

た
の
で
、
そ
ん
な
建
築
を
や
り
ま
し
た
。
次
に
、

坂
倉
準
三
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
コ
ル
ビ
ユ

ジ
エ
と
い
う
大
建
築
家
に
師
事
し
た
先
生
の
所
に

入
門
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
大
き
な
公
共
建
築

の
設
計
方
法
を
勉
強
し
ま
し
た
。
私
自
身
も
担
当

者
と
し
て
、
高
等
学
校
や
市
庁
舎
等
の
設
計
図
を

引
き
、
工
事
現
場
で
監
理
を
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
従
事
し
た
市
庁
舎
は
、
つ
い
こ
の
前
、

関
西
の
保
存
近
代
建
築
の
一
つ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

関
係
者
で
生
存
し
て
い
る
の
は
私
一
人
だ
け
で
、

設
計
当
時
の
話
を
し
ま
し
た
。
四

O
年
く
ら
い
前

の
建
築
で
す
が
、
自
分
で
は
そ
ん
な
に
経
っ
て
い

な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
谷
中
に
あ
る
建
築
が
次

々
に
な
く
な
っ
て
い
く
の
が
残
念
だ
と
森
さ
ん
も

お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
近
代
建
築
に
も
、
二

O

年
、
三

O
年
で
脊
在
が
危
う
く
な
る
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
経
済
効
率
の
た
め
に
建
て
た
も

の
は
愛
着
が
も
て
な
く
て
、
や
が
て
経
済
効
率
の

た
め
に
滅
び
て
い
く
の
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

写真①写真②
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園
東
京
に
住
み
つ
い
た
頃

東
京
に
出
て
き
て
、
新
搭
釈
の
西
口
地
下
広
場

と
い
う
事
業
（
写
真
③
）
を
、
デ
ザ
イ
ン
の
担
当

者
と
し
て
、
坂
倉
テ
ィ

l
ム
を
率
い
て
参
加
し
ま

し
た
。
こ
の
事
業
は
大
き
な
仕
事
で
、
周
り
に
ど

ル
が
び
っ
し
り
建
ち
並
び
、
そ
の
ビ
ル
の
関
を
全

部
掘
り
返
し
て
地
下
か
ら
つ
く
る
の
で
す
。
当
時
、

坂
倉
先
生
の
ア
ト
リ
エ
が
、
赤
坂
桧
町
、
防
衛
庁

の
す
ぐ
隣
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
新
宿
ま
で
通
い

ま
し
た
。
東
京
は
真
ん
中
に
皇
居
が
あ
っ
て
、
東

側
に
森
さ
ん
の
お
話
の
谷
中
が
あ
り
ま
す
。
私
は

ど
う
も
皇
居
の
西
側
に
縁
が
深
か
っ
た
の
か
、
ア

ト
リ
エ
が
赤
坂
で
、
工
事
現
場
が
新
宿
で
、
そ
の

中
間
の
千
駄
谷
が
東
京
の
仮
住
ま
い
で
し
た
。
事

業
の
途
中
に
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
っ
て
、

開
会
式
の
歓
声
を
外
で
開
い
た
り
、
中
で
テ
レ
ど

を
見
た
り
、
そ
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

地
質
地
留
を
見
ま
す
と
、
東
京
は
洪
積
層
の
吉

い
台
地
が
水
で
浸
食
さ
れ
、
締
か
な
し
わ
や
ひ
だ

が
た
く
さ
ん
で
き

て
い
ま
す
。
そ
の

ひ
だ
の
低
い
所
か

ら
高
い
所
へ
の
落

差
が
坂
道
や
崖
に

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
は
、
家
や
畑

に
利
用
で
き
な
い

の
で
、
樹
木
が
残

っ
て
い
て
、
大
阪

写真③

と
比
べ
る
と
、
全
体
的
に
緑
が
多
く
、
起
伏
に
富

ん
だ
地
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に

私
は
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
か
、
こ
う
い

う
所
に
住
め
る
と
い
い
な
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
も
都
心
の
も
っ
て
い
る
人
と
の
出
会
い
、
買

物
の
便
利
さ
、
文
化
的
な
刺
激
な
ど
、
都
心
の
本

来
の
効
能
が
、
豊
か
な
自
然
と
と
も
に
保
存
さ
れ

て
い
る
、
そ
こ
が
た
い
へ
ん
魅
力
で
し
た
。

あ
と
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
東
京
に
も
い
わ
ゆ

る
下
町
の
フ
ラ
ッ
ト
な
場
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
洪
積
台
地
が
終
わ
っ
た
海
岸
に
近
い
所
で
す
か

ら
、
当
然
地
盤
は
フ
ラ
ッ
ト
で
す
。
大
阪
の
町
と

似
て
い
て
親
近
感
を
覚
え
る
の
で
す
が
、
大
阪
と

違
っ
た
新
鮮
な
体
験
は
生
ま
れ
な
い
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ま
で
に
知
っ
て
い
た
、

麻
布
や
六
本
木
、
青
山
、
赤
坂
、
そ
し
て
渋
谷
や

新
宿
の
よ
う
な
、
変
化
に
富
ん
だ
場
所
に
住
み
た

い
な
と
患
っ
た
の
で
す
。

新
宿
駅
西
口
地
下
広
場
の
仕
事
が
終
わ
り
、
東

京
で
自
分
の
仕
事
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
住
む
所
を
考
え
ま
し
た
と

き
に
、
や
は
り
愛
着
が
出
て
き
た
青
山
、
神
宮
前

の
辺
り
に
何
と
か
住
み
た
い
と
患
っ
た
わ
け
で
す
。

私
の
個
人
史
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
祖
父
の
代
に

大
阪
の
町
に
出
て
き
て
住
み
着
き
ま
し
た
。
小
さ

い
頃
の
開
き
覚
え
で
す
が
、
母
方
の
祖
父
母
は
、

高
松
と
岡
山
か
ら
、
家
内
の
出
身
は
和
歌
山
県
で
、

み
ん
な
明
治
の
中
頃
か
ら
終
わ
り
に
近
県
か
ら
大

都
市
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
江
戸
も
そ
う
だ
つ
た

／

O
 

守＆

思
う
の
で
す
が
、
特
に
倍
統
の
あ
る
都
市
で
は
簡

単
に
町
の
中
心
部
に
住
み
つ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
主
な
町
衆
の
方
々
に
認
め
て
も
ら
っ
て
、
何

が
し
か
の
お
金
を
積
ん
で
、
店
を
構
え
た
の
で
し

ょ
う
。
で
す
か
ら
、
祖
父
母
の
代
、
明
治
ま
で
の

パ
タ
ー
ン
は
、
大
都
市
の
周
辺
部
を
較
々
と
し
て

生
計
を
営
み
、
や
が
て
成
功
す
れ
ば
、
そ
れ
を
元

手
に
市
内
に
住
む
場
所
を
決
め
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
明
治
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
由
に

な
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
が
青
山
に
住
み

つ
く
と
き
も
、
別
の
意
味
で
結
構
な
努
力
が
必
要

で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

園
江
戸
東
京
の
地
形
と
暮
ら
し
の
関
係

江
戸
の
地
圏
を
見
る
と
、
青
山
の
辺
り
は
、
大

名
が
広
大
な
土
地
を
震
敷
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
間
に
、
中
級
か
下
級
の
御
家
人
の
武
家
地
が
ず

っ
と
あ
っ
て
、
あ
と
は
お
寺
の
境
内
が
点
々
と
見

え
て
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
わ
ず
か
な
所
に
、
原
宿

村
と
か
千
駄
谷
と
か
、
吉
い
土
地
の
地
名
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
は
畑
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

あ
る
時
期
の
江
戸
の
地
菌
に
は
、
茶
畑
と
い
う
書

き
込
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
赤
坂
見
鮒

か
ら
長
い
坂
を
上
が
っ
て
、
青
山
の
辺
り
は
、
丘

の
上
で
陽
当
た
り
の
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

こ
に
大
名
屋
敷
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
以
降
は
公

用
地
に
な
っ
て
、
神
宮
外
苑
の
広
場
、
練
兵
場
、

大
蔵
省
の
宮
舎
、
小
学
校
な
ど
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
、
残
り
の
ま
と
ま
っ
た
民
間
用
地
は
大
き
な



会
社
や
個
人
の
所
有
か
ら
、
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
に

入
れ
代
わ
っ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
に
古
い
道
沿
い

に
商
活
を
営
ん
で
い
た
よ
う
な
場
所
が
、
今
も
町

家
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
と
き
に
、
青
山
通
り
か

ら
原
信
村
の
一
一
回
を
通
っ
て
国
立
競
技
場
へ
道
を

つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
の

道
を
一
部
は
使
い
ま
し
た
が
、
そ
の
他
は
一
直
線

に
つ
な
ぎ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
昔
の
昨
割
り
に

対
し
て
斜
め
に
道
が
通
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、

一
一
一
角
の
土
地
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
し
た
。
土
地
の

区
間
の
方
向
に
対
し
て
斜
め
に
新
し
い
道
路
が
で

き
た
も
の
で
す
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
余
り
の
三
角

地
が
い
っ
ぱ
い
で
き
ま
し
た
。
航
空
写
真
を
見
て

も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
い
ま
で
も
そ
の
一
一
一
角
を
利

用
し
て
建
て
た
ビ
ル
が
、
大
小
た
く
さ
ん
並
ん
で

い
ま
す
（
写
真
⑧
）
。④
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写真⑤

聞
塔
の
家
で
の
暮
ら
し

私
た
ち
は
一
一
一
角
の
土
地
を
手
に
入
れ
て
塔
状
の

家
を
建
て
ま
し
た
。
地
上
五
階
、
地
下
一
階
で
す
。

当
時
、
家
の
周
り
は
昔
か
ら
の
木
造
平
家
建
て
や

ニ
階
建
て
が
風
景
と
し
て
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
私

た
ち
の
家
は
塔
の
家
と
い
う
呼
び
名
が
つ
き
ま
し

た
。
そ
の
後
、
一
二
五
年
開
に
道
幅
の
広
い
道
路
が

通
り
、
ど
ん
ど
ん
都
市
化
し
て
、
今
で
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
五
階
建
て
の
塔
の
家
も
町
並
み
の
中
に

す
っ
か
り
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
（
写
真
⑤
）
。

土
地
は
約
六
坪
で
、
建
ぺ
い
ネ
は
六
割
で
す
。

床
面
積
は
ワ
ン
フ
ロ
ア
に
階
段
込
み
で
七
畳
く
ら

い
で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
家
の
中
に
間
仕
切
り
を

作
ら
な
い
で
、
ワ
ン
ル
！
ム
に
し
て
、
階
段
で
上

下
を
つ
な
げ
ま
し
た
（
図
①
）
。

よ
く
一
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ガ
レ
ー
ジ
も
、
台

所
も
、
食
堂
も
、
水
回
り
も
、
寝
室
も
、
子
供
室

も
あ
る
。
全
部
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
ら
を

な
る
べ
く
無
駄
な
く
、
う
ま
く
関
係
が
と
れ
る
よ

う
に
上
下
に
結
び
付
け
ま
し
た
の
で
、
現
代
の
核

家
族
の
住
ま
い
の
見
本
み
た
い
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、
横
に
つ
な
が
る
も
の
を
縦
に
起
こ
し
た
だ

け
だ
と
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
。
当
時
は
、
小
学

生
の
娘
と
夫
婦
の
三
人
家
族
で
し
た
か
ら
、
合
計

五
室
、
延
べ
一
一

O
坪
で
納
戸
代
わ
り
の
地
下
室
が

つ
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
ん
な
に
狭
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
大
阪
の
町
中
で
路
地
の
家
と

か
、
せ
い
ぜ
い
表
通
り
の
小
さ
め
の
家
で
暮
ら
し

て
い
て
も
、
使
え
る
面
積
は
そ
ん
な
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
特
に
狭
い
家
を
造
っ
た
と
い
う
意
識

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
写
真
⑥
⑦
⑧
）
。

言
い
た
い
こ
と
は
、
家
の
各
部
屋
に
は
さ
ん
さ

ん
と
揚
が
射
し
て
、
そ
の
な
か
に
こ
も
っ
て
、
読

書
を
し
た
り
、
家
族
が
団
ら
ん
を
し
た
り
と
い
う

こ
と
だ
け
が
、
私
た
ち
は
暮
ら
し
だ
と
は
思
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
独
立
し
て

