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2 

金
額
趣
旨

近
年
盛
ん
に
務
査
さ
れ
て
い
る
江
戸
遺
跡
か

ら
は
、
都
市
江
戸
東
京
の
膝
史
を
一
市
す
、
食
品
山
市

な
遺
構
・
遺
物
が
多
数
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
遺
構
・
遺
物
は
、
発
掘
さ
れ
た
後
は
保

管
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
に
公
開
包
引
利
用
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
都
市
の
歴
史
を
具
体

的
に
示
す
そ
ニ
ユ
メ
ン
ト
で
あ
る
透
榊
・
遺
物

を
現
代
の
都
ー
市
づ
く
り
の
中
に
取
り
込
ん
で
い

く
こ
と
は
、
都
市
考
古
学
の
大
き
な
課
題
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
建
築
や
都
市
工
学
の
分
野
と
の

迷
燐
も
不
可
欠
で
あ
る
。

今
後
の
都
市
東
京
の
漉
設
や
建
物
の
中
ー
に
、

出
土
し
た
遺
構
・
遺
物
を
い
か
に
取
り
込
ん
で

い
く
の
か
、
そ
の
方
法
、
考
え
方
な
ど
の
現
状

を
踏
ま
え
て
議
論
し
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
都
市

東
京
‘
つ
く
り
に
役
立
て
て
い
く
。



開
会
挨
惨

よ
み
が
え
れ
江
戸
遺
跡

ー
都
市
遺
構
の
保
存
と
活
用
に
出
向
け
て

i

小
津

江
戸
東
京
博
物
館
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し

で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
江
戸
市
爪
京
博
物

館
都
市
歴
史
研
究
室
長
の
小
滞
で
す
。
私
は
江

戸
東
京
フ
オ
ー
i
ラ
ム
の
委
員
と
、
共
催
の
当
館

の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で

ご
挨
拶
す
る
こ
と
に
な
り
主
し
た
。
そ
こ
で
問

機
越
国
間
と
、
江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
こ
と
に

つ
い
て
お
訴
を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の
一
ア
！
？
は
、
「
よ
み
が
え
れ
」
と
い
う

こ
と
で
江
戸
遺
跡
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
す
と

い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。
今
日
間
の
江
戸
東
ぷ
フ

ォ
ー
ラ
ム
は
、
特
に
拡
大
フ
ォ
ー
ラ
ム
仁
と
し
て
、

広
く
多
く
の
方
を
対
象
に
年
に
数
同
行
う
余
耐

の
も
の
で
す
。
江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
財

団
法
人
住
主
総
合
研
究
財
閥
の
研
究
助
成
事
業

の
一
つ
で
も
あ
り
、
今
か
ら
一
八
年
前
に
間
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
当
江
戸

東
京
博
物
館
の
設
立
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
小
木 弘

新
送
先
生
を
中
、
心
に
、
多
彩
な
委
員
に
よ
っ
て

企
雷
淫
常
在
れ
て
お
り
、
今
回
で
一
六
五
間
関

を
数
え
主
す
。
今
一
協
の
拡
大
江
一
戸
東
京
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
、
波
多
野
純
委
員
B
Y
一
、
当
館
学
長
良
の

小
林
克
が
ブ
ラ
ン
コ
ン
グ
し
ま
し
た
υ

江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
目
的
は
、
新
民
京
を

再
考
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ま
ぎ
ま
な
角
度
、

さ
ま
ダ
ま
な
分
野
か
ら
、
総
合
的
に
あ
る
い
は

多
角
的
に
凡
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
記
憶
と
し
て
の
抑
制
市
や
地
域
研
究
を
撚
り

下
げ
る
と
い
う
意
味
で
、
多
ぷ
出
的
な
研
究
活
動
、

今
際
的
な
活
動
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

方
々
が
参
加
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

本
告
は
「
江
戸
遺
跡
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
」

と
い
う
趣
旨
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
行
い
ま
す
が
、

基
調
講
演
を
二
題
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
最
初

に
早
稲
聞
大
学
の
ね
川
章
雄
教
授
に
「
都
市
に

お
け
る
遺
構
の
保
存
と
活
用
」
と
い
う
こ
と
で

お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
都
市
に
お
け
る
遺
構
。

遺
跡
、
と
い
う
も
の
は
、
従
来
は
「
保
存
」
と
「
間
開

発
」
と
い
う
問
題
が
、
ど
ら
ら
か
と
い
う
と
対

立
概
念
に
あ
り
ま
し
た
。
近
年
は
、
積
極
的
に

遺
跡
を
「
江
川
間
川
」
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に

な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
ご
趣
旨
の

発
え
も
台
ま
れ
る
の
か
と
患
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
波
多
野
純
日
本
工
業
大
学
教
浅
か
ら
は
、

「
都
市
遺
構
の
筏
極
的
活
用
」
の
外
凶
の
事
例

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
話
を
し
て
い
た
だ
き
主
寸
。

そ
の
後
に
事
例
却
抑
止
口
と
し
て
、
千
代
田
区
間

番
町
康
史
民
俗
資
料
館
学
ぶ
口
以
の
後
藤
友
樹
さ

ん
か
ら
、
い
ま
話
題
に
な
っ
て
い
る
江
戸
城
関

連
の
遺
燐
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
。
東
ぷ
抑
制

埠
議
文
化
財
ゼ
ン
タ
！
前
誠
査
研
究
部
長
の
佐

藤
攻
さ
ん
か
ら
は
、
い
ま
同
開
港
さ
れ
て
い
る
汐

山
田
遺
跡
を
ど
う
ず
る
か
と
い
う
た
際
的
な
間
同
窓

が
提
示
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
大
阪
市
文
化
財

協
会
の
松
治
信
硲
さ
ん
か
ら
は
、
大
阪
の
難
波

宮
史
跡
等
を
積
僚
的
に
汚
悶
別
し
て
い
る
事
例
の

報
告
、
長
崎
県
都
市
再
繋
俄
錐
巡
設
内
工
一
ガ
民
の

一
扇
浦
正
義
さ
ん
か
ら
は
、
長
崎
J
A
L
シ
テ
ィ

ホ
テ
ル
で
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
積
械
的
に
活
用

し
た
か
の
事
例
報
告
、
こ
の
間
人
の
方
の
報
告

の
後
、
小
林
克
さ
ん
を
中
心
と
し
て
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
り
ま
す

n

江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
す
で
に
今
別
に

関
連
す
る
「
遺
跡
か
ら
江
戸
の
生
活
文
化
を
探

る
」
（
第
一
矧
五
回
）
も
行
っ
て
い
ま
す
。
本
R

は
、
住
宅
総
合
研
究
財
側
、
江
戸
東
京
博
物
館

の
主
催
、
そ
し
て
江
戸
遺
跡
研
究
会
の
後
援
を

い
た
だ
き
、
沢
山
の
方
々
に
ご
参
集
い
た
だ
い

て
お
り
、
遺
跡
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
活
発

な
論
議
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
患
い
主
す
。

小
津
弘
／
お
ぎ
わ
・
ひ
ろ
一
む
。
東
京
都
江
戸
東

京
博
物
館
都
市
怪
史
研
究
奈
長
教
校
。
一
九
閲

七
年
長
野
県
生
ま
れ
。
明
治
大
r
t
j
ハ
干
段
文
学
研

究
科
史
活
専
攻
博
士
隷
根
修
「
。
議
布
戸
開
閉
女
子

短
期
大
学
ぃ
著
書
に
吋
都
市
民
の
系
譜
土
行
一
戸
し

可
図
説
上
杉
友
治
中
洛
外
国
扉
風
を
見
る
』
（
北
九
編

著
）
、
吋
コ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ワ
イ
ド
江
戸
時
代
館
し
｛
柊

編
著
）
、
司
江
戸
の
か
た
ち
』
（
共
著
）
な
ど
が
あ
ろ
。
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基
議
報
告
〈
1
）

都
市
に
お
け
る
造
機
の
保
存
と
活
沼

谷
川
章
雄

組
江
戸
遺
跡
の
現
状

早
稲
田
大
学
の
谷
川
で
す
。
「
都
市
に
お
け
る

遺
構
の
保
存
と
活
用
」
と
い
う
こ
と
で
、
基
調

報
告
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
大
ざ
っ
ぱ
な
話
を

し
て
出
発
点
に
な
れ
ば
と
怠
っ
て
お
り
ま
す
。

最
初
に
、
江
戸
遺
跡
の
残
存
状
況
が
ど
の
ぐ
ら

い
か
と
い
う
認
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
遺
構

の
保
存
の
問
題
は
、
遺
跡
の
判
明
状
と
関
わ
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。

昭
和
六
三
年
で
九
八
八
年
）
に
出
さ
れ
た

東
京
都
教
育
委
員
会
の
「
江
戸
遺
跡
取
り
数
い

検
討
会
報
告
」
で
は
、
江
戸
遺
跡
の
約
五
O
%

が
残
存
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
そ

の
矧
年
後
に
、
新
宿
歴
史
博
物
館
の
寓
回
関
税
法

さ
ん
が
、
「
都
心
部
に
お
け
る
文
化
財
の
保
護
と

活
用
に
つ
い
て
」
（
『
新
宿
脱
出
史
博
物
館
紀
要
』

創
刊
号
）
と
い
う
論
文
の
中
で
、
年
間
約
二
%

が
壊
れ
て
い
く
と
推
定
し
ま
し
た
。
こ
の
約

%
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
調
交
後
に
開
発
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
遺
跡
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

仮
に
こ
れ
を
前
提
に
考
え
る
と
、
平
成
一
六
年

（
一
一
O
O
四
年
）
の
段
階
で
は
、
江
戸
遺
跡
の

残
存
率
は
二
割
ふ
句
切
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す。
た
だ
し
、
こ
れ
は
守
備
燦
さ
ん
の
推
定
を
前
援

に
し
て
い
ま
す
の
で
、
現
状
で
江
戸
遺
跡
が
ど

の
ぐ
ら
い
残
符
し
て
い
て
、
ん
毎
年
ど
の
ぐ
ら
い

が
壊
れ
て
い
く
の
か
を
疋
確
に
把
径
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
だ
い
ぶ
以
約
か
ら
こ
の
こ
と
を

言
い
続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
反
確
な
数
字
が

な
か
な
か
山
山
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
都
心
の
千
代
田
区
や
新

街
区
と
少
し
縦
れ
た
文
京
区
で
は
、
遺
跡
の
残

存
状
況
が
違
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
段
階
で
江
戸
遺
跡
の
残
存
率
が
二
割
以
下

で
年
間
約
一
一
%
が
壊
れ
て
い
く
と
、
あ
と
一
。

年
経
た
ず
に
江
戸
遺
跡
は
な
く
な
り
ま
す
。
本

当
に
そ
う
な
の
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
今
後

一
0
年
間
我
々
は
ど
う
い
う
調
査
を
行
な
っ
て

い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に

遺
跡
の
保
存
の
問
題
を
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い

の
か
と
い
う
方
針
を
早
急
に
立
て
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

現
状
の
把
爆
と
今
後
見
通
し
に
甘
巡
っ
く
戦
略

を
考
え
る
必
要
、
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
遺
構
の

保
作
と
活
用
の
問
問
題
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。方、

都
市
考
古
学
に
は
様
々
な
留
難
な
状

4 

況
が
あ
り
ま
す
。
出
中
琢
さ
ん
は
昭
和
四
八
保
！

（
一
九
七
一
一
…
年
）
に
、
お
そ
ら
く
平
城
京
が
念

頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
、
が
、
都
市
考
十
点
尚
子

の
対
象
で
あ
る
遺
跡
の
範
開
閉
が
広
く
て
深
い
こ

と
。
遺
跡
の
上
に
四
現
在
の
都
市
生
活
が
常
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
、
考
在
学
の
誠
査
や
記
録
を
棟

め
て
回
出
難
な
も
の
に
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す

（
「
遺
跡
の
保
護
（
1
）
」
『
考
古
学
研
究
』
七
六
）
。

こ
れ
は
江
戸
遺
跡
の
場
合
も
同
じ
で
、
原

始
・
古
代
の
集
務
遺
跡
な
ど
に
比
べ
て
、
遺
跡

が
豆
大
で
広
く
、
重
層
燃
が
あ
っ
て
深
い
。
そ

し
て
、
江
戸
遺
跡
の
上
に
現
在
の
大
都
市
策
京

が
営
ま
れ
て
い
る
た
め
、
農
村
で
畑
に
な
っ
て

い
る
遺
跡
会
発
抑
制
す
る
の
と
は
違
い
ま
す
。

東
京
は
土
地
の
値
段
が
高
く
、
同
開
発
計
問
問
が

既
に
決
ま
っ
て
い
る
状
況
で
、
そ
れ
を
白
紙
に

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
し
た

が
っ
て
、
通
常
我
々
が
江
戸
遺
跡
を
発
掘
調
査

し
た
場
合
、
記
録
保
存
す
な
わ
ち
発
縮
し
た
後

に
破
壊
さ
れ
る
遺
構
を
一
部
で
あ
っ
て
も
保
存

す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
発
掘
終
了
後
に
は

遺
物
は
取
り
上
げ
る
が
、
遺
構
の
ほ
と
ん
ど
は

そ
の
場
に
残
さ
れ
、
開
発
工
事
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
状
で

は
江
戸
遺
跡
は
刻
々
と
楠
概
さ
れ
て
い
く
状
況
に

あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
で
選
出
惜
の
保
存
を
考
え

る
の
は
、
か
な
り
難
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を

こ
こ
で
は
指
織
し
て
お
き
ま
す
。



－
現
地
に
保
存
さ
れ
た
遺
構
の
事
例

た
だ
、
そ
れ
で
予
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
い
い

の
か
と
い
う
と
、
也
仇
し
て
そ
う
で
は
な
く
て
、

こ
れ
ま
で
も
何
と
か
残
し
た
い
と
い
う
関
係
針

の
努
力
に
よ
っ
て
、
保
存
さ
れ
た
遺
矯
が
あ
り

ま
す
。現

地
に
保
存
さ
れ
た
遺
構
事
例
の
代
表
的
な

も
の
と
し
て
、
江
戸
城
陽
迷
の
遺
構
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
く
詳
し
く
は
後
燥
さ
ん
の
報
公
に
凝
り

ま
す
が
、
江
戸
城
の
一
部
は
国
の
特
別
史
跡
、

江
戸
城
外
城
跡
は
悶
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
文
化
財
保
護
法
に
上
っ
て
保
護
さ
れ
、
現

状
変
更
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
江
戸
城
関
連
の
遺
構
の
場
合
に
は
、
法
徐

約
な
裏
付
け
に
よ
っ
て
遺
構
が
現
地
に
保
存
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
港
反
汐
印
田
遺
跡
の
新
橋
停
車
場
の
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
及
び
鮫
舎
の
遺
構
も
現
地
に
保

存
さ
れ
、
自
に
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
わ
け
で
す

が
、
こ
こ
も
関
の
史
跡
で
す
。
こ
の
事
例
は
、

佐
藤
さ
ん
の
報
告
の
中
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
。

組
移
築
し
て
保
存
さ
れ
た
遺
構
の
事
例

二
番
目
に
、
移
築
し
て
保
存
さ
れ
た
遺
構
の

事
例
を
あ
げ
ま
す
む
私
が
知
っ
て
い
る
も
の
で

は
、
神
田
上
水
の
お
垣
燭
士
、
松
平
摂
津
守
上

屋
敷
の
下
水
の
暗
渠
が
あ
り
ま
す
戸

文
京
区
の
水
道
機
の
外
城
の
士
手
か
ら
、
約

八

O
m
の
神
田
I
E
水
の
石
垣
…
樋
が
発
掘
さ
れ
ま

し
た
コ
こ
れ
だ
け
の
長
さ
の
上
水
の
お
い
川
樋
を

発
揚
し
た
事
例
は
、
そ
れ
ま
で
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
っ
し
か
し
な
が
ら
、
議
檎
を
そ
の
ま
ま
現

地
に
残
十
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
移
築
す
る

方
向
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
殺
の
努
力
に
よ
っ
て
、
（
冬
山
胤
入
山
川
氏

後
に
神
間
川
上
水
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
前
提

に
し
た
「
江
戸
上
水
・
東
京
水
道

m
O
O周
年

記
念
事
業
」
の
な
か
で
、
平
成
二
年
（
一
九
九

O
年
）
に
、
水
道
膝
史
館
の
移
転
先
の
隣
の
文

京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

石
坂
樋
は
、
江
戸
時
代
と
同
様
に
空
穣
み
で

復
元
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
写
真
ー
の
よ
う

に
入
口
の
部
分
は
、
新
し
い
石
時
間
み
で
遺
構
を

保
護
し
て
い
ま
す
。
上
部
は
写
真

2
の
よ
う
に

写真 1

菱
石
、
が
見
え
る
状
態
で
、
そ
の
先
は
袋
一
心
安
は

ず
し
て
側
面
の
石
積
み
が
り
ル
ら
れ
る
よ
う
な
形

に
な
っ
て
い
ま
す
（
写
真
3
て
さ
ら
に
そ
の

先
は
、
カ
ー
ブ
し
て
外
堀
を
波
る
懸
樋
に
つ
な

が
る
部
分
に
な
り
ま
す
（
写
真
4
）
同
じ
よ

う
に
、
山
山
口
の
一
的
は
新
し
い
石
積
み
で
織
強
し

て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
だ
け
の
長
さ
の
神
田
上
水
の
石
坂
樋
は
、

調
査
が
行
わ
れ
た
…
九
八

0
年
代
の
終
わ
り
以

降
発
相
刑
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
遺
構
は

ほ
ん
と
う
に
残
し
て
よ
か
っ
た
と
患
っ
て
い
ま

す
。
も
う
、
二
度
と
見
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
遺
精
の
保
存
の
陪
題
は
、
今
後
発

抽
附
さ
れ
る
可
能
性
、
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
を
含
め
て
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

写真2

写真4

写真3

5 



写
真
5
は
、
新
街
…
恨
の
「
ゆ
悼
の
守
波
」
の
地

名
の
起
源
で
あ
る
、
松
平
摂
津
守
上
屋
敷
の
下

水
の
時
間
指
で
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
時

渠
は
、
前
世
ん
伎
の
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
場
所
に
マ
ン

ホ
ー
ル
を
造
る
こ
と
に
な
り
、
下
水
滋
応
が
下

水
道
の
中
を
口
、
ポ
ッ
ト
カ
メ
ラ
で
確
認
し
た
と

こ
ろ
、
小
石
積
み
が
発
見
さ
れ
て
発
掘
調
点
止
令
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
ド
水
道
局
の
方
た
ち
は
、
近
代

下
水
道
の
前
身
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

非
常
に
関
心
を
一
市
し
、
遺
構
の

C
G
（
写
真
6
）

を
作
成
し
て
、
写
真
7
の
よ
う
に
、
遺
構
を
落

合
下
水
処
理
場
に
移
築
し
て
保
存
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
開
発
す
る
側
の
関
心
の
潟
さ
に
よ

っ
て
、
遺
構
の
保
存
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

写楽 5

こ
の
下
水
の
暗
渠
は
情
造
的
に
非
常
に
特
殊

な
構
造
で
、
私
は
他
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
遺
構
を
、
開
明
白
も
孜
々
が
羽
に

す
る
こ
と
、
が
で
き
る
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ

と
だ
と
怒
っ
て
い
ま
す
。

闘
遺
構
の
一
部
が
転
用
さ
れ
た
事
例

二
一
一
得
円
刊
に
、
滋
拙
併
の
一
部
が
転
用
さ
れ
た
事

例
と
し
て
、
千
代
図
区
飯
田
町
遺
跡
を
あ
げ
ま

す
。
飯
田
町
遺
跡
は
発
掘
調
開
査
後
に
再
開
発
が

行
わ
れ
、
今
は
ど
ル
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
が
、

滋
歩
道
に
は
、
発
掘
さ
れ
た
高
松
藩
松
平
家
上

屋
敷
の
庭
闘
な
ど
の
透
機
の
説
明
板
が
あ
り

（
写
真
8
て
こ
の
場
所
が
江
戸
時
代
に
は
大

名
屋
敷
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
発
掘
さ
れ
た
平
川
の
護
岸
の
右
を
歩

写真6

写真7

6 

遂
の
石
積
み
に
転
用
し
て
い
ま
す
（
写
真
9
て

こ
の
歩
道
は
「
市
小
川
の
筏
」
と
い
う
名
前
で
、

新
し
い
石
積
み
の
中
に
一
部
北
口
い
遺
構
の
石
を

ま
と
め
て
措
恨
ん
で
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
ま
す

（
写
真
問
て
そ
の
協
に
「
平
川
の
筏
」
の
い
白

い
石
の
由
来
が
彫
り
付
け
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
や
や
抽
地
味
な
事
例
に
恩
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
関
係
者
の
方
々
の
努