建
築
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
ろ
う
と
し
て
い

た
と
き
で
し
た
か
ら
、
家
内
に
、
電
話
番
な
ど
も

手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、
私
自
身
も
仕
事
で
遅

く
な
っ
て
電
車
に
長
時
間
揺
ら
れ
て
、
や
っ
と
家

に
た
ど
り
着
い
て
ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
り
込
む
と
い
う

毎
日
で
は
駄
目
だ
と
強
く
患
っ
て
い
ま
し
た
。
家

庭
第
一
と
い
う
よ
り
、
家
庭
も
仕
事
も
大
事
で
両

者
は
一
体
で
す
。
住
む
場
所
さ
え
選
べ
ば
、
通
勤

時
間
は
ゼ
ロ
に
近
く
な
る
し
、
お
尽
一
休
み
に
家
へ

帰
っ
て
金
事
が
で
き
る
し
、
何
よ
り
一
家
全
員
が

汗
水
流
し
て
働
く
、
い
わ
ば
中
小
企
業
の
仕
事
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
だ
け
だ
と
い
う
つ
も
り
で
し
た
。

部
屋
は
ド
ア
が
な
い
、
ト
イ
レ
は
カ
ー
テ
ン
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
院
め
切
れ
な
い
、
子
供
部
屋
と

親
の
部
壌
の
音
は
筒
抜
け
、
部
屋
の
移
動
は
、
階

段
を
上
が
り
下
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
不
便

な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私

た
ち
が
い
ち
ば
ん
大
事
に
し
た
の
は
、
家
族
の
関

係
で
す
。
ま
た
、
隣
近
所
と
か
、
町
中
で
私
た
ち

が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
も
あ
り
ま
す
。

仕
事
は
地
下
室
で
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、

歩
い
て
移
動
で
き
る
範
圏
に
仕
事
場
を
移
し
ま
し
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写真⑥

H嵩

写真⑦

た
。
そ
れ
で
、
そ
こ
と
行
き
来
す
る
、
そ
の
時
間

な
ど
を
大
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

朝
起
き
て
、
家
で
簡
単
に
朝
食
を
食
べ
、

喫
茶

3 f皆

2~皆

店
に
っ
て
お
茶
を
飲
み
、
知
り
合
い
の
人
と
会

話
を
交
わ
す
。
そ
れ
か
ら
事
務
所
へ
行
っ
て
仕
事

す
る
。
お
容
一
に
は
、
歩
い
て
家
に
帰
っ
て
、
家
族
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写真⑧

緒
に
昼
食
を
と
る
、
そ
う
い
う
生
活
を
大
事
に

す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
都
市
の
暮
ら
し
、
集
ま

っ
て
住
む
都
市
の
暮
ら
し
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
た
め
の
い
ろ
ん
な
努
力
も
必
要
だ
と
い
う
こ

と
も
、
私
は
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
す
の

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
三
五
年
も
繰
り
返
し
て
、

気
が
つ
け
ば
、
私
は
六

O
歳
半
ば
を
越
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
後
ど
う
す
る
の
か
と
質
問
も
さ
れ

ま
す
し
、
夫
婦
で
話
し
た
り
も
し
ま
す
が
、
私
た

ち
は
町
中
で
受
け
続
け
る
い
ろ
ん
な
刺
激
を
力
に

す
れ
ば
、
当
分
の
関
、
本
当
に
足
腰
が
立
た
な
く

な
る
ま
で
は
、
健
康
に
注
意
す
れ
ば
、
ま
だ
頑
張

れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に
水
平
の
暮
ら
し
に

帰
ろ
う
と
思
わ
な
い
自
分
た
ち
に
気
付
き
ま
し
た
。



回
都
市
に
暮
ら
す
こ
と
の
意
味

一
九
八

0
年
代
半
ば
に
、
パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
！

セ
ン
タ
ー
で
、
「
前
衛
芸
術
の
日
本
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
戦
前
か
ら
の
前
衛
的
な
芸
術
作
品
の

展
示
で
す
。
塔
の
家
も
そ
れ
に
選
ば
れ
て
、
五

O

分
の
一
の
模
型
を
出
品
し
ま
し
た
。
模
型
を
送
っ

て
パ
リ
に
行
っ
て
み
る
と
、
丹
下
先
生
の
「
東
京

湾
海
上
計
画
」
と
い
う
大
計
画
の
模
型
が
あ
っ
て
、

そ
の
向
こ
う
に
塔
の
家
の
模
型
が
あ
っ
た
の
で
す
。

い
さ
さ
か
驚
く
と
同
時
に
、
ニ
ヤ
リ
と
し
ま
し
た
。

丹
下
先
生
の
東
京
湾
計
画
は
、
新
し
い
情
報
化
社

会
の
イ
ン
フ
ラ
を
空
中
に
飛
ば
し
て
、
そ
の
網
の

闘
に
止
ま
る
よ
う
な
形
で
住
居
や
オ
フ
ィ
ス
や
工

場
が
造
ら
れ
て
い
く
と
い
う
索
晴
ら
し
い
構
想
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
イ
ン
フ
ラ
に
組
み
込
ま
れ
た

建
築
に
、
ハ
エ
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
個
人
の
小
さ

な
家
族
の
暮
ら
し
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
な
る
の

か
。
そ
う
い
う
、
最
終
的
な
人
間
の
暮
ら
し
を
、

建
築
家
は
い
つ
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
、
私
は
ニ

ヤ
リ
と
し
た
の
で

す
（
写
真
⑨
⑩
）
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

人
も
、
塔
の
家
に

興
味
を
恭
し
て
く

れ
ま
し
た
。
塔
の

家
は
、
我
々
が
こ

の
町
の
中
で
周
り

写真⑨

写真⑮

の
人
た
ち
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
く
と
い
う
暮
ら

し
の
形
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
塔

の
家
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
り
し
か
し
、
私

の
こ
の
町
で
も
住
民
が
ジ
リ
ジ
リ
と
減
っ
て
い
ま

す
。
い
つ
の
間
に
か
青
山
通
り
の
歩
道
か
ら
、
小

学
生
の
声
が
あ
ま
り
関
こ
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

残
念
な
こ
と
で
す
。
住
民
が
減
り
始
め
る
前
後
か

ら
、
私
も
も
う
一
度
都
心
を
再
生
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
発
言
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
が
最
初
に
、
都
市
に
住
む
と
か
、
都
心
に
住

む
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
は
、
い
ま
か
ら

三
O
年
以
上
前
、
塔
の
家
、
が
で
き
て
間
も
な
く
の

頃
で
し
た
。
住
畏
の
減
少
を
実
感
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
一
九
八

0
年
代
以
降
で
し
た
。
バ
ブ

ル
の
前
く
ら
い
か
ら
で
す
。
町
の
中
で
は
、
土
地

利
用
効
率
の
悪
い
住
居
は
、
も
っ
と
環
境
の
よ
い

郊
外
に
出
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
世
界
の

金
融
セ
ン
タ
ー
と
か
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
を
た
く
さ
ん

建
て
て
、
東
京
を
再
生
さ
せ
る
ん
だ
、
東
京
を
も

っ
と
盛
り
上
が
ら
せ
る
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
り
ま

し
た
が
、
私
は
い
つ
も
首
を
か
し
げ
続
け
て
い
ま

し
た
。基

本
に
住
む
人
が
い
な
け
れ
ば
、
都
市
と
い
う

も
の
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
人
が
住
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
地
上
の
歩
道
、
一
階
の
店
舗
や

展
示
施
設
、
美
樹
館
、
劇
場
、
そ
う
い
う
都
市
の

文
化
活
動
が
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
住

む
人
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
間
の
文
化
活
動
も
あ
る

わ
け
で
す
c

こ
れ
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
何
千
年

の
世
界
中
の
都
市
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

数
日
前
、

N
H
K
テ
レ
ビ
で
、
「
建
築
家
、
塔

の
上
に
住
ん
で
三
五
年
」
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
一
週
間
ほ
ど
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
追
い
か
け
回

さ
れ
ま
し
た
。
塔
の
家
の
内
部
に
ど
の
よ
う
に
一
一
一

五
年
間
も
住
ん
だ
か
と
い
う
話
を
、
要
領
よ
く
ま

と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
少
し
残
念
な
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
は
狭
い
小

さ
な
、
し
か
も
不
便
な
、
上
下
に
つ
な
が
っ
た
家

に
三
五
年
住
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
町
に
三

五
年
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
が
い
ち
ば
ん
言
い
た
か
っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
当
分
の
関
、
こ
こ
に
住
ま
わ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
話
を
し
た
つ
も
り
な
の
で

す
が
、
ど
う
も
関
心
は
、
何
で
こ
ん
な
変
わ
っ
た

家
に
住
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に

向
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
「
町
に
暮
ら

す
」
と
い
う
部
分
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
少

し
残
念
に
患
い
ま
し
た
。
ま
た
挑
戦
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
り
ま
す
。
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討
論

O
欝
内
討
論
に
移
り
ま
す
。
場
の
方
か
ら
の

ご
質
問
に
基
づ
い
て
進
め
ま
す
。
そ
の
前
に
五
人

の
講
師
の
方
に
重
要
な
開
題
点
を
た
く
さ
ん
指
摘

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
少
し
振
り

返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
波
多
野
さ
ん
が
家
に
住
む
と
い
う
こ
と

は
、
結
局
町
に
住
む
の
だ
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
、
家
の
周
り
の
構
造
か
ら
広
い
範
囲
で
の

盛
り
場
と
か
、
人
が
行
く
賑
や
か
な
場
所
、
そ
う

い
う
界
隈
の
お
話
を
ご
自
身
で
つ
く
ら
れ
た
模
型

を
使
っ
て
、
分
か
り
ゃ
す
く
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。
「
家
に
住
む
と
い
う
こ
と
が
結
局
都
市
に
住

む
の
だ
」
と
い
う
論
点
は
、
今
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
い
ち
ば
ん
の
基
調
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
町
が
ラ
イ
ブ
感
覚
を
持
っ
て
い
た
。

江
戸
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
あ
る

い
は
い
ろ
い
ろ
な
お
扇
、
商
い
、
人
々
の
振
る
舞

い
、
そ
う
い
う
も
の
が
都
市
を
活
気
づ
け
て
い
た
。

そ
れ
と
「
歩
く
町
」
だ
っ
た
こ
と
が
町
に
魅
力
を

つ
く
り
出
す
最
大
の
条
件
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

初
出
さ
ん
は
近
代
の
華
や
か
な
東
京
の
姿
を
描

く
な
か
で
、
「
賑
わ
い
の
な
か
に
ま
ぎ
れ
る
」
と

い
う
苦
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
の
ス
ト
リ
ー

ト
の
賑
わ
い
は
引
き
継
が
れ
な
が
ら
、
姿
を
変
え
、

新
し
い
要
素
を
ど
ん
ど
ん
入
れ
て
活
気
あ
る
東
京

の
都
心
を
つ
く
り
出
し
た
。
や
は
り
貸
家
が
非
常

に
多
く
手
狭
だ
っ
た
か
ら
か
、
み
ん
な
都
市
の
ア

ー
バ
ン
ラ
イ
フ
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
い
た
。

勧
工
場
に
は
じ
ま
っ
て
、
デ
パ
ー
ト
、
あ
る
い

は
カ
フ
ェ
、
果
て
は
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
陸
闘
、
そ

う
い
う
建
築
や
都
市
施
設
が
充
実
し
て
き
で
、
都

市
の
魅
力
を
生
み
、
新
た
な
都
心
居
住
の
魅
力
を

作
っ
た
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
当
時
、
都
心
の
商
業
空

間
と
か
、
繁
華
街
を
支
え
て
い
た
主
役
は
山
の
手

の
人
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
で
す
。
「
山
の
手
！
下

町
論
」
と
い
う
の
は
東
京
を
語
る
の
に
重
要
な
テ

ー
マ
で
す
が
、
そ
の
山
の
手
の
エ
リ
ア
が
、
ま
だ

都
心
に
近
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
都
市
に
住
む
ス

ピ
リ
ッ
ト
を
山
の
手
の
人
も
持
っ
て
い
た
の
だ
と
、
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つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。

そ
の
山
の
手
が
実
は
戦
後
、
解
体
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
な
と
。
つ
ま
り
、
下
町
で
の
都
心
麿
住

の
形
式
が
発
展
し
な
か
っ
た
り
、
住
み
に
く
く
な

っ
て
郊
外
に
ど
ん
ど
ん
出
て
行
っ
た
と
い
う
「
下

町
解
体
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
山
の
手
も
同
じ

よ
う
に
解
体
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す

る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
し
た
。

大
月
さ
ん
は
、
日
ご
ろ
の
ご
研
究
を
見
事
に
ま

と
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
東
京
の
都
市
の
歴
史

に
お
い
て
、
集
合
住
宅
が
ど
ん
ど
ん
で
き
た
輝
か

し
い
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
明
確
に
示
し
て
く

だ
さ
っ
て
、
こ
れ
に
は
勇
気
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

面
白
か
っ
た
の
は
、
震
災
後
、
仮
設
住
宅
を
造
っ

た
と
き
に
、
町
を
つ
く
る
意
識
が
あ
っ
て
、
お
風

呂
屋
な
ど
の
共
同
の
施
設
ま
で
造
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
う
い
う
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

戦
後
に
つ
い
て
は
、
「
美
し
く
住
む
」
こ
と
を

め
ざ
し
て
、
高
級
集
合
住
宅
が
で
き
た
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
多
く
建
て

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
潤
会
ア
パ
ー

ト
は
、
地
域
や
町
の
コ
ン
テ
ク
ト
の
中
に
う
ま
く

は
ま
り
込
ん
で
、
い
い
雰
由
気
を
作
り
出
し
て
い

る
と
い
う
例
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
七

0

年
代
以
後
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。
そ

の
辺
の
問
題
点
を
論
じ
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

森
ま
ゆ
み
さ
ん
は
、
調
査
や
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
活

動
を
通
じ
て
内
側
か
ら
発
見
さ
れ
観
察
さ
れ
た
生



活
感
の
あ
る
地
域
の
あ
り
方
、
そ
し
て
人
と
人
の

関
係
の
機
微
と
い
い
ま
す
か
、
そ
こ
に
ノ
ウ
ハ
ウ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
て
、
見
事
に
織
り
な
さ
れ
て
い

る
関
係
性
、
そ
の
関
係
性
の
中
で
住
む
こ
と
は
、

非
常
に
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ

と
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

東
先
生
は
、
ご
自
宅
で
も
あ
る
「
塔
の
家
」
を
、

ど
う
い
う
患
い
で
つ
く
っ
た
か
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

「
都
市
に
住
む
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
町
の
暮

ら
し
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
儲
値
が
あ

る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
大
変
感
銘
深
く
偶

い
ま
し
た
。

自
な
ぜ
、
都
心
居
住
に
こ
だ
わ
る
か

O
陣
内
最
初
に
波
多
野
さ
ん
、
初
回
さ
ん
、
大

月
さ
ん
に
、
こ
う
い
う
問
題
を
研
究
で
と
ら
え
て

い
く
時
の
原
点
と
い
う
か
、
な
ぜ
、
都
市
居
住
に

関
心
を
持
っ
た
の
か
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

私
の
こ
と
を
一
一
一
一
向
い
ま
す
と
、
杉
並
の
阿
佐
谷
で

育
っ
た
の
で
す
が
、
路
地
が
あ
っ
て
、
共
同
水
道

が
あ
っ
て
、
最
初
の
こ
ろ
は
銭
湯
に
通
っ
て
、
そ

し
て
、
紙
芝
居
が
来
て
い
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う

環
境
の
中
で
育
っ
た
こ
と
は
、
都
心
居
住
の
何
か

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
い
う
の
を
植
え
込
ま
れ
た
気
が
し

ま
す
。
ま
た
、
イ
タ
ヲ
ア
に
勉
強
に
行
っ
て
、
ベ

ネ
チ
ア
の
建
て
込
ん
で
い
る
高
密
な
中
に
、
し
か

し
、
い
ろ
ん
な
ゆ
と
り
が
あ
る
空
間
に
、
人
と
の

交
流
が
あ
っ
て
、
刺
激
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
体

感
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
が
自
分
に
と
っ
て
は

大
き
な
都
心
居
住
に
こ
だ
わ
る
原
点
に
な
っ
て
い

ま
す
。江

戸
を
研
究
さ
れ
て
い
る
波
多
野
さ
ん
は
、
ご

自
身
が
研
究
を
し
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
体
験
、

そ
の
辺
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
ら
れ
ま
す
か
。

O
波
多
野
個
人
的
な
話
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
森
さ
ん
が
、
都
市
居
住
者
の
優
し
さ

を
話
し
く
だ
さ
り
、
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
私
の

父
親
は
、
十
思
小
学
校
の
出
身
で
す
。
小
伝
馬
町

本
屋
敷
の
跡
に
建
つ
小
学
校
で
す
か
ら
、
「
便
所

に
一
人
で
行
つ
て
は
い
け
な
い
よ
、
死
刑
囚
が
使

査
の
中
か
ら
引
っ
張
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
。
父
親
は
大
正
二
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
江

戸
で
も
明
治
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
自
分
が

体
験
し
た
町
は
江
戸
の
面
影
を
残
し
て
い
る
と
信

じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

大
正
頃
に
は
、
寺
子
屋
の
よ
う
な
私
塾
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
小
学
校
で
習
っ
た
「
兎
と
亀
」
の

話
を
私
塾
の
先
生
に
報
告
し
、
「
兎
の
よ
う
に
油

断
し
た
り
怠
け
て
は
い
け
な
い
」
と
教
わ
っ
た
と

話
し
た
ら
、
私
塾
の
先
生
は
「
そ
れ
は
違
う
よ
」

と
仰
っ
た
そ
う
で
す
。
走
る
の
が
苦
手
な
亀
の
よ

う
な
者
に
向
か
っ
て
、
兎
は
勝
負
を
仕
掛
け
た
。

「
君
た
ち
は
あ
ん
な
卑
怯
な
人
間
に
は
な
っ
て
く

れ
る
な
、
相
手
を
思
い
や
れ
」
。
こ
れ
が
江
戸
人

の
美
意
識
な
の
で
し
ょ
加
え

都
市
は
、
み
ん
な
が
勝
手
な
方
向
を
向
い
て
い

て
も
生
き
ら
れ
る
世
界
で
す
。
一
方
向
を
目
指
し

た
競
争
社
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
や
っ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
で
面
白
い
。
自
分
の
や
っ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
違
う
世
界
で
酷
白
い
。

お
互
い
に
賦
落
と
す
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
多
様

性
を
認
め
る
、
都
市
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

江
戸
の
町
人
も
、
武
家
と
対
決
す
る
の
で
は
な

く
、
お
お
ら
か
に
自
分
た
ち
の
世
界
を
造
り
上
げ

た
と
思
い
ま
す
。

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

初
田
さ
ん
は
下
町
の
都
心
居
住
を
ず
う
っ
と
あ

る
意
味
で
子
供
の
こ
ろ
か
ら
な
さ
っ
て
き
た
。
い

ま
は
比
較
的
郊
外
の
ほ
う
に
お
住
み
で
す
が
、
そ

の
辺
の
ご
自
身
に
と
っ
て
の
都
心
居
住
と
い
う
の

を
お
話
く
だ
さ
い
。

O
初
回
私
は
、
葛
飾
に
生
ま
れ
て
一
一

O
何
年
間

ず
う
っ
と
下
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の

臨
白
い
な
、
楽
し
い
な
と
い
う
こ
と
が
体
の
中
ま

で
染
み
込
ん
で
い
て
、
繁
華
街
の
研
究
を
始
め
た

わ
け
で
す
。

住
ん
で
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
下
町
の
中
の
典

型
的
な
所
で
、
三
軒
長
屋
で
し
た
。
江
戸
か
ら
明

治
の
こ
ろ
の
長
屋
は
、
台
所
を
「
表
台
所
」
と
い

っ
て
、
道
路
側
に
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
道
路
で

寵
を
使
っ
た
り
す
る
必
要
性
か
ら
そ
う
な
っ
て
い

た
の
で
す
。
私
の
住
ん
で
い
た
所
も
、
や
は
り
表

台
所
の
長
屋
で
し
た
。

父
は
、
洋
賑
の
仕
立
を
そ
の
家
で
や
っ
て
い
ま

今
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し
た
。
昼
間
は
ず
う
っ
と
家
に
い
ま
す
か
ら
、
外

に
出
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
手

が
空
い
た
夜
な
ど
、
「
夜
店
に
行
こ
う
か
」
と
、

毎
週
の
よ
う
に
家
族
を
つ
れ
て
出
か
け
て
い
ま
し

た
。
夜
店
と
い
っ
て
も
、
近
く
の
駅
ま
で
歩
い
て

行
っ
て
、
そ
の
辺
を
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
家
へ
帰
っ
て

来
る
だ
け
な
ん
で
す
。
お
店
に
寄
っ
た
り
も
し
ま

す
が
、
ほ
と
ん
ど
何
も
貿
い
ま
せ
ん
。
や
る
こ
と

と
い
っ
た
ら
、
帰
り
が
け
に
牛
乳
屋
さ
ん
に
寄
っ

て
、
牛
乳
を
飲
ん
で
帰
っ
て
く
る
程
度
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
当
時
の
私
た
ち
に
と
っ
て

は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

あ
る
意
味
で
、
都
心
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
っ
た
も
の
、
い
わ
ゆ
る
都
市
の
中
の
い
ろ

い
ろ
な
施
設
を
楽
し
め
る
。
先
ほ
ど
波
多
野
先
生

も
、
江
戸
の
中
で
都
市
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
と
こ
ろ
で
完
結
し
な
い
で
、
い
ろ
い
ろ
な

施
設
に
お
世
話
に
な
る
こ
と
だ
と
替
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
ま
さ
し
く
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
昭
和
の
初
め
に
銀
座
が

非
常
に
賑
や
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
ろ

に
書
か
れ
た
司
ら
ん
で
ぶ

l
の
案
内
流
隷
型
ア

ベ
ッ
ク
』
と
い
う
面
白
い
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
「
わ
り
か
ん
銀
ブ
ラ
法
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
フ
タ
ー
ワ

i
ク
と

い
う
か
、
仕
事
の
後
の
時
間
を
楽
し
む
様
子
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
私
が
小
さ

な
こ
ろ
体
験
し
た
の
と
間
じ
だ
と
患
っ
て
読
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
筋
立
て
を
お
話
し
ま
す
と
、
主
役
は
デ
パ

ー
ト
の
シ
ョ
ッ
プ
ガ

i
ル
と
、
保
険
会
社
に
勤
め

て
い
る
彼
氏
で
す
。
勤
務
が
終
わ
っ
た
後
に
、
新

橋
に
近
い
大
阪
料
理
の
府
で
タ
金
を
し
ま
す
。
向

か
い
の
座
敷
に
は
芸
者
連
れ
の
人
た
ち
が
い
る
。

夕
食
後
に
映
画
を
見
て
か
ら
、
カ
フ
ェ
の
ネ
オ
ン

を
楽
し
み
な
が
ら
銀
、
ブ
ラ
を
す
る
。
さ
ら
に
ダ
ン

ス
ホ
ー
ル
で
タ
ン
ゴ
を
踊
る
。
そ
の
後
、
疲
れ
た

の
で
喫
茶
店
で
お
茶
を
飲
ん
で
休
む
。
そ
し
て
エ

ン
タ
ク
で
駅
ま
で
帰
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
フ
タ
ー
ヮ

i
ク
が
楽
し
め
る
の

も
、
や
は
り
都
心
に
近
い
所
に
住
ん
で
い
る
か
ら

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
都
心
居
住
を
も
う

一
度
考
え
蔵
し
て
み
る
価
植
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
仕
事
の
後
に
楽
し
め
る
世
界
と

臼
常
的
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

O
陣
内
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
す
ね
。
都
心
居
住

だ
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ
な
体
験
が
で
き
る
。
私

の
知
人
で
、
地
方
都
市
に
赴
任
し
た
人
が
、
都
市

が
コ
ン
パ
ク
ト
だ
か
ら
、
催
し
物
に
た
く
さ
ん
参

加
で
き
て
、
文
化
的
で
楽
し
い
と
言
っ
て
い
た
の

を
思
い
出
し
ま
す
。

大
月
さ
ん
に
、
工
学
院
大
学
の
方
か
ら
、
「
今

後
、
登
場
す
べ
き
未
来
の
ア
パ
ー
ト
形
式
は
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
が
き
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
戦
後
の
集
合
住
宅
は
歴
史

が
プ
ワ

i
で
、
ど
う
し
て
も
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
、
郊
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外
の
居
住
に
力
が
註
が
れ
て
、
専
門
家
も
計
酉
理

論
も
み
ん
な
目
、
が
外
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
そ
の
辺
を
お
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

O
大
月
私
も
出
自
か
ら
述
べ
ま
す
と
、
私
だ
け
が

た
ぶ
ん
田
舎
者
で
、
福
田
山
県
八
女
市
と
い
う
農
村
で

生
ま
れ
ま
し
た
。
親
は
い
ま
だ
に
専
業
農
家
で
す
。

先
ほ
ど
波
多
野
先
生
か
ら
「
自
分
の
こ
と
が
自
分
で

で
き
な
く
な
っ
た
ら
都
市
だ
」
と
い
う
ご
指
摘
が
ご

ざ
い
ま
し
た
が
、
田
舎
で
は
他
人
と
一
緒
に
や
ら
な

い
と
生
き
て
い
け
な
い
面
も
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る

作
業
が
、
例
え
ば
米
の
消
嘩
で
す
と
か
田
植
な
ど
と

い
う
の
は
共
再
で
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
葬
式

も
い
ま
だ
に
家
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

座
敷
は
必
ず
何
事
か
の
た
め
に
キ

i
プ
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
築
の
際
も
普
段
は
ほ
と
ん
ど
控