力
の
賜
物
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
の
積
み

重
ね
が
極
め
て
火
切
で
あ
る
と
患
い
ま
す

D

圃
関
連
す
る
展
示
施
設
が
設
置
さ
れ
た
事
例

最
後
に
、
四
国
連
す
る
展
示
線
設
が
設
援
さ
れ

た
事
例
を
あ
げ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
東
京
メ
ト
ロ

尚
北
線
の
市
ヶ
谷
駅
構
内
の
「
江
戸
歴
史
散
歩

コ
ー
ナ
ー
」
で
す
。
南
北
線
の
建
設
工
事
で
釈

寧翼8

写真 9

写真 10



舎
及
、
び
換
気
口
部
分
が
習
の
史
跡
江
戸
城
外
線

跡
に
当
た
っ
て
い
た
た
め
、
史
跡
部
分
の
発
隔
制

調
査
を
行
い
、
そ
の
成
田
市
を
含
め
た
展
示
コ
ー

ナ
i
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
い
そ

こ
に
は
東
京
都
教
脊
委
員
会
の
大
き
な
努
力
と

東
京
メ
ト
ロ
の
ご
現
解
が
あ
り
、
ま
た
展
示
計

闘
は
土
木
学
会
に
委
託
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
れ
は
、
新
谷
洋
一
一
先
生
の
ご
指
導
に
上

る
江
戸
城
の
石
坂
の
出
版
示
で
す
。
一
回
調
込
の
状
態

が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
矢
穴
は
下
向

き
に
措
恨
む
と
か
、
石
に
刻
印
が
あ
っ
た
り
し
て
、

石
一
均
一
を
説
明
す
る
と
き
の
教
科
警
と
し
て
は
続

適
の
も
の
で
す
む

な
お
、
こ
の
石
坂
は
床
以
出
加
重
の
制
限
が
あ

っ
た
の
で
、
五
引
の
ふ
次
泌
を
ス
ラ
イ
ス
し
て
、
裏

は
ア
ン
カ
ー
で
印
阻
め
て
い
ま
す
口

写真 11

展
示
に
舟
い
ら
れ
た
石
は
、
か
つ
て
綾
子
橋

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
保
管
し
て
あ
り
ま
し

た
。
復
一
凡
や
保
存
、
展
示
の
材
料
は
な
か
な
か

手
に
入
り
ま
せ
ん
。
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺

構
の
構
築
材
は
、
保
管
せ
ず
に
処
分
す
る
こ
と

が
多
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
た
め
、
い
ざ
と
い

う
と
き
に
入
手
で
き
な
い
こ
と
が
従
々
に
し
て

あ
り
ま
す
っ

ま
た
、
こ
の
瑛
一
不
コ
ー
ナ
ー
に
は
一
一
枚
の
絵

、
が
あ
り
ま
す

G

日
一
枚
は
、
指
定
一
に
使
う
石
を
切

り
出
し
て
船
で
遼
び
出
す
工
程
が
拙
か
れ
て
い

る
「
石
州
丸
岡
山
」
（
写
真
刊
は
）
で
す
。
こ
の
絵
は

個
人
蔵
で
す
の
で
、
爽
際
に
見
る
こ
と
は
難
し

い
。
も
う
一
枚
は
、
名
古
屋
市
立
縛
物
館
に
あ

る
「
築
城
図
緑
風
」
（
写
糞
ね
）
で
す
。
ニ
の

実
物
は
博
物
館
の
収
蔵
庫
に
あ
り
ま
す
。
い
ず

草草 12

写糞 13

れ
の
絵
も
本
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
だ
け
大
判
の
も
の
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
絵
の
内
容
を
細
か
く
見
た
け
れ
ば
、
市

ヶ
谷
駅
に
行
け
ば
い
い
わ
け
で
寸
。

こ
れ
は
専
門
家
に
と
っ
て
あ
り
が
た
い
こ
と

で
、
ま
た
一
般
の
人
た
ち
も
、
線
人
蔵
の
も
の

や
博
物
館
の
収
蔵
践
に
入
っ
て
い
て
公
開
さ
れ

て
い
な
い
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
発
掘
競
査
の
成
果
（
写
真
同
）

や
写
真
向
の
よ
う
に
、
床
全
体
に
は
江
一
戸
の
切

絵
図
が
あ
り
ま
す
。

利
払
が
こ
の
写
真
を
撮
り
に
行
っ
た
と
き
も
、

駅
構
内
を
歩
い
て
い
る
人
た
ち
が
足
を
止
め
て

展
示
を
見
て
い
る
姿
を
よ
く
目
に
し
ま
し
た
。

改
め
て
こ
の
展
示
施
設
を
つ
く
っ
て
よ
か
っ
た

と
患
っ
て
い
ま
す
。写真 14

写糞 15
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問
闘
の
史
跡
で
あ
る
小
石
川
後
楽
園
に
接
す
る

後
楽
森
ピ
ル
の
敷
地
内
に
土
蔵
風
の
建
物
の
腿

示
案
が
設
E

臆
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
沌
）
。
中

に
は
「
御
守
殺
」
な
ど
の
丈
字
が
刻
ま
れ
た
ム
ロ

石
が
霞
か
れ
て
い
て
、
酔
ム
川
聞
に
は
発
線
制
調
査
の

状
況
や
）
は
じ
め
】
と
す
る
パ
ネ
一
ル
が
か
か
っ
て
い

ま
す
（
写
真
打
）

先
ほ
ど
の
市
ヶ
谷
釈
の
「
江
戸
庶
史
数
多
コ

ー
ナ
ー
」
の
場
合
は
江
戸
城
外
機
跡
と
い
う
国

の
史
跡
で
し
た
が
、
小
石
川
後
楽
園
も
留
の
史

跡
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
展
示
塞
が
つ
く

り
ゃ
す
い
条
件
に
あ
っ
た
と
患
い
ま
す
。

こ
う
し
た
展
示
は
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や

す
い
も
の
に
し
て
、
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
多

く
の
人
に
見
て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕
掛
け
な
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
忠
い
ま
す
。
管

理
上
の
問
題
と
と
も
に
大
き
な
課
題
で
す
。

写真 16

写真 17

闘
切
り
取
ら
れ
た
地
震
痕

写
室
再
刊
日
は
遺
檎
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鶴
谷

の
外
堀
土
手
の
盛
土
か
ら
発
え
さ
れ
た
、
地
震

で
で
き
た
地
割
れ
で
す
。
こ
れ
を
切
り
取
っ
て
、

新
総
膝
史
惇
物
館
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
広
一
戸

東
京
博
物
館
で
も
、
四
谷
の
外
堀
の
地
品
展
疫
を

展
示
に
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
は
地
震
痕

で
す
け
れ
ど
も
、
切
り
取
り
ゃ
は
ぎ
取
り
は
、

台
然
遺
構
に
も
適
用
で
き
ま
す
。
こ
の
方
法
は

移
築
保
存
や
袋
一
不
毛
よ
り
も
費
用
が
か
か
ら
な

い
の
で
、
も
っ
と
災
嫁
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

繍
遺
構
保
存
に
関
わ
る
潤
題

六
本
木
ヒ
ル
ズ
に
「
毛
利
庭
問
削
」
と
い
う
庭

園
が
あ
り
ま
す
（
写
真
河
）
。
こ
の
庭
療
を
パ

ッ
ク
に
テ
レ
ビ
の
天
気
予
報
を
や
っ
た
り
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い

写真 18

8 

写実 19

ま
す

G

こ
の
場
所
は
、
策
京
都
が
指
定
し
た
別

総
「
乃
木
大
将
誕
生
地
」
お
よ
び
「
毛
利
甲
斐

守
邸
」
に
あ
た
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
長

内
白
川
中
（
長
昨
川
）
務
上
屋
敷
で
し
た
。
乃
木
稀

典
は
こ
こ
の
件
付
長
出
血
で
生
ま
れ
た
の
で
す
υ

六
本
木
ヒ
ル
ズ
を
建
て
る
前
に
は
、
こ
こ
に

池
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
池
は
長
門
府
中
（
信
託

府
）
排
他
L
L
溌
教
の
庭
園
の
抽
出
を
近
代
に
な
っ
て

半
分
ぐ
ら
い
埋
め
た
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
ウ

イ
ス
キ
ー
の
ニ
ツ
カ
の
工
場
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
ニ
ッ
カ
池
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
池
の
上
に
感
土
し
て
遺
構
を
保
存
し
、
そ
の

上
に
今
の
庭
園
を
造
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
を
「
毛
利
燈
幽
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で

い
い
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

し
か
も
こ
の
大
名
廃
敷
を
拝
領
し
て
い
た
の

は
長
門
府
中
（
長
府
）
藩
の
毛
利
家
す
な
わ
ち

分
家
で
あ
っ
て
一
長
川
川
雄
惜
の
毛
利
本
｛
家
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
毛
利
本
家
が
拝
領
し
て
い
た
注
敷

の
庭
閣
は
、
六
本
木
の
防
衛
庁
の
燐
の
今
の
橋

町
公
開
闘
に
あ
た
り
ま
す

G

一
般
に
「
毛
利
疑
問
凶
」

と
い
え
ば
、
毛
利
一
冗
就
以
来
の
毛
利
本
家
の
鼠

敷
の
庭
閣
を
想
い
起
こ
す
で
し
ょ
う
。
で
す
か

ら
、
「
も
利
燈
闘
」
i

と
い
う
名
称
で
果
た
し
て
い

い
の
か
。
遺
構
の
保
存
に
は
こ
う
し
た
問
問
題
が

つ
き
ま
と
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

従
来
ど
の
よ
う
な
遺
構
を
山
内
存
す
へ
き
か
に

つ
い
て
は
、
そ
の
場
で
判
判
断
し
て
き
て
い
ま
す



が
、
こ
れ
か
ら
は
、
将
来
を
目
見
鋸
え
た
全
体
的

な
戦
略
を
持
つ
べ
き
だ
と
患
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
移
築
保
左
H
3れ
た
よ
う
な
規
模
の

神
間
上
水
の
石
垣
樋
は
、
そ
の
後
発
掘
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
玉
川
上
水
は
、
丸
の
内
線