わ
な
い
座
敷
を
つ
く
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
域
と

共
同
作
業
オ
る
た
め
の
空
間
が
、
自
宅
内
に
そ
れ
ぞ

れ
キ

i
プ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
象
徴
的
で
す
。

そ
の
後
、
東
京
で
建
築
を
学
び
始
め
た
時
に
非

常
に
不
安
感
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
バ
ブ
ル

で
、
世
の
中
に
建
つ
新
し
い
建
物
が
み
ん
な
ツ
ル

ツ
ル
ピ
カ
ピ
カ
で
、
と
に
か
く
金
を
か
け
る
建
物

が
も
て
は
や
さ
れ
て
実
際
に
パ
ン
パ
ン
建
っ
て
い
ま

し
た
。
果
た
し
て
こ
ん
な
も
の
で
い
い
の
か
と
い
う

田
舎
者
な
り
の
不
安
を
描
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
時
に
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
と
い
う
、
ち
ょ

っ
と
古
ぼ
け
た
建
物
に
人
々
が
住
ん
で
い
る
の
を
、

東
京
を
ブ
ラ
ブ
ラ
歩
い
て
い
て
発
見
し
ま
し
た
。
そ



れ
で
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
や
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
そ
も
そ
も

の
研
究
の
動
機
で
す
。
暮
ら
し
て
い
る
方
々
の
話
を

聞
い
て
み
る
と
、
都
心
居
住
と
は
苦
い
な
が
ら
も
、

共
同
生
活
の
あ
り
方
は
私
の
田
舎
と
陪
じ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
森
さ
ん
の
「
お
裾
分
け
」
の
お
話
の
よ

う
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
地
域
の
問
題
は
全
部
自
分
た

ち
で
共
同
で
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
そ

う
い
う
こ
と
が
積
み
重
な
っ
て
ア
パ
ー
ト
が
運
営
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
た
わ
け
で
す
。

お
話
し
ま
し
た
間
潤
会
ア
パ
ー
ト
は
、
ポ
ッ
と

出
来
た
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
に
仕
組
ま
れ
た
伏

線
の
中
で
、
た
ま
た
ま
大
震
災
が
起
こ
っ
て
出
来

て
き
た
の
で
す
。
戦
後
も
い
く
つ
か
、
集
合
住
宅

で
都
市
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
は
出
て

き
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
も
の
に
な
っ
て
い
か

な
い
の
は
な
ぜ
か
。
あ
る
い
は
我
々
の
実
感
で
き

る
よ
う
な
形
で
集
合
住
宅
が
町
と
し
て
生
き
て
い

か
な
い
の
は
な
ぜ
か
が
関
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、

開
潤
会
な
ど
を
調
べ
て
い
て
、
二
つ
の
原
因
、
つ

ま
り
魅
力
の
形
成
の
仕
方
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

一
つ
は
一
計
関
さ
れ
た
も
の
自
体
の
も
っ
て
い
る
魅

力
。
意
匠
性
、
計
画
性
と
い
っ
た
建
築
家
や
計
画
家

の
資
質
に
娘
、
ざ
す
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
こ

か
ら
先
、
運
営
の
さ
れ
方
が
非
常
に
魅
力
的
な
の
で

す
。
例
え
ば
増
築
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、

こ
こ
に
空
地
が
あ
る
か
ら
団
地
で
集
会
場
を
み
ん
な

で
建
て
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
キ
ッ
チ
ユ

な
物
が
出
来
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で

素
靖
ら
し
い
の
あ
る
い
は
屋
上
が
折
角
空
い
て
い
る

か
ら
、
盤
上
庭
圏
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
屋
上

だ
け
緑
が
濃
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
当
初
の
計

画
と
は
全
く
違
う
次
元
で
住
み
手
が
築
き
上
げ
て
い

く
と
い
う
、
第
二
の
魅
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
c

そ
う
し
た
目
で
古
い
ア
パ
ー
ト
を
見
て

い
る
と
、
敷
地
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
空
間
が
増
築
用
地

や
花
壇
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
し
尽
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
重
層
性
の
中
で
「
み
ん
な
に
圏
ま
れ

な
が
ら
住
む
実
感
」
と
い
う
意
味
で
の
魅
力
が
醸
し

出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
c

と
こ
ろ
が
我
々
は
現
在
集
合
住
宅
と
い
う
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
を
た
っ
た
二
つ
し

か
も
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
は
賃
貸
ア
パ
ー
ト
。
要
す
る
に
学

生
が
住
む
よ
う
な
六
畳
一
間
や
公
営
住
宅
の
よ
う

な
賃
貸
ア
パ
ー
ト
。
も
う
一
つ
は
昭
和
三
七
年
の

一
民
分
所
有
法
で
よ
う
や
く
住
居
形
式
と
し
て
認
知

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
。
つ
ま

り
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
と
分
譲
ア
パ
ー
ト
と
い
う
二

つ
の
概
念
し
か
我
々
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
、
改
め
て
気
づ
く
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
伺
が
貧
閤
な
の
か
と
い
う
と
、
間
滞
会
以

外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
吉
い
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
見
て
い

ま
す
と
、
例
え
ば
今
日
ご
紹
介
し
た
戦
前
に
出
来
た

R
C
の
銀
康
ア
パ
ー
ト
で
は
、
当
初
は
中
流
の
一
人

暮
ら
し
の
人
が
主
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
す
が
、
ど

ん
ど
ん
事
務
所
ビ
ル
に
変
容
し
て
い
く
わ
け
で
す
の

い
ま
も
住
居
と
し
て
住
ん
で
い
る
人
も
い
れ
ば
、
オ

フ
イ
ス
と
し
て
使
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
あ
る
い
は

ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
た
く
さ
ん
出
来
て
い
る
、
と
い
う
よ

う
な
用
途
の
使
い
方
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
別
の

戦
前
に
出
来
た
木
造
ア
パ
ー
ト
で
は
、
戦
後
税
金
を

払
え
ず
に
国
に
物
納
し
て
、
仕
方
な
し
に
居
住
者
が

畏
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
木
造
の
分
譲
マ
ン
シ

ョ
ン
み
た
い
な
形
式
の
住
宅
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
所
有
と
利
用
と
管
理
の
在
り
方
、
こ

の
三
つ
の
在
り
方
が
時
間
と
と
も
に
い
か
よ
う
に
も

変
わ
り
得
る
と
い
う
の
が
、
集
合
住
宅
の
面
白
さ
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
あ
ま
り
そ
う
い
う
魅
力

を
語
ら
ず
に
、
た
だ
単
に
賃
貸
ア
パ
ー
ト
か
分
譲
か

と
い
う
こ
と
で
、
我
々
は
住
居
を
選
択
し
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
集
合
住
宅
の
様
々
な
意
味
で
の
貧

闘
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
c

た
ま
た
ま
集
合
住
宅
と
し
て
与
え
ら
れ
た
空
間
に

ど
う
い
う
可
能
性
を
見
い
出
し
て
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
開
拓
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
、
こ
れ

か
ら
ど
う
い
う
形
式
を
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
よ
り
、
私
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
重
要
な
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
工
学
院
大

学
の
方
の
ご
質
問
で
、
未
来
の
ア
パ
ー
ト
の
形
式
は

何
か
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
新

た
な
形
式
を
物
理
的
に
出
し
て
い
く
よ
り
も
む
し
ろ
、

い
ま
あ
る
空
間
の
性
能
を
ど
の
よ
う
に
使
い
こ
な
せ

る
可
能
性
が
あ
る
か
を
、
一
生
懸
命
に
考
え
た
上
で
、

賃
貸
ア
パ
ー
ト
で
も
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
な
い
住

ま
い
方
や
使
い
方
を
、
議
論
を
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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田
町
ら
し
さ
と
都
心
居
住

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
重
要
な

指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
人
の
方
に
は
、
自

分
に
と
っ
て
の
都
心
居
住
の
原
点
を
、
場
合
に
よ

っ
て
は
出
自
ま
で
含
め
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

森
さ
ん
に
は
こ
つ
質
問
が
き
て
い
ま
す
。
一
つ

は
筑
波
大
学
の
方
か
ら
で
す
。
「
谷
摂
千
地
区
は

下
町
の
風
情
を
残
し
た
町
づ
く
り
に
成
功
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
地
域
の
鰭
史
性
を
活
か
し

た
町
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
際
に
、
重
要
な
こ
と

は
何
で
す
か
。
ソ
フ
ト
面
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
ー

ド
の
整
備
の
際
に
活
か
せ
る
点
、
志
れ
て
は
な
ら

な
い
点
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
ご
経
験
か
ら
、
お
考

え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
「
谷
中
は
い
い
町
だ
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
地
形
面
や
町
の
つ
く
り
に
災
害
に

対
す
る
危
慎
を
感
じ
ま
す
。
将
来
的
に
都
市
災
害

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
私
見
を
お
持
ち
で
す
か
」

と
い
う
も
の
で
す
。

台
東
区
の
木
造
住
宅
が
密
集
し
て
い
る
所
を
、

防
災
的
な
観
点
か
ら
少
し
考
え
直
そ
う
と
い
う

「
町
ゃ
つ
く
り
ア
ク
シ
ョ
ン
」
が
、
つ
い
こ
の
間
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
谷
中
の
一
部
も
そ
の
ゾ
ー

ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
よ
う
や
く
そ
の
辺
も
光
り

が
当
た
っ
て
き
ま
し
た
が
、
森
さ
ん
の
お
考
え
を

お
顕
い
し
ま
す
。

O
森
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
私
は
古
い
物
は

部
残
せ
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

「
町
会
つ
く
り
」
を
や
っ
て
き
た
か
ど
う
か
と
い
う

と
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。

地
域
雑
誌
を
出
し
続
け
て
、
い
く
つ
か
の
建
物
の

保
存
に
係
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
、
い
わ
ゆ
る
括
建
地
区
の
よ
う
な
町

並
み
保
存
は
、
た
ぶ
ん
谷
中
や
設
津
で
は
無
理
で

し
ょ
う
。
非
常
に
多
種
多
様
な
利
害
、
全
然
違
う

職
業
、
別
の
所
で
稼
い
で
い
る
人
た
ち
で
す
か
ら
、

な
か
な
か
一
つ
の
目
的
で
文
化
や
観
光
の
た
め
に

町
並
み
を
全
部
保
存
し
よ
う
な
ん
て
い
う
こ
と
は

難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
登
録
文
化
財
制
度
は
、
わ
り
と
緩
や
か
な
い
い

制
度
だ
と
思
い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
使
え
る
形
で

使
い
な
が
ら
、
古
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
混
じ
り
込

ん
で
い
る
町
が
あ
っ
て
も
、
面
白
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
程
度
で
す
。

ず
う
っ
と
古
い
家
に
住
ん
で
き
て
、
マ
ン
シ
ョ

ン
に
一
度
は
住
ん
で
み
た
い
と
か
、
ピ
カ
ピ
カ
の

家
に
住
ん
で
み
た
い
と
い
う
人
だ
っ
て
い
る
わ
け

で
す
し
、
逆
に
自
分
は
マ
ン
シ
ョ
ン
育
ち
だ
け
れ

ど
も
、
長
屋
に
住
ん
で
み
た
い
と
か
、
お
寺
の
離

れ
に
住
ん
み
た
い
と
い
う
人
も
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
が
う
ま
く
チ
ェ
ン
ジ
で
き
る
シ

ス
テ
ム
が
き
な
い
か
な
と
考
え
て
、
い
ま
少
し
ず

つ
や
っ
て
い
ま
す
。
古
い
家
を
持
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
自
分
は
い
ま
使
わ
な
い
と
い
う
方
か
ら
、

例
え
ば
、
芸
大
の
大
学
院
の
学
生
さ
ん
た
ち
が
、

安
く
借
り
て
保
存
修
復
の
現
場
に
し
な
が
ら
住
ん

で
、
そ
の
家
を
公
開
し
た
り
、
み
ん
な
の
た
ま
り
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場
に
し
て
い
く
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

災
害
対
策
は
重
要
な
問
題
で
、
古
い
の
が
い
い

の
だ
と
ば
か
り
は
言
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
特
に
、

脆
弱
な
建
物
、
筋
交
い
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、

御
神
楽
で
載
せ
た
り
す
る
建
物
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
う
い
う
の
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
安
全
に
す
る
努

力
が
必
要
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
万
が
一
の

災
害
の
た
め
に
、
い
ま
の
こ
の
楽
し
い
近
所
関
係

や
路
地
の
景
観
を
捨
て
て
、
例
え
ば
、
全
部
壊
し

て
不
燃
化
住
宅
に
す
る
の
が
い
い
の
か
ど
う
か
。

そ
の
ほ
う
が
防
災
性
が
高
ま
る
の
か
ど
う
か
と
い

う
と
、
そ
れ
に
は
非
常
に
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

O
陣
内
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

東
先
生
へ
の
ご
質
問
は
ア

i
キ
ボ
ッ
ク
ス
株
式
会

社
の
方
か
ら
で
す
。
「
最
近
、
東
京
で
も
町
暮
ら

し
に
つ
い
て
再
注
目
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
東

京
（
他
の
地
域
都
市
も
含
め
て
）
が
も
っ
と
町
ら

し
く
都
市
ら
し
く
な
る
た
め
に
、
い
ま
い
ち
ば
ん

大
切
な
こ
と
は
侭
ん
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
非
常
に
大
き
い
問
題
で
す
。

塔
の
家
の
周
り
に
あ
れ
だ
け
の
ど
ル
が
建
っ
て

し
ま
っ
て
は
、
当
初
の
生
活
感
や
お
店
な
ど
も
少

な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
活
環
境

を
維
持
し
て
い
く
大
変
さ
も
分
か
り
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
、
も
っ
と
町
ら
し
く
都
市
ら
し
く
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
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た
キ
ラ

i
通
り
で
も
、
街
路
樹
の
落
ち
葉
の
掃
除
、

カ
ラ
ス
の
食
べ
散
ら
し
の
片
付
け
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
家
の
前
の
道
は

住
ん
で
い
る
人
が
道
を
掃
除
す
る
、
と
い
う
よ
う

な
風
習
が
、
町
に
住
む
た
め
の
心
得
と
し
て
生
き

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

し
か
し
、
人
が
住
ん
で
い
な
い
大
き
な
ど
ル
に

レ
ス
ト
ラ
ン
や
ア
パ
レ
ル
の
店
が
あ
り
ま
す
と
、

閉
店
は
一

O
時
と
か
一
一
時
で
す
か
ら
、
住
ん
で

い
る
人
が
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
お
捕
除
し
て
も
、

そ
の
ピ
ル
の
前
の
部
分
だ
け
が
残
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
つ
い
そ
の
部
分
も
一
緒
に
や
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
あ
と
に
、
散
ら
か
っ
た
状
況
を
知
ら
な
い
お

窟
の
人
た
ち
が
ゆ
っ
く
り
出
勤
し
て
く
る
と
い
う

ギ
ャ
ッ
プ
が
起
き
ま
す
。
あ
る
社
長
さ
ん
は
そ
の

こ
と
に
気
づ
い
て
か
ら
は
、
会
社
の
人
た
ち
が
交

替
で
朝
早
く
出
勤
し
て
、
通
り
全
体
を
お
掃
除
し

て
い
ま
す
。
い
ま
支
え
合
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
は
、
谷
中
の
人
た
ち
は
、

ノ
ウ
ハ
ウ
を
た
く
さ
ん
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
ら
教

わ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。
昔
は
皆
が
持
っ
て
い

た
こ
と
を
も
う
一
度
学
び
直
す
べ
き
で
す
ね
。

結
局
、
町
ら
し
さ
と
い
う
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
の

善
し
悪
し
と
か
、
新
し
い
建
築
と
か
、
古
い
町
並

み
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
訪
災
の
開
題
は
別
で
す
が
、
ど
ん
な
に

古
く
て
も
ち
ゃ
ん
と
注
意
し
て
身
繕
い
と
い
う
の

で
し
ょ
う
か
、
自
分
た
ち
の
家
を
し
っ
か
り
使
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
と
い
う
中
西
部
の

町
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
建
築
学
科
あ
り
ま
す
。

私
は
一
九
八
九
年
に
客
員
で
半
年
ほ
ど
家
内
と
一

緒
に
滞
在
し
ま
し
た
。
一

O
O年
も
前
に
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
と
万
闇
博
覧
会
を
済
ま
せ
た
と
い
う
町
で
、

立
派
な
公
園
や
美
術
館
、
ス
タ
ジ
ア
ム
も
あ
る
の

で
す
が
、
都
心
に
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

ピ
ル
が
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
壊
さ
れ
て
、
そ
こ
が
パ

ー
キ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
残
っ
て
い
る
の
は

デ
パ
ー
ト
と
劇
場
と
ホ
テ
ル
。
そ
の
外
呂
り
に
は

古
い
住
宅
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
て
、
低
所
得
者

の
人
々
が
移
り
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
外
側
に
ス

ラ
ム
を
避
け
た
中
産
階
級
が
立
派
な
住
宅
団
地
を

つ
く
っ
て
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、

デ
パ
ー
ト
に
買
物
に
来
て
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン

サ
ー
ト
で
劇
場
に
集
ま
っ
て
も
、
終
わ
る
と
早
々

に
帰
り
ま
す
。
車
に
悪
戯
を
さ
れ
た
り
、
帰
り
道

が
危
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
新
聞
に
は
毎
日
の

よ
う
に
都
市
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
か
、
都
心
を
ど

う
活
性
化
さ
せ
る
か
と
い
う
記
事
が
出
て
い
ま
す
。

で
も
、
起
死
回
生
の
方
法
は
な
く
て
、
ま
ず
基
本

は
、
も
う
一
度
町
に
帰
っ
て
住
も
う
と
い
う
の
で

す
。
そ
う
い
う
都
心
居
住
の
再
評
価
と
い
う
か
、

居
住
が
都
市
活
動
の
基
本
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
商

業
、
そ
の
他
の
経
済
活
動
、
教
育
、
文
化
、
そ
れ

に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
も
う
一

度
考
え
渡
す
こ
と
が
、
町
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
基

本
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
申
し
上
げ
た
い
の
は
、

東
京
の
壁

史
や
文
化
の
痕
跡
を
取
り
除
い
た
、
地
形
の
基
本

的
な
性
質
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

人
間
の
日
々
の
営
み
は
、
そ
れ
を
活
か
し
て
庭
を

造
っ
た
り
、
下
町
や
山
の
手
を
つ
く
っ
た
り
、
あ

る
い
は
富
士
見
坂
の
よ
う
な
坂
道
を
つ
く
っ
た
り
、

頂
上
に
お
宮
さ
ん
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
我
々
専
門
家
は
も
う
一
度
勉
強

を
し
宜
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
で
す
。
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闇
魅
力
あ
る
都
市
の
条
件

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
地
形
や
自
然
の
条
件
と
い

う
の
も
、
個
性
や
震
要
性
を
持
ち
ま
す
。
で
す
か

ら
、
い
ま
の
ご
指
摘
は
こ
れ
か
ら
の
町
に
と
っ
て
、

大
切
な
柱
の
ひ
と
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

波
多
野
さ
ん
に
、
建
築
と
い
う
よ
り
は
都
市
計

画
の
視
点
か
ら
の
質
問
が
き
て
い
ま
す
。
「
魅
力

あ
る
都
市
と
い
う
も
の
の
一
つ
に
、
食
事
の
満
足

が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
最
近
、
新
鮮
な
食
料
へ

の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
都
心
で
は
流
通
が

便
利
に
な
っ
た
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
農
地
と
は

遠
い
存
在
で
あ
る
。
江
戸
の
農
地
は
都
市
内
に
混

在
し
て
い
て
、
作
物
と
下
肥
の
や
り
取
り
な
ど
密

接
な
係
わ
り
が
あ
っ
た
。
食
料
の
供
給
以
外
に
も

農
地
は
生
態
都
市
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を

持
っ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
市
街
地

に
お
け
る
農
地
及
び
農
業
と
都
市
の
関
係
を
、
そ

の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
が
、
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
取
り
入
れ
ら
れ
る
部
分
は
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
」
と
。

も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
「
波
多
野
先
生
の
お
話

を
関
い
て
、
当
時
の
町
は
人
々
の
物
質
的
な
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
な
菌
で
も
支
え
て
い
た

こ
と
を
感
じ
た
。
ま
た
、
人
々
も
町
を
支
え
て
い

て
、
相
互
関
係
が
あ
っ
た
。
現
代
の
都
市
に
お
い

て
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
」

と
い
う
質
簡
で
す
。

O
波
多
野
都
市
内
農
業
に
つ
い
て
、
五
年
前

か
ら
通
っ
て
い
る
ネ
パ

i
ル
と
比
較
し
て
考
え
て

み
ま
す
。
日
本
の
都
市
、
特
に
県
庁
所
在
地
の
七
、

八
割
は
前
身
が
城
下
町
で
す
。
城
下
町
は
、
兵
農

分
離
と
商
農
分
離
を
原
則
と
し
ま
す
。
武
士
を
城

下
に
集
め
、
農
民
を
村
に
住
ま
わ
せ
る
と
と
も
に
、

掘
削
業
を
城
下
に
一
元
化
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

都
市
内
農
業
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

現
実
に
は
か
な
り
農
地
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
ネ
パ

i
ル
・
カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地
の
都
市

は
、
イ
タ
リ
ア
の
中
世
都
市
を
思
わ
せ
る
高
密
度

集
落
で
す
。
そ
の
周
り
は
す
べ
て
農
地
で
す
か
ら
、

集
落
は
農
地
の
海
に
浮
か
ぶ
島
の
よ
う
で
す
。
そ

の
都
市
住
民
の
か
な
り
の
割
合
が
農
民
な
の
で
す
。

屑
り
の
農
地
で
取
っ
て
き
た
米
を
都
市
内
の
道
路

で
子
し
て
脱
穀
を
し
ま
す
。
数
年
前
と
て
も
嫌
な

こ
と
が
流
行
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
道
路
に
米
を

ぶ
ち
ま
け
て
、
車
に
繰
か
せ
て
脱
穀
す
る
の
で
す
。

昔
は
、
車
が
遠
慮
し
て

U
タ

i
ン
を
し
て
い
た
の

に
、
と
樹
え
ら
れ
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ネ
パ
！
ル
で
は
都
市
と
農
業

が
並
立
し
て
い
ま
す
。

バ
ブ
ル
の
時
代
に
、
「
都
市
内
農
業
に
安
楽
死

を
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
宅
地
の
供
給
を

増
や
し
、
地
価
を
下
げ
る
た
め
で
す
。
戦
前
、
東

京
を
農
地
ベ
ル
ト
で
囲
む
防
災
計
闘
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
小
金
井
の
江
戸
東
京
博
物
館
た
て
も
の

圏
の
敷
地
は
そ
れ
に
あ
た
る
そ
う
で
す
。

都
市
内
農
地
に
は
、
食
物
生
産
ば
か
り
で
な
く
、
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肪
災
や
環
境
維
持
な
ど
、
様
々
な
意
味
が
あ
り
ま

す
。
都
市
内
農
地
は
、
住
民
が
応
分
の
負
担
を
し

て
で
も
、
都
市
政
策
と
し
て
維
持
し
て
ゆ
く
責
任

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
初
田
さ

ん
へ
は
駒
沢
大
学
大
学
院
の
方
か
ら
の
質
問
で
す
。

「
か
つ
て
の
都
心
の
魅
力
を
伺
っ
た
が
、
現
在
の

都
心
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
表
参
道
辺
り
で
の
オ

ー
プ
ン
カ
フ
ェ
や
、
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
ガ

i

ド
レ

i
ル
や
階
段
、
地
べ
た
に
座
り
込
む
若
者
な

ど
は
、
都
市
を
見
る
楽
し
さ
、
都
市
に
自
分
を
置

く
楽
し
さ
と
い
っ
た
も
の
を
体
験
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
ま
た
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
も
人
気
が

あ
っ
て
売
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
現
代
の
世
代
、

階
層
の
都
市
の
楽
し
み
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
」
と
い
う
も
の
で
す
。

O
初
回
私
は
道
路
に
座
る
の
は
そ
ん
な
に
悪
い

こ
と
で
は
な
い
と
患
っ
て
い
ま
す
。
私
は
や
り
ま

せ
ん
が
。
都
市
の
楽
し
み
方
の
一
つ
で
、
楽
し
み

方
も
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
ど
う
い
う
道
路
の
ど
う
い
う
所
に
座
る
か
、

と
い
う
こ
と
が
開
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と

い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

都
市
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
も
、

基
本
的
に
は
許
容
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
あ
ま
り
き
れ
い
な
も
の
だ
け
で
一
色
に