の
建
設
な
ど
で
ほ
と
ん
ど
潰
滅
的
な
状
況
に
な

っ
て
い
ま
す
。

利
払
は
、
二

O
年
以
上
前
に
、
新
宿
巡
り
の
郎

谷
の
所
で
、
工
事
中
に
玉
川
上
水
の
石
垣
樋
を

見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
の
と
き
に
な

ぜ
移
築
し
て
保
存
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
今
に

な
っ
て
後
悔
し
て
い
ま
す
。
今
後
玉
川
上
水
の

布
短
一
樋
令
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
最
後
だ
と
い
う
よ

う
な
遺
構
は
、
是
が
非
で
も
残
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
保
存
さ
れ
た
選
出
併
を
活
用
す
る
際
に

商
業
施
設
が
か
ら
む
と
、
多
少
な
り
と
も
色
付

け
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
崎
明
浜

の
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
は
中
に
成
舗
が
入
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
良
い
の
か
。
全
体
で
き
ち
ん
と

議
論
し
て
詰
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ω

つ
ま
り
、
都
市
計
百
四
の
中
に
、
遺
跡
や
遺
構

の
保
存
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
で
い
く
か
と

い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
る
必
姿
が
あ
る
。

考
ふ
ん
口
学
と
い
う
学
問
か
ら
見
れ
ば
、
保
存
さ

れ
た
遺
構
は
学
術
約
な
資
料
で
す
。
ま
た
、
埋

蔵
文
化
財
行
政
の
立
場
か
ら
は
、
文
化
財
削
の
保

存
と
活

m
－
公
開
と
い
う
観
点
が
入
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
当
然
都
市
計
画
上
の
問

題
や
街
業
施
設
の
利
用
な
ど
と
か
ら
む
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
ト

i
タ
ル
に
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
爽
は

何
も
な
い
の
で
、
こ
れ
を
考
え
て
い
く
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
「
土
地
の
記
憶
」
を
い
か
に
つ
な
い
で

い
く
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
消
し
ゴ
ム

で
過
去
を
消
す
よ
う
な
形
の
開
発
の
あ
り
方
を

戊
市
制
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
と
え
遺
構
そ
の

も
の
を
保
存
で
き
な
く
て
も
、
飯
白
山
町
遺
跡
の

よ
う
に
説
明
板
を
立
て
る
な
ど
、
や
れ
る
こ
と

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
事
例
で
も
、
神
白
上
水
の

遺
構
の
保
存
そ
水
道
潟
が
行
い
、
下
水
道
局
が

下
水
の
は
相
渠
に
大
き
な
間
関
心
会
示
し
た
よ
う
に
、

開
発
す
る
側
は
古
い
も
の
は
何
で
も
潰
し
て
し

ま
う
よ
う
な
発
怒
だ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
こ

と
を
、
孜
々
は
紹
識
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
田
沼
田
区
の
横
川
一
丁
目
遺
跡
と
い
う

旗
本
の
抱
屋
敷
の
発
掘
調
酬
査
を
し
た
と
き
に
、

巨
本
の
近
代
ゴ
ム
工
業
の
発
祥
と
も
い
う
べ
き
、

明
治
時
代
の
三
回
土
ゴ
ム
と
い
う
ゴ
ム
工
場
の

遺
構
が
線
認
さ
れ
ま
し
た
。

墨
田
区
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
近
代
廃
業

の
経
史
は
非
常
に
蕊
袋
な
の
で
、
最
低
限
の
調

査
を
や
り
ま
し
た
。
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る

と
き
に
、
三
国
土
ゴ
ム
に
勤
め
て
い
た
方
た
ら

が
、
三
一
一
回
士
会
」
と
い
う
会
を
つ
く
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
、
い
ろ
い
ろ
な
訴
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
つ
二
回
士
会
」

の
方
た
お
ば
、
横
川
一

γ
隠
遺
跡
の
場
所
に
三

関
士
ゴ
ム
が
か
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
が
す
説
明

板
を
立
て
る
た
め
の
お
金
を
区
に
答
付
し
、
そ

れ
で
今
説
明
板
、
が
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
佐
後
間
同
議
す
る
側
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
、
あ

る
い
は
そ
こ
で
仕
事
を
し
て
い
た
人
た
ち
が
抱

い
て
い
る
「
土
地
の
記
憶
」
を
つ
な
ご
う
と
す

る
意
識
を
孜
々
が
汲
み
上
げ
て
い
く
努
力
が
必

婆
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
遺
構
の
保
存
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
地
道
な
積
み
重

ね
と
将
来
を
見
据
え
た
戦
略
を
も
っ
て
、
道
を

切
り
拓
い
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
私
の
基
調
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

谷
川
章
雄
／
た
に
が
わ
あ
き
お
。
早
稲
田
大

学
人
間
科
学
部
教
授
。
一
九
五
三
年
東
京
都
生
ま

れ
。
早
稲
間
大
学
大
学
段
丈
芋
研
究
科
史
字
へ
考

市
学
）
専
攻
博
士
課
総
満
期
退
学
ー
論
文
仁
；
近

役
基
僚
の
変
遷
1

ど
｛
歪
思
議
づ
史
観
ι
一
一
一
、
江

戸
の
墓
地
の
発
掘
…
『
残
る
江
戸
一
い
考
占
字
か
ら

み
た
近
世
都
市
江
戸
一
一
一
史
潮
主
新
一
一
一
羽
一
一

の
棺
撲
と
玩
具
ι

『
相
撲
の
字
詰
論
い
江
戸
の
生

活
史
と
考
古
学
一
コ
民
衆
吏
研
究
い
五
七
、
江
一
刊

の
紹
衣
納
め
と
乳
幼
児
の
葬
法
吋
母
校
と
主
性
の

人
間
科
学
』
、
「
江
戸
灯
火
葬
事
吋
燈
ψ
へ
と
建
築
の

あ
い
だ
」
な
ど
が
あ
る

3

遺
跡
の
琵
掘
調
査
を
通
し
亡
、
江
戸
山
都
市
安

お
よ
び
都
市
空
間
に
つ
い
て
考
え
ぐ
い
る

9 



骨
盤
議
報
告
（

2
）

都
市
遺
構
の
模
様
的
活
用
に
向
け
て

ー
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
事
例
か
ら

l

波
多
野
純

盤
考
古
学
へ
の
期
待

私
は
、
建
築
の
燈
史
や
後
間
開
設
計
が
宙
寸
関
川
で
、

考
十
日
学
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ο

た
だ
、

考
方
J
F
は
と
て
も
楽
し
く
、
あ
ち
こ
ち
の
発
拙

現
場
へ
お
邪
魔
を
し
て
お
り
ま
す
。

考
古
学
の
発
燃
潟
査
と
い
う
の
は
、
あ
る
意

味
で
は
遺
構
の
破
壊
で
す
。
近
代
の
遺
構
を
壊

さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
下
の
近
世
の
遺
構
に
た
ど

り
着
け
な
い
。
し
か
も
、
現
代
の
都
市
遺
構
と

い
う
の
は
、
北
市
州
問
調
十
位
を
始
め
る
前
か
ら
破
壊

が
決
ま
っ
て
い
ま
寸
。
刑
判
交
が
終
わ
っ
た
ら
、

壊
し
て
ヒ
ル
を
建
て
る
の
が
一
般
的
で
す
。
遊

伸
明
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
抽
出
の
人
が
別
の

見
か
・
解
釈
ル
会
し
た
く
て
も
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス

は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
第
一
四
五
回
の
江

戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
遺
跡
か
ら
江
戸
の
セ
活

文
化
を
採
る
」
で
も
、
私
は
こ
の
こ
と
を
問
題

に
し
ま
し
た
。
特
に
発
掘
調
削
査
報
告
書
が
定
強

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
協
し
た
人
た
ち

の
生
の
岬
他
党
、
附
酬
明
効
感
が
記
録
さ
れ
な
く
な
る

こ
と
を
危
模
し
て
い
ま
す

3

現
場
で
し
か
得
ら

れ
な
い
体
験
を
、
見
解
を
、
一
記
録
し
て
欲
し
い

と
お
綴
い
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
世
界
各
地
の
事
例
か
ら
、
積
極
的

な
遺
構
保
存
の
可
能
性
を
、
提
案
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

強
シ
ア
ト
ル
のア

ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
”
ツ
ア

i

シ
ア
ト
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
伎
み
た
い
町

の
第
一
位
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
町
に
、
パ
イ
オ

ニ
ア
・
ス
ク
ウ
ェ
ア
！
と
い
う
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ

ン
の
広
場
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
パ
イ
オ
ニ

ア
。
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
あ
り
、
さ
ら
に
左
に
、

ア
ン
ダ
ー
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ツ
ア
！
と
書
い
て
あ

り
ま
す
（
写
真
1
）
。
地
下
室
、
ベ

i
ス
メ
ン
ト

で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
ア
ン
ダ
！
グ
ラ
ウ
ン
ド
、

モ
グ
ラ
の
よ
う
に
地
下
へ
潜
っ
て
い
く
ツ
ア
ー

で
す
c

一
回
…
…

0
0
人
ぐ
ら
い
、
そ
れ
が
一
日

に
五
、
六
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
…
日
に

千
人
、
年
間
三
六
万
人
。
ち
ょ
っ
と
し
た
博
物

館
の
入
館
者
合
経
く
超
え
て
し
ま
い
ま
す
。

二
O
l
f
一
の
分
の
解
説
の
後
、
町
の
中
安
潜

っ
て
い
き
ま
す
。
シ
ア
ト
ル
の
町
は
、
一
八
五

O
年
ご
ろ
に
木
材
の
集
散
地
と
し
て
、
間
開
拓
さ

れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
積
出
港
に
近
い
低
地
に
町

10 

真

；

常

事

が
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
八
一
年
に

水
洗
刷
出
所
が
議
場
し
ま
す
が
、
満
潮
時
の
水
佼

よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
に
下
水
道
を
造
っ
て
し
ま

っ
た
た
め
、
満
潮
昨
吋
に
は
、
汚
物
が
道
路
に
あ

ふ
れ
出
す
、
と
て
も
不
潔
な
町
だ
っ
た
そ
う
で

す
（
写
真
2
上
）
。
一
八
八
九
年
に
大
火
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
復
興
景
気
が
起
き
て
、
ピ

ル
が
ど
ん
ど
ん
建
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ピ
ル

は
建
ち
ま
し
た
が
、
下
水
道
は
そ
の
ま
ま
で
す

か
ら
、
道
路
に
汚
物
が
あ
ふ
れ
る
状
態
は
続
い

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
市
当
局
は
仕
方
な
く
、

道
路
の
車
道
部
分
だ
け
か
さ
上
げ
し
、
そ
こ
に

下
水
管
を
埋
め
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
車
道
か

ら
は
渡
り
廊
下
で
ピ
ル
の
二
階
へ
入
れ
ま
す
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
は
、
ど
こ
か
で
階
段
を
下
り

て
歩
道
か
ら
ピ
ル
の
一
階
へ
入
る
と
い
う
、
変

則
的
な
町
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
然
、

車
道
か
ら
中
小
〆
道
へ
転
荷
け
す
る
人
、
か
で
て
、
一
年

間
に
一
七
人
が
死
ん
だ
そ
う
で
す
（
写
真

2
下）

0



トー--l 

写真 2写真4

写真3

お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
患
い
ま
す
。

解
説
が
終
わ
る
と
、
五

O
人
ぐ
ら
い
ず
つ
ま

と
め
て
、
ツ
ア
ー
に
出
か
け
ま
す
。
ビ
ル
の
脇

の
階
段
を
降
り
、
土
日
の
歩
道
に
出
ま
す
。
写
真

4
の
お
側
は
土
日
の
ボ
滋
で
、
車
道
に
燦
帥
盟
会
造

り
、
中
へ
下
水
同
協
を
淫
め
た
細
川
分
で
す
。
現
代

の
歩
道
は
、
鉄
骨
の
梁
や
n
n
C
の
ス
ラ
ブ
で
織

強
し
て
あ
り
ま
す
。
交
差
点
の
品
河
辺
り
の
上
の

歩
道
部
分
に
は
、
ガ
ラ
ス
ブ
口
ッ
ク
が
入
っ
て

い
て
、
明
か
り
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
（
写
真
5
左
〉
。
一

C
C径
約
の
ガ
ラ
ス
ブ
ロ

ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
に
は
、
背

の
キ
ャ
バ
レ
ー
が
時
四
っ
て
い
た
り
、
パ
！
の
カ

ウ
ン
タ
ー
が
残
っ
て
い
た
り
（
写
真
5
お
）
、
単

純
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
れ
で

三
六
万
人
の
人
、
が
集
ま
る
と
し
た
ら
大
変
な
こ

と
で
す
。
最
後
に
、
ア
ン
テ
ィ

i
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
土
産
物
が
買
え
ま
す
。
当
時
吋
の
使
恭
の
レ
プ

リ
カ
な
ど
、
ふ
ざ
け
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ

て
そ
れ
な
り
に
楽
し
い
で
寸
。

写真 5

峰
モ
ン
ト
リ
オ

i
ル
歴
史
博
物
館
の

遺
構
体
鉄
骨
早
期

つ
ぎ
に
、
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
す
。

こ
の
附
刊
に
、
面
白
い
博
物
鮫
が
あ
り
ま
す

J

現

代
建
築
の
立
派
な
博
物
館
が
交
濃
い
れ
に
顕
し
て

建
ち
（
写
真
6
左
）
、
交
差
点
の
下
が
、
モ
ン
ト

リ
オ
ー
ル
発
桝
刊
の
地
と
さ
れ
る
料
大
な
議
構
で

寸
υ

ム
父
羨
い
引
川
の
反
対
側
に
は
、
市
税
関
の
建
物

が
殺
っ
て
い
ま
す
（
写
糞
6
右
）
。
博
物
館
と
地

下
漆
檎
レ
一
、
向
か
い
州
閉
め
川
税
関
の
ゆ
ぽ
物
が
セ

ッ
ト
ー
と
な
っ
て
、
ひ
と
つ
の
侍
物
館
な
の
で
す
、

ま
ず
、
入
場
券
会
資
い
ま
す
。
入
場
糸
会
一
行
ぺ

う
と
き
に
難
し
い
こ
と
を
聞
か
れ
ま
す
。
ヤ
央
部
山

と
フ
ラ
ン
ス
訟
と
ど
っ
ち
が
わ
か
る
と
開
聞
か
れ

：、
j

Z
五
コ
：
子
、
こ
ミ
コ
ザ
一
〉

7
一
ミ

C

目
（
｛
レ
イ
ペ
t

一一
t
t

一
ー
し
十
l
h

泊
／

i

手
l
h

び
づ
k

J

9
よ

μ

：・

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
は
ケ
ベ
ソ
ク
州
で
す
か
ら
フ

ラ
ン
ス
語
の
町
な
の
で
寸
c
し
ば
ら
く
す
る
と
、

ホ
；
ル
で

3

0
の
映
像
が
始
ま
り
ま
す
c
ι

品目、

税
関
に
勤
め
て
い
た
お
ぶ

3
ん
が
、
モ
ン
ト
リ

オ
；
ん
の
歴
史
を
話
し
て
く
れ
ま
す
「
そ
れ
が

一
五
分
ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
そ
の
後
地
下
へ
滑
っ

て
い
き
主
す
こ
上
は
交
法
点
の
道
路
で
す
が
、

ち
ゃ
ん
と
補
強
が
し
で
あ
っ
て
、
遺
構
が
見
学

で
き
ま
す
（
写
真
7
友
）
。
床
に
は
、
遺
構
と
同

時
代
の
町
政
み
の
模
核
、
が
は
め
込
ん
で
あ
い
り
ま

す
。
遺
構
を
被
壊
し
な
い
よ
う
に
渡
り
廊
下
を

渡
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
逮
捕
榊
の
見
パ
F
A
況
の
仁
一
つ

な
雰
倒
気
で
あ
り
な
が
ら
、
常
設
俊
一
一
小
と
し
て

淡
備
が
全
部
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
c

E
E
 

写真 6

写真 7
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下
水
道
遺
構
は
、
向
こ
う
の
ほ
う
へ
下
水
が
流

れ
て
い
く
よ
う
な
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
く
れ
て

い
ま
す
（
写
真
7
右
可
遺
燐
を
見
終
わ
る
と
、

泊
税
関
の
建
物
の
地
下
へ
出
ま
す
一
税
関
の
縫

物
の
内
部
は
改
修
さ
れ
て
い
て
、
ミ
ュ

l
ジ
ア

ム
シ
ョ
ッ
プ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

劃
バ
イ
キ
ン
グ
総
発
抱
と

ノ
ル
ウ
ェ

i
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

つ
ぎ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
す
。
私
は
、
一
九

七
八
年
か
ら
、
不
パ
ー
ル
で
膝
史
的
建
築
の
務
復

や
修
復
の
校
事
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
友
達

に
な
っ
た
の
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
工
科
大
学
の
ピ

オ
ネ
ス
さ
ん
と
い
う
、
私
と
同
じ
よ
う
な
仕
事

を
し
て
い
る
先
生
で
す
。
彼
に
招
か
れ
て
、
何

回
か
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
行
き
ま
し
た
。

オ
ス
ロ
に
は
、
発
掘
さ
れ
た
バ
イ
キ
ン
グ
船

が
保
存
し
て
あ
る
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
ピ
オ

ネ
ス
さ
ん
の
説
明
に
よ
る
と
、
バ
イ
キ
ン
グ
船

の
発
掘
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー

1
1
1
1

人

と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
認
で
き
た
の

だ
そ
う
で
す
。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
半
島
で
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
が
す
ご
く
強
く
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

は
属
関
あ
っ
か
い
そ
受
け
て
き
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
が
、
バ
イ
キ
ン
グ
船
の
発
掘
の
お
か
げ
で
、

元
気
を
獲
得
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

瓢
野
外
博
物
鍍
の
総
力

オ
ス
口
か
ら
北
へ
列
車
で
数
時
間
の
と
こ
ろ

Q

M

G

M

 

真

喜
写

写

に
、
リ
レ
ハ
ン
メ
ル
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
。

一
九
九
四
年
に
、
円
ノ
レ
ハ
ン
メ
ル
・
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
が
関
か
れ
ま
し
た
。
お
金
の
か
か
っ
て
い

な
い
、
健
全
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
高
い

評
価
を
得
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
す
。

こ
の
町
に
、
マ
イ
ホ
ウ
ゲ
ン
と
い
う
野
外
博

物
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
大
き
な
特
徴
は
、

徹
底
し
た
生
活
再
現
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

パ
ン
口
座
で
は
あ
ゃ
ん
と
パ
ン
を
焼
い
て
い
ま
す
ο

農
家
を
移
築
す
る
場
合
に
は
、
主
屋
ば
か
り
で

な
く
納
屋
な
ど
様
々
な
付
属
段
の
全
て
を
移
築

し
ま
す
。
（
写
真
8
友
）
。
屋
根
に
は
土
を
載
せ
、

奈
を
生
や
し
ま
す

Q

件
早
が
根
合
間
掠
り
、
雨
で
士

が
流
れ
る
の
を
仲
間
止
し
ま
す
。

建
物
の
中
で
は
、
北
聞
の
格
好
を
し
た
お
婆
ち

ゃ
ん
が
待
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
（
写
真
8
右
て

も
ら
ろ
ん
博
物
館
織
負
な
の
で
す
が
、
ち
ゃ
ん

と
昔
の
仕
事
ふ
な
し
て
い
ま
す
。

こ
の
野
外
博
物
館
は
と
て
も
大
き
な
規
模
で
、

中
が
農
村
ゾ

1
ン
と
商
業
ゾ
！
ン
、
さ
ら
に
近

現
代
ゾ

i
ン
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
近
現
代
ゾ

12 

ー
ン
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
九
七

O
年

の
住
定
が
移
築
さ
れ
て
い
る
の
で
す
（
写
真
9
）。

私
は
…
九
七

O
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
の
で
、

そ
の
年
の
住
宅
が
博
物
抽
出
入
り
し
た
と
い
う
の

は
、
す
ご
い
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
、

ま
さ
に
あ
の
時
代
で
す
。
私
た
ち
も
や
っ
て
い

た
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
配
中
刀
形
の
窓
な
ど
、
す
ご

く
懐
か
し
い
気
が
し
ま
し
た
。

園
田
遺
構
を
傑
存
と
現
代
建
築
の
両
立

こ
れ
か
ら
が
本
日
の
い
ち
ば
ん
の
売
り
物
で

す
。
リ
レ
ハ
ン
メ
ル
の
南
に
ハ
マ
ル
と
い
う
町

、
が
あ
り
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
と
き
に
、
フ

ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
が
行
わ
れ
た
町
で
す
。
こ

の
町
の
郊
外
に
、
ヘ
ッ
ド
マ
ル
ク
野
外
博
物
館

が
あ
り
ま
す
。
も
の
す
ご
く
広
い
敷
地
で
、
こ

れ
か
ら
お
話
す
る
遺
構
を
存
生
さ
せ
た
建
物
の

他
に
、
農
家
、
ゾ

i
ン
、
さ
ら
に
鉄
道
関
連
の
博

物
館
が
あ
り
ま
す
。
鉄
道
関
連
の
博
物
館
に
は
、

五
O
O
m
以
上
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
レ
ー
ル
が

敷
い
て
あ
り
、
町
駅
な
ど
の
施
設
も
整
っ
て
い
ま

すの
本
日
お
話
を
し
た
い
の
は
写
真
叩
で
す
。
も

と
も
と
一
三
世
紀
ぐ
ら
い
の
、
ハ
マ
ル
笥
教
の

要
塞
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
要
塞
の
屑
り
に
、

一
八
世
紀
ご
ろ
に
納
屋
の
建
物
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
ス
ヴ
エ
レ
・
ブ
ェ

i
ン
と
い
う
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
で
最
も
有
名
な
建
築
家
が
、
こ
の
遺
構