染
め
て
い
く
と
い
う
の
は
、
ど
う
か
な
と
い
う
気



が
す
る
の
で
す
。
道
路
に
座
る
こ
と
を
、
あ
ま
り

好
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
人
た
ち
も
お
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
考
え
方
、
自
分
の
価

値
観
だ
け
を
全
て
に
当
て
は
め
て
い
く
と
い
う
の

も
、
都
市
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
は
問
題
が

出
て
く
る
。
あ
る
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
さ
が

都
市
に
は
あ
る
。
自
由
さ
と
い
う
の
は
、
勝
手
な

こ
と
と
は
違
っ
て
、
そ
の
自
由
に
は
何
ら
か
の
形

の
責
任
も
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
前
提
な
わ

け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
許
容
で

き
る
可
能
性
を
、
都
市
と
い
う
の
は
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
住
宅
の
内

部
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
の
で
、
大
月
さ
ん
か
東

先
生
に
お
答
え
を
お
願
い
し
ま
す
。
「
最
近
の
マ

ン
シ
ョ
ン
に
は
和
室
は
つ
く
ら
れ
る
が
、
日
本
古

来
の
伝
統
的
空
間
で
あ
る
床
の
部
分
を
つ
く
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
同
潤
会
に
は
あ
る
が
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
も
の
で

す。O
東
玄
関
追
放
の
論
争
が
か
つ
て
あ
り
ま
し
た
。

あ
ま
り
意
味
の
な
い
格
式
張
っ
た
玄
関
は
不
要
と

い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ン
シ
ョ

ン
で
も
玄
関
は
残
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
日

本
の
道
路
事
情
か
ら
、
泥
で
汚
れ
た
靴
で
そ
の
ま

ま
室
内
に
入
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
靴
を

履
き
替
え
る
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
だ
と
か
、
不
審
者

を
玄
関
で
撃
退
し
た
い
と
か
、

題
で
残
っ
て
い
る
。

床
の
間
を
造
る
の
は
と
て
も
無
理
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
集
合
住
宅
で
は
一
平
方
メ

ー
ト
ル
ど
こ
ろ
か
、
一

0
セ
ン
チ
角
の
面
積
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
厳
し
く
関
わ
れ
る
状

況
で
す
。
ま
た
、
床
の
間
を
つ
く
っ
て
も
う
ま
く

使
え
る
若
い
人
が
い
る
か
ど
う
か
。
お
花
を
や
掛

け
軸
、
失
わ
れ
た
生
活
習
横
と
の
関
係
で
は
床
の

需
の
存
在
は
危
う
い
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
、
和

風
と
い
う
こ
と
で
一
一
割
問
え
ば
、
た
だ
畳
を
敷
い
た
だ

け
で
は
和
風
に
な
ら
な
い
の
で
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

l
、
何
か
そ
う
い
う
ス
ペ
ー
ス
が
欲
し
い
と
い
う

こ
と
は
、
若
い
人
も
皆
さ
ん
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
こ
と
は
設
計
者
は
や
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

要
は
使
い
方
の
間

E
都
心
に
住
ん
で
い
く
た
め
に
は

O
陣
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
森
さ
ん

に
答
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
明
治
大
学

の
方
か
ら
の
質
問
で
す
。
「
都
心
に
対
し
て
こ
れ

か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
期
待
し
て
お
ら
れ
る
か
、

ま
だ
未
熟
な
学
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
め
、
よ
ろ

し
く
お
頼
い
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
の
と
、
中
央

大
学
の
方
か
ら
皆
さ
ん
へ
の
質
問
で
す
。
「
文
化

史
・
生
活
史
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
以
上
残
念
な
こ

と
を
増
や
さ
な
い
た
め
に
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
求
め
ま
す
か
」
と
。

こ
の
一
つ
は
同
じ
趣
旨
の
質
問
と
考
え
て
、
若

い
人
た
ち
が
こ
う
い
う
大
き
な
問
題
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

O
森
大
き
な
解
決
策
は
も
ち
ろ
ん
な
い
と
思
い

ま
す
。
い
ま
私
は
、
新
し
く
町
に
住
み
た
い
方
と

一
緒
に
不
動
産
麗
さ
ん
を
回
る
こ
と
が
多
く
、
面

白
い
な
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
バ
ブ
ル
の

こ
ろ
よ
り
ず
い
ぶ
ん
家
賃
が
下
が
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
住
み
易
い
間
取
り
の
二

D
K
だ
と
一
一

1
一
二
万
円
は
し
ま
す
。
だ
け
ど
、
も
し
、
愛
し

合
う
カ
ッ
プ
ル
が
い
て
、
四
畳
半
二
至
で
も
い
い

の
だ
っ
た
ら
、
二
万
五

0
0
0円
で
紹
介
し
て
あ

げ
る
と
い
う
不
動
産
屋
さ
ん
が
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
二

D
K
で
お
嵐
呂
付
き
の
き
れ
い
な
立

派
な
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
も
う
と
思
わ
な
け
れ
ば
、

四
畳
半
で
す
が
都
心
居
住
は
カ
ッ
プ
ル
で
も
可
能

な
ん
で
す
。
い
ま
そ
う
い
う
人
た
ち
が
私
の
町
で

は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
狭
く
て
も
彼
と
住
ん
で

銭
湯
に
通
っ
て
、
居
福
屋
で
飲
ん
で
、
夏
は
浴
衣

着
て
遊
ん
で
い
る
の
で
す
。

私
の
母
は
、
テ
レ
ビ
で
広
い
家
な
ん
か
出
る
と

「
い
や
あ
ね
、
あ
ん
な
広
い
家
、
掃
除
す
る
こ
と

考
え
る
と
気
が
遠
く
な
る
わ
」
っ
て
一
苔
っ
て
い
た

ん
で
す
が
、
自
分
に
と
っ
て
何
を
価
値
観
に
す
る

か
。
東
先
生
が
お
し
ゃ
る
よ
う
に
「
こ
れ
を
捨
て

て
、
こ
れ
を
私
は
取
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
さ
せ
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

O
E
C
D
で
の
「
自
本
は
う
さ
ぎ
小
屋
」
コ
ン
プ

『

I
今

3



レ
ッ
ク
ス
か
ら
ず
う
っ
と
私
た
ち
は
逃
げ
ら
れ
な

く
て
、
も
っ
と
広
い
家
に
住
も
う
と
し
て
き
ま
し

た
。
い
ま
だ
に
都
市
再
生
の
中
で
居
住
面
積
を
倍

増
し
ろ
な
ん
て
雷
っ
て
い
る
人
も
い
る
の
で
す
が
、

む
し
ろ
広
い
家
で
セ
ン
ト
ラ
ル
ヒ
j
テ
ィ
ン
グ
を

や
っ
た
た
め
に
二
酸
化
炭
素
を
出
し
て
大
気
を
汚

し
て
、
温
暖
化
が
起
こ
っ
て
、
ヒ
ン
ズ
ー
ク
山
脈

に
雨
が
降
ら
な
く
な
っ
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

水
が
澗
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
雪
解
け
水
が
な
く
な

っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
も
っ
と
生
活

の
ほ
う
を
ミ
ニ
マ
ム
に
し
て
、
物
は
持
た
な
い
で

い
い
と
私
は
患
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
私
が
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ

な
関
係
性
と
い
う
快
い
お
互
い
さ
ま
と
い
う
気
持

と
か
、
例
え
ば
「
頭
」
と
い
う
人
が
や
っ
て
い

た
役
割
と
か
、
任
侠
と
言
う
と
混
同
さ
れ
や
す
い

の
で
義
侠
と
一
一
一
回
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
闘
っ
た

人
を
見
捨
て
て
お
け
な
い
と
い
う
気
持
と
か
、
た

ま
り
場
で
あ
る
銭
湯
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
町

か
ら
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
も
の

は
も
と
も
と

N
P
O
で
あ
っ
た
り
、
い
ま
で
い
え

ば
タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
や
る
よ
う
な
人
も

中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
昔
の

形
の
頭
と
か
義
侠
と
か
日
一
那
道
と
か
っ
て
い
う
訳

に
は
い
か
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
も
う
一
度
復
活

し
て
い
け
た
ら
も
っ
と
都
心
居
住
は
豊
か
に
な
り

楽
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

O
陣
内

素
晴
ら
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

に
お
顧
い
し
ま
す
。

建
築
の
側
か
ら
波
多
野
さ
ん

O
波
多
野
森
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と

い
ま
す
。
「
歴
史
的
な
町
並
み
の
保
存
」
と
い
い

ま
す
が
、
歴
史
的
な
町
並
み
は
今
日
ま
で
吉
年
間

火
事
を
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
歴
史
的
な
町
並
み
に

な
っ
た
。
保
存
が
話
題
に
な
る
前
か
ら
受
け
継
が

れ
、
結
果
と
し
て
近
年
保
存
対
象
に
な
っ
た
。

谷
中
で
火
事
を
出
し
た
ら
出
て
行
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
住

み
方
や
人
間
関
係
が
、
町
を
残
し
て
き
た
の
で
す
。

阪
神
大
震
災
の
後
で
、
被
災
者
住
宅
を
郊
外
に

建
て
て
、
抽
選
で
引
っ
越
さ
せ
た
。
す
る
と
、
お

年
寄
り
が
亡
く
な
っ
て
も
、
数
日
間
気
付
か
な
い

状
況
が
起
き
た
。
谷
中
だ
っ
た
ら
、
誰
か
が
死
ん

で
三
日
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
は
絶
対
に
起

き
な
い
。
大
上
段
に
保
存
な
ん
て
一
一
一
一
向
わ
な
く
て
も
、

毎
日
の
く
ら
し
が
継
続
性
を
持
つ
の
が
、
ち
ゃ
ん

と
し
た
町
だ
と
思
い
ま
す
。

阪
神
大
震
災
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
大
手
設
計

事
務
所
の
え
ら
い
方
が
、
「
都
心
に
住
む
と
い
う

こ
と
は
、
全
て
耐
震
性
の
高
い
中
高
層
マ
ン
シ
ョ

ン
に
し
て
、
避
難
場
所
な
ど
必
要
と
し
な
い
の
が

健
全
な
の
で
す
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
方
々
と
翻

っ
て
、
生
活
の
連
続
性
や
記
憶
の
風
景
を
伝
え
て

ゆ
く
の
が
、
私
の
か
な
と
決
意
し
ま
し
た
。

O
陣
内

す
っ
か
り
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た

η

38 

今
日
は
皆
さ
ん
か
ら
都
心
蔚
住
を
考
え
て
い
く

上
で
の
歴
史
的
な
大
き
い
パ

j
ス
テ
イ
ク
テ
ィ
ブ

と
、
現
在
ま
さ
に
生
き
る
と
い
う
両
方
の
面
か
ら

重
要
な
お
話
を
た
く
さ
ん
開
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、

今
後
を
考
え
て
い
く
上
で
の
指
針
を
我
々
は
獲
得

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
効
率
の
悪

い
住
宅
を
ど
ん
ど
ん
追
い
出
し
て
き
た
と
い
う
今

ま
で
の
政
策
を
本
当
に
け
し
か
ら
ん
と
つ
く
づ
く

思
う
わ
け
で
、
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
住
む
ノ
ウ
ハ

ウ
を
み
ん
な
で
も
う
一
回
学
び
な
が
ら
、
そ
し
て

多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
適
応
し
た
魅
力
あ
る

住
み
方
を
、
形
式
を
す
ぐ
に
考
え
る
の
で
は
な
く

て
、
そ
う
い
う
関
係
を
つ
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と

が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
は
教
え
て
い
た

だ
い
た
よ
う
に
患
い
ま
す
。

こ
れ
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
終
わ
り
ま
す
。



企
覇
趣
旨
説
明
者
・
司
会
者
調
講
師
紹
介

田
陣
内
秀
信
（
じ
ん
な
い
ひ
で
の
ぶ
）

法
政
大
学
工
学
部
建
築
学
科
教
捜

経
産
：
福
岡
県
生
ま
れ
（
一
九
西
七
年
）
生
ま
れ
／
東

京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
／
ヴ
ェ
ネ
ツ
イ
ア
建
築

大
学
留
学
／
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
修
了
／

工
学
博
士

著
書
：
「
江
戸
東
京
の
み
か
た
調
べ
か
た
」
（
共
編
著
）

／
「
東
京
の
空
間
人
類
学
」
／
「
わ
た
し
の
東
京
学
い

／
「
都
市
を
読
む
・
イ
タ
リ
ア
」
／
「
東
京
」
／
「
都

市
と
人
間
」
／
「
江
戸
東
京
学
へ
の
招
待
②
）
都
市
誌

矯
」
（
共
縞
箸
）

東
京
の
都
市
空
間
の
根
幹
で
あ
る
「
江
戸
」
の
都
市
計

画
を
探
る
た
め
、
東
京
を
歩
き
回
り
、
現
在
の
東
京
と

江
戸
と
の
密
接
な
空
間
構
造
を
解
明
す
る

踊
波
多
野
純
（
は
た
の
じ
ゅ
ん
）

臼
本
工
業
大
学
工
学
部
建
築
学
科
教
授

経
歴
：
神
奈
川
県
（
一
九
四
六
年
）
生
ま
れ
／
東
京
工
業

大
学
理
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
／
工
学
博
士

著
書
：
「
江
戸
城
E
」
〈
城
郭
・
侍
屋
敷
古
図
集
成
〉
／

「
復
原
｜
江
戸
の
町
」
／
「
子
。
∞
c
E
E
E
v
t吉田

Z
H
H
Z
足
音
宮
山
」
（
共
著
）
／
「
建
築
史
の
由
り
舞

台
」
（
共
著
）
／
「
江
戸
名
所
図
扉
風
の
世
界
」
（
共
著
）

江
戸
の
建
築
・
都
市
景
観
の
復
原
的
研
究
、
長
崎
出
島

オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
復
原
、
ネ
パ

i
ル
に
お
け
る
仏
教
僧

慌
の
研
究
と
保
存
に
た
ず
さ
わ
る

国
初
回
亨
（
は
つ
だ
と
お
る
）

工
学
院
大
学
工
学
部
建
葉
学
科
教
授

経
霞
：
東
京
都
（
一
九
四
七
年
）
生
ま
れ
／
工
学
院
大

学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
／
工
学
院
大
学
大
学
院
工

学
系
研
究
科
修
士
課
程
修
了
／
工
学
博
士

著
書
：
「
東
京
都
市
の
明
治

i
路
上
か
ら
の
建
築

史
」
／
「
百
貨
店
の
誕
生
｜
都
市
文
化
の
近
代
」
／

「
モ
ダ
ン
都
市
の
空
間
博
物
学
」
／
「
職
人
た
ち
の

西
洋
建
築
」
／
「
模
倣
と
創
造
の
空
間
史
」
／
「
繁

華
舗
に
み
る
都
市
の
近
代

l
東
京
」
／
「
和
風
モ
ダ

ン
の
不
思
議
」

近
代
の
建
築
を
み
る
と
、
建
築
と
都
市
と
が
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
築
物
を
通
し
て
、

都
市
の
変
遷
史
を
渓
関
す
る

調
大
月
敏
雄
（
お
お
つ
き
と
し
お
）

東
京
理
科
大
学
工
学
部
建
築
学
科
講
師

経
屋
：
福
岡
県
（
一
九
六
七
年
）
生
ま
れ
／
東
京
大

学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
／
東
京
大
学
大
学
院
工
学

系
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
／
工
学
博
士

著
書
：
「
人
間
・
環
境
系
の
デ
ザ
イ
ン
」
／
「
同
潤

会
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と
そ
の
時
代
」
／
「
二

O
世

紀
建
築
研
究
」
／
「
ア
ジ
ア
建
築
研
究
」
／
「
幻
の

住
宅
営
由
」
（
以
上
、
分
担
執
筆
）

住
み
手
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、

て
い
く
仕
組
み
を
模
索
中

住
環
境
を
運
営
し

置
森
ま
ゆ
み
（
も
り
ま
ゆ
み
）

作
家
・
「
谷
中
・
根
津
・
千
駄
木
」
議
集
人

経
歴
：
東
京
都
（
一
九
五
四
年
）
生
ま
れ
／
早
稲
田

大
学
政
経
学
部
政
治
学
科
卒
業
／
東
京
大
学
新
開
研

究
所
修
了
／
地
域
雑
誌
「
谷
中
・
根
津
・
千
駄
木
」
を

仲
間
と
発
行

著
書
：
「
谷
中
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
」
／
「
東
京
た
て

も
の
伝
説
」
（
共
著
）
／
「
鶴
外
の
坂
」
／
「
明
治
東

京
時
人
伝
」
／
「
抱
き
し
め
る
、
東
京
」
／
「
大
正

美
人
伝
」
／
「
寺
暮
ら
し
」

赤
レ
ン
ガ
の
東
京
駅
保
存
、
不
忍
池
の
自
然
環
境
の

保
全
な
ど
、
生
活
環
境
・
歴
史
的
環
境
の
保
全
運
動

を
行
う
と
と
も
に
、
町
の
歴
史
を
立
体
的
な
記
録
に

し
て
、
そ
の
蓄
積
を
す
す
め
て
い
る

聞
東

建
築
家

千
葉
工
業
大
学
工
学
部
工
業
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

経
歴
：
大
阪
府
（
一
九
三
三
年
）
生
ま
れ
／
大
阪
大
学

工
学
部
構
築
工
学
科
卒
業
／
郵
政
省
建
築
部
／
坂
倉

準
三
建
築
研
究
所
／
東
孝
光
建
築
研
究
所
／
大
阪
大

学
工
学
部
環
境
工
学
科
教
授
／
工
学
博
士

作
品
：
「
塔
の
家
」
／
「
大
阪
万
国
博
覧
会
一
二
弁

舘
」
／
「
さ
っ
き
保
育
園
」
／
「
ワ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」

著
書
：
「
住
宅
を
考
え
な
お
す
」
／
「
日
本
人
の
建

築
空
間
」
／
「
居
間
は
公
顕
だ
｜
の
都
市
住
居
学
」

／
「
住
ま
い
と
子
ど
も
の
居
場
所
一

O
O章
」
／

「
な
ぜ
都
心
居
住
か

i
私
の
二
都
物
語
」
（
「
す
ま

い
ろ
ん
」
九
九

O
年
秋
号
）
／
「
都
市
・
住
宅

一部閉」

孝
光
（
あ
ず
ま

た
か
み
つ
）

一
九
六
六
年
、
東
京
の
都
心
に
搭
状
住
宅
を
設
計
し
、

戦
後
日
本
の
住
宅
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
示
す
と
と

も
に
、
人
が
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
に
得

ら
れ
る
安
全
さ
、
清
潔
さ
、
穫
し
さ
と
い
っ
た
も
の

が
都
市
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
都
心
居

住
を
間
い
渡
す
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瞳江戸東京フォーラム話題一覧
（ ）内の所属は務態提供時のもの

1986年
第1由 江戸東京フォーラム委員会の進め方と話題提供・・・・・・小木 新造（歴史民俗博物館）
第2田 都市下層社会の形成と変容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田 雄造（東洋大学工学部）
第3回 やわらかい都市構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・陣内 秀倍（法政大学工学部）
第4田 考現学の考古学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 健二（法政大社会学部）
第5由 明治期の道路（街区）・路地の幅員基準について・・・・・石田 頼房（都立大都市tント）

1987年
第6回 博覧会と盛り場の明治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉見 俊哉（東京大学文学部）
第7回 明治期の繁華街の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回 字（工学院大学）
第8回 東京の土地・住宅史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長谷川徳之輔（建設経済研究所）
第9田 江戸の構成と構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤 貴（北区教育委員会）
第10囲 水の都・深川成立史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉原健一郎（成城大文芸学部）
第11由 江戸の建築技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西 和夫（神奈川大工学部）
第12田 松浦武四郎の一畳敷の書斎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・へンリースミス （コロンビア大学）
第13回 徳川の旧家臣のみた、江戸・東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井上 勲（学習院大文学部）
第14閉 路上から見た江戸・東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤森 照信（東京大学生産研）
第15回 東京審物探索入門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大串 夏身（都立中央密書館）
第16田 神間のサウンド・スケープの研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥越けし、子（法政大学）

1988年
第17呂 絵闘史料にみる江戸の町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・波多野 純（日本工業大工学部）
第18田 明治期東京の飲料水販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松平 康夫（東京都公文書館）
第19閉 江戸城御殿の室内空間について

一障醸蹄下絵による復原一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西 和夫（神奈川大工学部）
第20田 小江戸・）1 I越のまちとすまい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田 雄造（東洋大学工学部）
第21回 現代東京の祝祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松平 誠（立教大学）
第22田 丸の内の変遷とそこに働くサラリーマンの職と住・・・・岡本哲志（岡本都市建築研）
第23回 浅草寺の境内・門前世界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹内 誠（東京学芸大学）
第24回 都心定住を考える一市街地の f町jの現代的意味一一奥田道大（立教大社会学部）
第羽田 都市社会調査の歴史から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 健二（法政大社会学部）
第羽田 世界都市東京の光と影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町村 敬志（筑波大社会科学）

1989年
第27回 都市の語り出す物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮田 登（筑波大歴史人類）
第28回 江戸の都市計画一江戸前島を中心として一・・・・・・・・・・鈴木 理生（思立京橋図書館）
第29匝 江戸の武家屋敷について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北原 糸子
第30回 江戸の被差別・東京の被差別

ーもうひとつの江戸・東京一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大串 夏身（都立中央図書館）
第31回 江戸東京の遊び かるたを中心に一・・・・・・・・・・・・・・・・村井 省三（村井かるた館）
第32回 森鵠外の都市論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石田 頼房（都立大都市セント）
第33聞 東京都心部における空間利用形態・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 宗寺lj （筑波大地球科学）
第34閤 「饗きjとしての東京の衝なみ一神田地区における

建物の形態が道の資環境に及ぼす影響を中心に ・・・・鳥越けし、子（サウンドスケー7• デV イン）
第35回 東京の都市構造の変容とアジア系外国人問題・・・・・・・・奥田 道大（立教大社会学部）

1990年
第羽田
第37回
第38回

第羽田
第羽田
第41自
第42回
第羽田
第44田
第45由

鶴麗南北の幽霊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・ー・・・横山
東京と近代詩・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・行

間潤会うぐいす谷アパートの建て替えをめぐって
ーマンションの老朽化と建て養え問題一・・・・・・・・・・・・内田
東京の地価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前 回
江戸の地価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤
江戸のごみ処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤
都市農業と土地問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石間
天皇巡幸と 「帝都Jとしての東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉見
江戸の名所・王子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤
上水からみた江戸の都市計画・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－波多野

泰子（国際基督教大学）
正一（江戸東京博物館）

雄造（東洋大学工学部）
尚美（東洋大学工学部）
好一（関東近代史研究家）
好一（関東近代史研究家）
頼虜（都立大都市セント）
俊哉（東大新聞研究所）

貧（北区教育委員会）
純（日本工業大工学部）
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第46回

1991年
第47回
第48回
第49問
第50凹
第51回
第52回
第53回
第54回

第55凹
第56回
第57田

1992年
第58由
第59回

第60回
第61回
第62由
第63呂
第64回
第65回

第66囲
第67間
第68田

1993年
第69回
第70田
第71回
第72田
第73田
第74田
第75詔
第76間
第77問
第78閉
第79侶

1994年
第80田
第81自
第82自

第83自
第84囲

第85回
第86回
第87回
第88回

第89回

第90回
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江戸名所絵における遠近法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・へンリースミス （コロンピア大学）
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新宿ヤミ市の復原・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松平 誠（立教大学）
鍬形惹斎筆の「黒髪山縁起絵巻」と f江都名所図会」を
めく守って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小海 弘（調布学園女子短大）
芝居町と観客一都市文化の底流をさぐる ・・・・・・・・・・小木 新造（江戸東京歴史財団）
「よ組j を中心とした江戸火消しの活動・・・・・・・・・・・・・鈴木 栄一（千代田区議員）
近代演劇人による伝統の発見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・横山 泰子（国際基督教大学）
博覧都市江戸東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉見 俊哉（東大新聞研究所）
読売から新開まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GERALDGROEMER 
音の風景と近代の忘れもの一大分県竹田市
瀧廉太部庭冨整備計画をめぐって一・・・・・・・・・・・・・・・・鳥越けし、子（サウンドスケー7。機構）
三越百貨店が演出した文化生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回 亨（工学院大工学部）
ヴェネツィアの経済空間一交易・市場・職人一・・・・・・・・陣内 秀信（法政大学工学部）
都市のまつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－宮間 登（筑波大壁史人類）

江戸、初期の土地問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉原健一郎（成城大文芸学部）
江戸勤番武士の生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹内 誠（東京学芸大学）
江戸のおんな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉浦 日向子 （江戸風俗研究家）
大名屋敷跡地の住宅地開発一貫録布麓町の場合一・・・・・・加藤 仁美（跡見学園短大）
新説・日本近代住宅史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤森 照信（東京大学生研）
幻の東京オリンピックと万博・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・磯村 英一（東京都立大学）
東京市社会局と都市社会調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 健二（法政大社会学部）
近代における東京の都市庶民住居の発展・・・・・・・・・・・・江面 婦人（文化庁文化財）
江戸の町と京都の町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小川 保（清水建設闘技研）
「まちj の死に立ち会うとき一汐入をめぐって一・・・・・伊藤 毅（東大工学部建築）
谷中纂地をめぐって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・森 まゆみ（谷根千工薦）