な
再
生
さ
せ
ま
し
た
。
壁
の
一
部
が
遺
る
だ
け



の
、
完
全
に
破
壊
さ
れ
と
遺
構
で
し
た
。
コ
の

｛
子
刑
に
に
一
八
沿
い
い
虻
の
納
以
が
矧
ん
で
い
て
、
そ

の
中
庭
に
ハ
マ
ル
司
教
の
一
一
一
段
紀
の
域
格
が

あ
り
ま
す

G

問
択
す

f
存
主
こ
わ
ん
一
っ
て
士
、
立
博
二

E
z
f
J

f

f

f

j

i

i

j

一

l

j

i

－

－

－

｛

イ

は
り
な
い
の
だ
と
い
う
慾
皮
を
、
ヂ
マ
サ
イ
ン
ー
こ
し

て
災
訓
叫
し
仁
う
と
し
て
い
レ
に
す
。
泣
伴
附
の
J

八
の

開
い
た
お
八
川
に
、
一
牧
山
ガ
一
ァ
ワ
ヘ
析
を
そ
っ
と

止
め
、
そ
こ
に
ド
ヲ
合
取
り
付
け
て
い
主
ナ
（
写

真
ゆ
右
）
。
遣
は
m
t
壊
し
、
サ
ソ
シ
ュ
を
は
め

る
に
う
な
v

）
と
は
し
な
い
の
ど
と
い
う
こ
と
を
、

デ
ザ
イ
ン
で
引
し
て
い
一
丈
す
り
写
真
刊
は
中
で

す
。
下
の
ガ
の
行
総
弘
の
部
分
片
山
、
…
八
欧
絞

め
納
以
の
刷
工
、
す
こ
れ
に
対
し
て
、
機
一
や
床

を
似
つ
け
ず
、
コ
ン
ク
リ
ト
の
総
と
、
木
造

の
い
泥
桜
を
い
被
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
待
物
館
と

し
て
い
成
立
さ
せ
て
い
主
す
c

下
山
間
中
に
克
る
と
、

選
出
情
の
却
は
被
壊
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
主
す
が
、
遺
憾
を
破
綾
し
な
い
コ
ン
セ
プ
ト

は
伝
わ
っ
て
き
支
す
c

区
一
小
ル
！
ト
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
部
分
の
泌
が
、
ム
保
に
ド
り
て
い
L
E
す。

i
h

品
川
マ
恥

r
d

写真 10

ん
休
部
分
の
泣
総
ー
も
一
応
全
部
見
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す

r

一
本
当
に
法
橋
の
な
い
所
だ
け
に

柱
が
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
疑
問
州

だ
と
感
じ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ー
と
て
も
き
れ

い
で
し
た
と
こ
れ
は
、
ら
ゃ
ん
と
し
た
情
物
館

と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
現
代
建
議
と
し
て

見
て
も
、
良
い
デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
い
主
す
。
一
一

C
C凶
作
T

－
…
川
け
か
ら
、
こ
の
恋
物
を
ぷ
討
し

た
ス
ヴ
エ
レ
・
ブ
エ
i
i

ン
の
展
覧
会
が
、
東
京

芸
大
で
同
開
催
さ
れ
ま
す
、
期
待
し
て
い
ま
す
c

隣
に
教
会
の
遺
構
が
あ
り
ま
す
。
刷
出
の
建
築

家
に
よ
り
、
教
会
の
遺
構
に
府
間
を
付
け
ず
、
ガ

ラ
ス
で
覆
っ
て
保
存
し
て
い
ま
す
（
写
真
役
）
。

宗
教
空
間
と
し
て
見
事
に
成
り
立
っ
て
い
る
と

患
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
下
手
な
復
元
よ
り
は
、

こ
う
い
う
カ
バ

i
そ
掛
け
る
だ
け
で
、
こ
こ
に

蝋
燭
が

A

一
本
立
っ
て
い
る
祭
域
が
日
比
え
主
す
が
、

立
派
に
教
会
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
格
好
よ
さ

で
す
。
こ
れ
を
日
本
で
や
っ
た
ら
持
く
て
は
梓
ら

せ
な
い
し
、
空
洞
品
質
が
か
か
り
す
ぎ
ま
す
。
で

も
、
と
て
も
H

阜
市
紋
な
一
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
無

写真 11

写真 12

理
に
後
一
冗
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
に
で
き
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
る
、
と
い
う

の
は
正
解
だ
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

量
世
界
遺
産
ベ
ル
ゲ
ン

つ
ぎ
は
、
世
界
滋
は
と
し
て
有
名
な
ベ
ル
ゲ

ン
の
判
で
す
c

、
へ
ん
ゲ
ン
の
プ
リ
ン
ゲ
ン
地
区

は
、
ま
さ
に
ハ
ン
ザ
問
践
の
滋
附
円
で
す
。
オ
ス

ロ
が
ぬ
町
民
ず
る
主

C
は
、
こ
こ
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー

最
大
の
都
ι
巾
で
し
た
c

港
町
の
中
、
船
日
日
一
が
泊

る
宿
舎
の
内
部
で
寸
、
カ
プ
セ
ル
ホ
テ
ル
的
タ

コ
却
原
で
す
（
写
真
門
川
）
c

写
真
川
上
は
、
土
日

い
木
造
介
一
沖
群
で
す
の
い
つ
の
慾
築
だ
と
聞
く

と
、
み
ん
な
図
っ
た
顔
合
し
ず
る
の
で
す
r

つ
ま

り
、
仰
向
も
火
事
に
選
っ
て
い
て
、
実
は
あ
ま

り
十
日
く
な
い
け
れ
と
も
、
北
日
の
ま
ま
再
怨
し
た

と一一一日う｝」
t

ど
の
よ
う
で
す
c

写
真
何
日
は
、
と
て
も
磁
力
的
な
笠
間
で
す
。

妻
入
の
木
造
分
出
仰
の
慨
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
隊

問
・
的
閥
次
が
あ
り
ま
す
夏
の
写
真
と
冬
の
写

が
政
べ
て
あ
り
ま
す
が
、
路
次
は
板
で
線
装

写真 13

写真 15

写真 14

13 



さ
れ
て
い
ま
す
一
雪
の
時
、
板
だ
と
滑
ら
な
い

、
ど
、
説
明
主
れ
ま
し
た
建
物
の
上
か
ら
飛
び

出
し
て
い
る
の
は
、
浴
車
で
す
コ
荷
物
を
、
上

階
の
食
療
に
入
れ
る
た
め
で
す
。

ベ
ル
ゲ
ン
市
の
文
化
財
担
当
者
に
、
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
奥
行
き
の
深
い
勝
次
の
…
郊

に
、
空
地
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
（
写
真
川
下
）
。

こ
ん
な
所
、
か
火
事
に
々
っ
た
ら
た
ま
っ
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
の
で
、
経
～
燐
防
比
帯
を
造
る

目
的
で
、
政
策
的
に
建
物
の
一
部
を
取
り
壊
し

た
そ
う
で
す
。
そ
の
と
き
の
判
断
と
し
て
は
間

違
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
と
な

っ
て
は
ひ
ど
い
こ
と
を
し
ま
し
た
と
、
反
省
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
や
は
り
、
火
事
が
怖
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
地
区
に
あ
る
ブ
ワ
ン
ゲ
ン
・
ミ
ュ

i
ジ

ア
ム
で
は
、
建
物
の
内
部
に
選
時
併
が
そ
の
ま
ま

保
存
さ
れ
、
そ
れ
が
外
部
ま
で
連
続
し
て
い
ま

す
。
外
の
遺
構
と
中
の
遺
構
を
、
連
続
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
、
憾
物
館
日
比
示
の
ユ
ニ
ー
ク

な
手
法
で
す
。

－
技
術
伝
承
の
童
委
性

i
ネ
パ

i
ル
｜

最
後
に
、
ネ
パ
ー
ル
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
私
は
、
二
五
年

i

問問、ネパ

i
ル
で
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
も
の
と
し
て

の
遺
構
保
存
で
は
な
く
、
技
術
伝
承
の
問
題
を

と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ネ
パ
！
ル
の
仕

事
で
は
、

O
D
A
の
主
う
に
大
金
を
持
っ
て
行

っ
て
、
店
本
の
ゼ
ネ
コ
ン
が
行
っ
て
と
い
う
仕

事
の
や
り
方
で
は
な
く
、
現
地
の
職
人
と
一
緒

に
や
る
こ
と
で
、
北
日
こ
の
間
の
人
々
が
造
っ
た

庶
民
の
良
い
建
築
の
技
術
を
、
川
内
生
さ
せ
よ
う
と

考
え
ま
し
た

j

写
真
市
は
、
一
八
段
紀
ぐ
ら
い
の
住
主
で
す
。

煉
瓦
の
援
が
ば
ら
み
、
亀
裂
が
入
っ
て
い
ま
す
。

道
路
も
煉
瓦
で
総
装
さ
れ
て
い
ま
す

U

捕
時
瓦
で

舗
装
さ
れ
た
道
路
を
東
が
定
る
と
、
建
物
ま
で

笈
動
が
伝
わ
り
、
盤
、
が
外
側
に
は
ら
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
ネ
パ
！
ル
建
築
が
共
通
に
持
っ
て
い