首都の葬送空間一江戸・東京の火葬場と墓地一・・・・・・八木津 校…（東京電機大学）
葬式のフォークロア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮田 登（筑波大歴史人類）
東京一棟集中と今後の課題

より豊かな都市空間をめざして一・・・・・・・・・・・・・・・・東郷 尚武（東京市政調査会）
東京都政の50年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大殿 夏身 （昭和女子大短大）
博物館の住宅展示を考えて

人々は生活史をどうみるか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・γョjレゲン すンド
都市空間とセクシュアリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上野千鶴子（東京大学文学部）
メディアとしての絵はがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 健二（法政大社会学部）
メキシコシティと東京の間で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉見 俊哉（東大社会情報研）
北京と東京の比較都市論
一歴史的空間構造と近代化のメカニズ、ムー・・・・・・・・・・陣内 秀信（法政大学工学部）
川越のまちなみの復元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田 雄造（東洋大学工学部）

浅井賢治（東洋大学工学部）
河鍋暁斎と江戸東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小木 新造（江戸東京産史財団）



1995年
第91田 都市と美術館と絵画一パリ・ロンドンと日本一・・・・・・・小津 弘（調布学菌女子短大）

伸彦（歴史民俗博物館）
経子

第92@! 野村コレクション「小袖扉風Jとその照辺・・・・・・・・・・丸山
第93酉 終戦直後の東京の生活をさぐる資料・・・・・・・・・・・・・・・・天野
第94呂 歌謡曲のなかの東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大串 夏身（昭和女子大短大）

優子（法大第一教養部）
新造（江戸東京博物館）

第95回 江戸の着物文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田 中
第96由 江戸東京学への招待試論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小木
第97問 f境内jからみた三都

一三都の比較都市史序説一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤
第98回 盛り場考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神崎

毅（東京大学工学部）
武

第99@] 近世都市空間の創出過程について
都市構築の基盤材調達の視点、から一・・・・・・・・・・・・・・北原

第100回 江戸東京学への招待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吋、木
糸子

生活の舞台としての都市空間一 陣内
高階
田中

司会：内田
第101罰 都市の民俗学一色・音・匂の変化一・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林

新造（江戸東京博物館）
秀信（法政大学工学部）
秀管（国立西洋美術館）
優子（法大第一教養部）
雄造（東洋大学工学部）
忠雄（歴史民俗博物銭）

1996年
第102@!
第103田

第104回
第105田
第106回
第107四

第108回
第109回
第110間

第111回
第112@!

1997年
第113回
第114田
第115田

第116田
第117回

第118回
第119回
第120田
第121回
第122由

第123田

1998年
第124回
第125自

第126閤

第127間
第128囲
第129圏
第130田

同潤会柳島アパートの生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大月 敏雄（東京大学工学部）
間潤会による復興まちづくりと普通住宅建設に
ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 滋 （早大学理工学部）
住文化の体験の場としての博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・小津 紀美子（東京学芸大学）
縁切寺 東慶寺と満徳寺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高木 侃（関東短期大学）
考古学からみた江戸と他都市との比較・・・・・・・・・・・・・・小林 克（歴史文化財団）
日本パノラマ館と凌雲閣一浅草の 2つの巨大建築は、
当時の人々にどのような印象を残したか一・・・・・・・・・・平井 聖（昭和女子大学）
震災復興〈大銀座＞の街並みから・・・・・・・・・・・・・・・・・・石 JI! 幸恵（清水建設総務部）
明治初年の大火と貧富分離論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石田 頼房（工学院大学）
戦災復興計闘の環念とその遺産一東京、仙台、
名古屋、神戸、広島等をめぐって一・・・・・・・・・・・・・・・・越沢 明（長詞造形大学）
関東大震災後の東京の住宅地形成について・・・・・・・・・・藤間 洋保（東京工業大学）
カフェーと喫茶店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回 亨（工学院大学）

橋のアーバン・デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊東
城下町大坂、江戸の都市設計・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・篠原
東京都都市景観マスタープラン

孝（日本大学）
修（東京大学工学部）

一新たな景観まちづくりへの展開一・・・・・・・・・・・・・・・・布施 六郎（東京都）
江戸・東京の湯屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松平 誠（女子栄養大学）
江戸城から宮城へ

皇居を中心とする都市空間の変容一・・・・・・・・・・・・・・米田 雅子
江戸藩邸物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤
建築家、佐藤功ーと都市への視諌・・・ー・・・・・・・・・・・・・・米山
明治の歌謡にみる東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大串
f江戸名所図会Jと長谷川雪旦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木

町奉行所・定火消屋敷・聖堂、上水

Fミ

勇（江戸東京簿物館）
夏身（昭和女子大短大）
章生（江戸東京博物館）

一絵図・図面にみる江戸の都市施設一・・・・・・・・・・・・・・・波多野 純（日本工業大学）
参勤交代一巨大都市江戸のなりたち一・・・・・・・・・・・・・・原 史彦（江戸東京博物館）

寛永13年江戸城外堀普誌と周辺地域の変化・・・・・・・・・・概木 真（新宿歴史博物館）
関東・東国の部落史
部落史の「見草しj論議に引きつけて一・・・＠・・・・・・藤沢 靖介（部落解放研究所）

明治期の被差別部落
一都市東京と植民地主義の言説編掛からー・・・・・・・・・・友常 勉（部落解放研究所）
関東大震災と朝鮮人虐殺事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石臼 貞（埼玉同和教育協）
原宿の空間構造 人気の秘密を歴史から読む一・・・・・・柳瀬 有志（法政大学工学部）
横浜市の市営住宅事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水沼 淑子（関東学院女子短大）
目白文化村とその変貌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八木深 壮一（東京電機大学）
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新造（江戸東京博物館）
昭

良太
願造（広島市立大学）

2000年
第139回 fニュースの誕生j 展と江戸東京学・・・・・・・・・・・・・・・・木下 直之（東大総合研究博物館）

北原 糸子（東大社会情報研究所）
佐藤健二（東京大学大学院）
吉見俊哉（東大社会情報研究所）
富津達三（神大常民文化研究所）

第140自 長崎出島の復僚と「海を渡った大工道具展J・・・・・・・・西 和夫（神奈川大学）
千野香織（学習院大学）

波多野 純（日本工業大学）
第141回 大久保にみる都市の悶際化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲葉 佳子（（楊γ才・プランニング）
第142田 神田多町一震災復興の「まちJから見えるもの一・・・・小藤田正夫（千代田区まちづく公社）
第143@] 築地・横浜の外国人コミュニティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・森田 朋子（お茶の水女子大学）
第144由 江戸東京フォーラムの果たした役割・・・・・・・・・・・・・・・・太間博太郎（日本学士院）

小木新進（江戸東京博物館）
陣内秀信（法政大学工学部）

第145回 遺跡から江戸の生活文化を探る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・波多野 純（日本工業大学）
一江戸考古学最新情報一 後藤宏樹（千代田区立西番町資料室富）

楕木 真（新宿歴史博物館）
笥会：小林 克（江戸東京博物館）

2001年
第146回 江戸の見世物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）, , 添 裕（見世物文化研究所）
第147田 千住の町おこしと地域博物館の取り組み・・・・・・・・・・・・所 理喜夫（足立区立郷土博物館）

荒居康明（町並み研究家）
波多野 純（日本工業大学）
大野螺子（町雑誌「千住J)

第148回祭礼からみた都市空間の変容と地域コミュニティの形成
一神田祭りを主な素材として一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤 裕久（東京理科大学）

第149凹 江戸の女性と布橋瀧頂会一立山博物館の試み一・・・・・・鳥越けし、子（聖心女子大学）
米原 寛（立山博物館）

第150回 都心居住の再考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・波多野 純（日本工業大学）
一江戸東京の生活史・文化史の視点から一 初回 亨（工学院大学）

大月敏雄（東京理科大学）
森 まゆみ（「谷中・根津・千駄木J)
東 孝光（建築家・千葉工大）

司会：陣内秀信（法政大学）

2002年
第151回 モダン都市・東京の読書空間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・永嶺 重敏（東京大学資料編纂所）

一読書装置の1920～30年代一 佐藤健二（東京大学）
司会：吉見俊哉（東京大学）
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江戸東京フォーラムについて

江戸東京フォーラムは 1986年 5月に住宅総

合研究財団の助成研究として発足し、 7月に第

1回フォーラムを開催しました。盟主存度から、

財問委員会活動として、現在に韮っています。

当初の委員会は、小木新造（江戸東京博物舘）

を委員長として、委員は内田雄造（東洋大学工

学部）と陣内秀信（法政大学工学部）でした。 1998

年度に、当初の小木新造、陣内秀信の他に、波

多野純（日本工業大学）、森まゆみ（作家）、

横山泰子（法政大学）、吉見俊哉（東京大学社

会情報研究所）で再構成をしました。更に、 2001

年度に、小津弘（江戸東京博物館）も委員とし

て、より学際的なフォーラムを目指しています。

主な参加メンバーは、建築史・都市計画・歴

史学・民俗学・社会学・文学・美術史・地域学

・地理学等の研究者ですが、関心ある方は、ど

なたでも参加することができます。自由で活発

な議論や意見交換があります。各分野での先端

的な問題意識も示され、お互いの刺激と示唆を

与えあう場です。

フォーラムの目的は、東京を再考することで

す。東京は、政治、経済、情報、文化が一極集

中しています。都市機能が雑然と混ざり合って、

櫨めて輔鞍した多重構造都市とも言えます。こ

の東京を解明するには、江戸から今日までの一

貫した視座でとらえること、都市研究に必要な

あらゆる学問分野の専門家が、間じフロアで情

報や意見交換をして、共通の研究基盤を持つこ

と、すなわち、学際的に展開をすることです。

このようにして、江戸東京の文化の変容、都市

形成、日常生活などを再考します。

f都心居住の再考

一江戸東京の生活史・文化史の視点からーj
2002年4月30日発行＠

編集＝江戸東京フォーラム委員会
発行人＝峰政克義
発行口財団法人住宅総合研究財団

〒 156-0055
東京都世田谷区船橋四丁目 29番 8号
Tel. 03-3484-5381 Fax. 03-3484”5794 
E幽 mail:suzuki@jusoken.or.jp
URL:http://www.jusoken.or.jp/ 

印刷所口株式会社七映

2000年度から、フォーラムを企画するにあ

たり、企画の基本柱をつくっています。その基

本柱は、 S f記憶j としての都市、②「地域研

究jの掘り下げ、③文化学・都市文化学で r1920

～30年代をきるJ、＠情報網の構築を江戸明治

に学ぶ、の4つです。

いままでの話題を分類しますと、大きく 3つ

に分けられます。第1は、文化的様相です。文

化発信都市である江戸東京を浮世絵や弊風絵

の史料から多角的にアプローチし、祝祭、娯楽、

風俗、モード、メディアなどに表れる都市の文

化的様相を読み解きました。第2は、都市空間

・生活空間です。江戸間府とともに始まった都

市計画は、柔軟で富有な都市を形成してきまし

た。それを聞い査し、生活空間としての都市の

アメニティを考えました。第3は、生活の場で

す。江戸東京に住む人々は、し、かにコミュニテ

イを形づくってきたかを考察しました。生活の

場としての住居、界操、人づきあい、風景、環

境の移り変わりなどを見つめ、大都市のまちづ

くりのこれまでとこれからを得考しました。江

戸東京における生活空間や都市文化のあり方に

関して、ハードな面からソフトな面まで広い範

閉に及んでいます。

21 世紀は「都市の時代」だと言われていま

す。全世界の人口の大半が都市や都市化社会の

中で生活を営むようになると言われています。

そのような時代を迎え、江戸東京フォーラムで

は、東京を舞台に総合的な都市研究に取り組み

続けます。

住宅総合研究財団について

当財団は、 1948（昭和23）年、当時の窮迫した
住宅陪題を、住宅の総合研究、および成果の公
開・実賎・普及によって解決することを目的に、
当時の清水建設社長・清水康雄氏の私財の一部
を基金として設立された財田法人である。
以来 50数年、現在は住宅に関する研究助成事

業を中心に、シンポジウムの開催、機関誌「す
まいろんJの発行などの活動を続けている。

・基本財産 23億 5,900万円（2001.3 現在）
・年間事業費 7億円
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