る
欠
点
で
す
の

ネ
パ

i
ル
で
ず
っ
と
調
査
・
研
究
を
続
け
、

イ
・
パ
ハ
。
パ
ヒ
と
い
う
仏
教
償
協
の
保
存
修

現
を
、
…
九
九

O
伝
ー
か
ら
六
年
ほ
ど
か
け
て
最

後
に
や
り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
修
理
合
ゃ
っ
た

か
と
い
う
と
、
縫
物
を
保
作
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
建
物
を
造
っ
た
技
術
を
次
の
世
代
に

伝
え
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、
こ
の
建
物
は
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
イ
・
ハ
ハ
・

パ
ヒ
は
中
庭
を
開
閉
む
形
式
の
建
築
な
の
で
す
が
、

割
引
の
臨
時
か
五
時
ご
ろ
協
が
昇
り
出
す
と
、
ま

ず
お
参
り
の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
お
灯
明
を
持

っ
て
訪
れ
ま
す
。
朝
の
七
時
か
八
時
吋
に
な
る
と
、

お
母
さ
ん
た
ち
が
洗
濯
物
を
持
っ
て
き
て
、
こ

こ
だ
け
に
水
道
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
の

水
道
で
洗
濯
を
始
め
ま
す
。
や
が
て
、
小
学
校

の
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。
午
後
に
な
る
と
、
今
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度
は
中
学
校
の
ー
授
業
、
が
始
ま
り
ま
す
ο

四
時
ご

ろ
に
な
る
と
、
お
父
ち
ゃ
ん
た
ち
が
帰
っ
て
き

て
、
博
打
を
始
め
る
、
と
い
う
よ
う
に
一
日
中

生
き
て
い
る
建
物
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
の
苦

労
も
あ
り
ま
し
た
。
一

O
日
な
ら
一

O
お
の
予

定
で
、
や
り
遂
げ
た
い
仕
事
を
決
め
て
、
ネ
パ

ー
ル
へ
出
か
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
建
物

を
維
持
し
て
い
る
グ
ッ
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
同
族

的
社
会
集
出
か
ら
「
き
ょ
う
娘
が
初
織
を
迎
え

た
か
ら
、
明
日
お
祝
い
の
宴
会
を
や
る
。
明
日

は
現
場
を
休
み
に
し
て
く
れ
」
と
か
言
わ
れ
て

闘
っ
て
し
ま
う
の
で
す
っ
本
当
に
生
き
て
い
る

の
で
す
。
い
ま
訪
ね
て
も
、
建
物
の
前
に
き
れ

い
に
花
を
並
べ
て
、
と
て
も
よ
く
使
っ
て
く
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
前
に
立
っ
て
い
る
電
柱
は
、

子一

O
年
前
に
ど
け
て
く
れ
る
と
い
う
約
束
を
し

た
の
に
、
今
で
も
ど
い
て
い
ま
せ
ん
ィ
こ
れ
が

ネ
パ

j
ル
と
い
う
隠
の
や
り
方
で
す
。

修
球
は
、
地
元
の
大
工
さ
ん
と
私
た
ち
が
一

緒
に
や
り
ま
す
。
一
千
斧
な
ど
、
伝
統
的
な
道
具



を
使
い
、
瓦
は
土
で
同
刊
さ
え
て
も
ら
い
ま
し
た

（
写
真
げ
て
煉
瓦
も
足
り
な
い
分
だ
け
、
歴

史
的
な
サ
イ
ズ
で
焼
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
野

焼
き
で
す
ロ
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
の

で
す
が
、
今
の
ネ
パ
ー
ル
に
は
イ
・
パ
ハ
・
パ

ヒ
を
建
て
た
時
の
よ
う
な
浅
間
聞
は
あ
り
ま
せ
ん
。

解
体
修
理
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ん
な
す
ご

い
技
術
が
皆
は
あ
っ
た
ん
だ
と
実
感
し
て
も
ら

い
、
建
物
だ
け
で
な
く
技
術
を
斡
ヤ
り
せ
よ
う
と

考
え
た
わ
け
で
す

建
前
の
儀
式
で
は
、
山
芋
を
川
崎
弘
が
関
わ

さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
山
羊
を
お
し
十
に
迷
れ
て
い

っ
て
、
羽
の
前
で
末
期
の
水
を
欽
ま
せ
て
や
日
を

務
と
し
て
ん
上
け
設
と
し
ま
し
た
そ
の
牛
一
け
賛

に
し
た
山
羊
が
、
一
。
分
後
に
カ
レ
ー
に
な
っ

て
出
て
く
る
の
を
食
へ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
脇
に
ち
ゃ
ん
と
媛
が
設
い
で
あ
り
、

結
構
し
ん
ど
い
も
の
で
し
た
へ

－
都
市
遺
構
を
生
か
し
た
町
づ
く
り

i
台
湾
｜

実
は
、
一
昨
日
、
台
湾
か
ら
川
町
っ
て
き
ま
し

た
ロ
台
湾
の
文
化
財
保
作
は
、
ご
二
数
年
急
速

な
進
歩
を
遂
げ
て
い
ま
す
〉
積
極
的
な
利
活
用

に
間
関
し
て
は
、
日
本
の
先
安
ぶ
い
て
い
ま
す

台
湾
で
文
化
財
保
存
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
と

親
し
く
な
り
、
一
緒
に
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
聞
い
て
き
ま
し
た
。

新
竹
と
い
う
、
台
北
か
ら
車
で
一
時
間
ぐ
ら

い
の
附
円
で
す
。
ア
ジ
ア
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
と

い
わ
れ
る
最
先
端
の
町
で
す
。
こ
の
問
に
は
、

か
つ
て
の
域
機
が
あ
り
ま
す
ロ
今
も
水
を
湛
え
、

魅
力
的
な
都
市
景
観
を
作
っ
て
い
ま
、
す
。
こ
の

城
犯
の
横
に
、
城
聞
け
が
あ
り
ま
し
た
コ
こ
の
城

内
は
ち
ょ
っ
と
い
ん
ち
き
で
す
。
下
の
に
い
ば
は

本
物
で
す
が
、

I
J
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
す
ω

こ
の
帯
の
道
路
を
整
依
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
凶
棋
倒
明
と
そ
こ
に
架
か
っ
て
い
る

僑
が
邪
魔
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

城
堀
は
暗
渠
と
し
ま
し
た
。
博
明
の
遺
械
を
ど
う

し
よ
う
か
と
い
う
の
で
、
発
掘
調
資
を
し
た
と

こ
ろ
、
数
役
代
の
橋
の
透
構
が
見
つ
か
っ
た
そ

う
で
す
c

写
真
山
の
よ
う
に
、
選
出
柄
を
保
存
し

た
、
す
り
鉢
状
の
公
聞
幽
が
仲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
企
倒
で
す
。

幽
田
発
擬
成
果
の
共
省
が
課
題

以
上
で
す
が
、
私
が
最
後
に
申
し
上
げ
た
い

の
は
、
議
檎
の
保
存
・
沼
田
川
は
、
法
措
情
破
壊
の
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エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
程
度
の
軽
い
話
で
は
な
い
と

一
一
一
日
う
こ
と
で
す
の
都
市
は
歴
史
の
上
に
し
か
成

り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
常
に
認
識
で
き
る
環

境
を
作
る
こ
と
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
責

務
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
空
を
超
え
て
抑
制
市
の

記
憶
を
共
有
で
き
る
、
も
の
す
ご
く
楽
し
い
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

考
古
学
の
発
拙
現
場
の
北
町
見
の
総
力
を
、
多

く
の
人
に
共
有
し
て
欲
し
い
と
閉
山
い
ま
す
し
、

次
の
役
代
へ
も
伝
え
た
い
と
浮
い
ま
す
。

波
多
野
純
／
は
た
の
じ
ゅ
ん
。
日
本
工
業
大

学
工
学
部
建
築
学
科
教
授
。
一
九
四
六
年
神
奈
川

県
生
ま
れ
。
東
京
工
業
大
学
現
工
学
部
建
築
下
科

卒
業
。
工
学
博
士
。
審
事
に
一
江
戸
城
日
＼
域
郭

侍
寝
敷
古
関
集
成
て
「
後
原
江
戸
の
町
」
、
「
子
。

由
記
込
込
Y

凶切I

仲認。口出
ω
件。
M

W

命的。同
Z
。沼凶同一（北〈拡告）、

「
都
市
と
共
肉
体
一
（
F
）
（
共
著
）
、
コ
江
戸
名
所

開
凶
扉
風
の
世
界
」
（
共
著
）
、
「
歴
史
文
化
e

最
観

の
保
全
と
再
生
の
あ
り
方
報
告
書
し
（
主
査
可
「
間

指
定
史
跡
吋
山
出
品
和
続
ヤ
閉
鎖
跡
い
西
側
一
江
捕
建
造

物
復
元
工
事
報
告
書
L

へ
編
著
）
が
あ
る
。

江
戸
の
武
家
用
品
教
の
都
市
吏
的
研
究
、
絵
爾
生

料
に
よ
る
江
戸
の
都
市
景
観
内
海
照
的
研
究
、
ド

パ
ル
に
お
け
る
仏
教
僧
仲
間
の
研
究
と
保
搭
に
た

ず
さ
わ
る
。
長
崎
出
島
、
佐
賀
城
本
丸
御
殿
な
ど

遺
構
を
保
存
し
、
夜
原
建
物
を
建
て
る
仕
事
に
も

取
り
組
む
。

15 



事
例
報
告
（
1）

江
戸
城
関
連
遺
構
の
保
存
と
活
用後

藤
宏
機

「
戸
城
関
連
遺
構
の
保
存
と
活
用
」
と
い

う一ア

1
7
で
、
三
つ
の
お
話
を
し
ま
す
c

一一機

関
は
「
江
戸
城
と
は
ど
の
よ
う
な
遺
跡
な
の
か
へ

一
番
目
は
事
例
を
、
一
二
県
骨
院
は
こ
の
あ
と
の
討

論
で
誌
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
ο

結
論
は
、
お
川
川
先
生
の
発
淡
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
ど
の
よ
う
に
東
京
の
江
戸
遺
跡
を
後
俗
、

活
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
の

そ
れ
に
は
「
期
叫
ん
ふ
」
と
「
計
画
」
の
二
つ
が

重
要
で
す
合
様
々
な
遺
跡
を
発
椀
潟
査
し
て
い

ま
す
が
、
と
て
も
援
要
ー
一
遺
跡
や
、
そ
う
で
も

な
い
遺
跡
も
確
か
に
あ
り
ま
す
。
遺
跡
を
文
化

財
と
し
て
評
価
を
し
、
地
域
の
廃
史
と
ど
う
か

か
わ
り
を
も
た
せ
る
か
、
そ
う
い
う
方
向
性
が

大
事
で
す
c

今
ま
で
遺
跡
を
似
川
州
事
例
と
し
て
保
存
や
市

郊
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
全
体
計
画
の

中
に
、
位
震
対
つ
け
る
謀
本
方
針
が
葉
市
宜
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
「
技
術
的
な
手
法
」
と
「
体
制
整

僚
の
手
法
」
を
活
用
し
ま
す
。

前
者
で
は
、
波
多
野
先
生
が
な
さ
っ
て
い
る

建
築
の
保
存
や
活
用
と
い
う
の
を
取
り
入
れ
る

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
遺
跡
の
発

抑
制
も
限
定
的
に
行
い
、
全
体
を
保
存
し
て
整
備

し
て
お
か
し
て
い
く
活
別
も
あ
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
く
、
あ
る
い
は

遺
構
を
沫
凶
に
表
一
一
ぶ
し
て
い
く
な
ど
、
様
々
な

緩
や
か
な
手
法
も
考
え
な
が
ら
、
遺
跡
を
そ
の

場
で
展
ぶ
し
た
り
、
吋
消
尽
し
た
り
と
い
う
技
術

的
な
手
法
な
い
と
も
、
き
ち
ん
と
議
論
を
し
て
佼

霞
づ
け
て
い
く
こ
と
も
必
閉
店
で
す
c

後
者
の
「
体
制
整
備
の

F
法
」
は
、
特
に
土

地
の
所
有
者
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
、
遺

跡
の
発
掘
調
酬
査
を
し
て
保
存
、
活
用
し
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
外
部
の
人
た
ち
の
理
解

と
協
力
会
）
得
て
い
く
手
法
も
必
要
と
い
う
こ
と

で
す
。こ

の
二
つ
の
手
法
と
全
体
計
画
を
、
き
ち
ん

と
佼
壁
品
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
江
戸
城
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
遺

跡
で
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
計
画
で
活
用
が

で
き
る
の
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

因
。
。
年
前
の
闘
庶
民
民
八
年
（
ニ
ハ

0
…二年）

に
天
下
普
請
、
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
て
、
江

戸
城
が
毅
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
ω

「
別
本
慶
長
江

戸
図
」
と
「
山
班
長
江
戸
町
凶
」
は
、
慶
長
期
の
は

一
戸
城
普
請
の
前
後
を
表
し
た
同
凶
で
す
。
こ
こ
で

は
、
日
比
谷
入
江
が
ま
だ
入
江
と
し
て
残
っ
て
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い
ま
す
。
本
丸
、
い
ま
謀
総
外
犯
に
な
っ
て
い

る
函
の
丸
下
、
聞
の
丸
と
い
う
大
ま
か
な
骨
格

み
た
い
な
も
の
は
、
開
閉
幕
す
る
以
前
に
で
き
て

い
ま
し
た
。
た
だ
、
普
議
後
の
主
う
な
整
備
さ

れ
た
城
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

出
班
長
…
一
年
（
二
ハ

O
六
年
）
に
第
一
次
天

下
普
誇
で
江
戸
城
が
成
烹
し
て
い
き
ま
す
。
本

丸
、
西
の
丸
、
吹
上
の
中
に
各
大
名
の
屋
敷
が

あ
っ
た
時
代
を
図
は
表
し
て
い
ま
す
。
聞
の
丸

下
、
大
名
小
路
と
い
う
現
在
も
残
っ
て
い
る
江

戸
城
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

慶
長
江
戸
図
に
者
百
し
ま
す
と
、
慶
長
期
は

土
塁
を
食
遠
い
合
わ
せ
た
だ
け
で
、
あ
ま
り
石

焔
一
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

次
の
時
代
の
元
和
・
寛
永
一
雨
期
に
な
り
ま
す
と
、

石
垣
で
築
い
た
判
明
形
門
に
な
り
ま
す
。

江
戸
城
は
寛
永
一
一
二
年
（
一
六
三
六
年
）
に

最
後
の
工
事
が
行
わ
れ
て
完
成
し
ま
す
が
、
そ

れ
よ
り
も
一
段
階
前
の
江
戸
城
を
指
し
示
し
て

い
る
図
、
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
寛
永
九
年
（
一

六
一
二
二
年
）
の
「
武
州
登
島
郡
江
戸
庄
図
」
で

す
c

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
大
手
門
は
い
ま
の
析

形
聞
け
の
域
内
に
な
っ
て
い
ま
寸
。
ま
た
、
江
戸

城
の
西
半
分
が
搭
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

寛
永
一
二
一
一
年
に
は
江
戸
城
の
総
構
え
、
外
堀
の

整
備
が
完
全
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

図
ー
は
、
江
戸
城
の
外
堀
の
完
成
し
た
姿
で
、



、、く

そ
の
外
側
は
、
い
わ
ゆ
る
御
府
内
と
呼
ば
れ
る

江
戸
市
中
の
範
隙
で
す
コ
架
線
、
二
葉
線
、
点

線
の
↓
一
一
一
線
は
、
江
戸
城
の
総
構
え
を
巡
る
堀
で

す
。
い
ま
は
こ
の
辺
り
は
祭
印
刷
、
出
世
日
山
外
苑
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
ぞ
れ
が
内
郭
、
そ
れ
な
取

り
囲
む
よ
う
に
隅
田
川
が
あ
っ
て
、
浅
草
橋
か

ら
ず
っ
と
螺
旋
状
に
巡
る
外
堀
が
築
か
れ
て
い

写草 1

ま
す
。
牛
込
か
ら
赤
坂
は
寛
永
一
三
年
に

最
終
的
な
工
事
で
築
か
れ
た
範
到
に
な
り

宇品

ιサ
。江

戸
城
は
ほ
ぼ
千
代
間
区
を
お
め
る
範

囲
で
、
泌
総
は
外
郭
で
一

O
O
O
M
程
度

で
す
。
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
城
で
す
。

凶
の
堂
大
線
が
、
特
別
史
跡
江
戸
城
跡
、

史
跡
江
一
戸
減
外
堀
跡
で
史
跡
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
c

…
一
環
線
は
郷
、
と
し
て
残
っ
て
い

る
範
凶
で
、
点
線
は
思
め
立
て
ら
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
。
印
の
地
点
は
石
坂
が
残

存
、
活
用
、
保
存
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

示
し
て
い
ま
す
。

江
戸
城
は
、
台
地
と
低
地
の
部
分
に
縄

張
り
を
す
る
減
で
、
そ
の
地
形
的
な
特
徴
が
、

遺
跡
】
と
し
て
の
差
で
現
わ
れ
ま
す
。

写
真
1
は
、
千
鳥
ケ
州
聞
か
ら
竹
橋
に
向
か
う

道
路
か
ら
見
え
る
風
景
で
す
。
千
鳥
ケ
洲
は
ム
同

地
の
中
に
縄
張
り
を
し
て
伺
怖
を
造
っ
た
所
で
す
。

鉢
巻
土
壌
と
っ
て
、
土
塗
を
使
っ
て
守
る
構

写真2

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
低
地

の
納
付
橋
は
、
坂
で
下
っ
て
行
く
と
、
地
洛
ち
際
の

一
明
、
が
歩
い
て
い
て
分
か
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

所
で
は
、
い
き
な
り
高
い
お
以
が
出
現
し
ま
す

（
写
宮
古

2
）

G

大
手
町
町
、
日
比
川
竹
に
ぷ
ど
る
ま
で

低
地
で
す
が
、
こ
の
そ
び
え
た
つ
高
い
お
お
一
が

な
戸
城
の
防
御
の
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
城
は
、
大
手
門
な
ど
の
祈
形
開
け
や
憶
が

い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

ovm
土
見
燃
や
院
の

丸
に
は
伏
見
櫓
、
多
鴎
櫓
が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
天
守
合
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
江
戸
械
の

遺
構
が
現
作
し
て
い
ま
す
。

特
に
石
垣
は
良
好
に
残
っ
て
い
て
、
防
総
拙
慌

の
所
の
石
垣
は
、
公
開
聞
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

高
い
右
組
が
造
れ
な
い
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
江
戸
城
が
慶
長
燃
の
天
下
普

諮
の
前
後
に
体
裁
を
整
え
て
い
く
中
で
、
日
成
知
加

に
造
ら
れ
た
右
誠
一
で
、
階
段
状
に
造
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
に
、
打
込
ハ
ギ
と
い
う
石
垣
、

切
込
ハ
ギ
と
い
う
煉
瓦
積
に
近
い
石
垣
も
あ
っ

て
、
石
墳
の
歴
史
が
分
か
る
形
で
白
川
町
民
間
辺
に

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
、
県
総
の
中
の
石
板
、
か
緩
ん
で
き
て
、

修
復
工
事
会
す
る
た
め
、
江
戸
城
の
中
で
様
々

な
誠
査
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
多
問
問
抽
惜

の
遺
憾
が
一
郎
見
つ
か
り
、
解
体
し
た
上
、
全

く
同
じ
形
に
修
復
し
て
、
ま
た
上
に
反
し
て
い

主
す
。
そ
の
ほ
か
に
、
櫓
跡
も
埋
も
れ
て
い
ま

す。

17 



江
戸
城
外
場
跡
は
、
牛
込
か
ら
赤
坂
に
か
け

て
の
台
地
の
中
に
い
く
つ
も
谷
、
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
利
用
し
て
掘
が
選
ら
れ
、
土
巾
廷
が
あ
り
、

い
ま
は
遊
歩
道
】
と
し
て
歩
け
ま
寸
。

μ

由
仙
の
聞
け
辺
り
で
は
石
絞
が
い
ぶ
ん
仕
し
ま
す
。
ま

た
、
江
戸
城
の
外
織
の
中
で
は
檎
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
の
で
す
が
、
潟
池
の
辺
り
に
檎
が

二
か
所
あ
っ
て
、
そ
の
一
郊
の
品
川
一
七
が
保
保
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
文
紡
科
学
徒
の

中
に
、
石
坂
が
一
部
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
堀
の
中
に
牛
込
・
四
谷
・
赤
坂
内
な
と
の

城
内
が
あ
り
ま
す
。
大
半
の
域
内
は
撤
廃
さ
れ
、

一
郎
影
は
践
し
て
い
な
い
の
で
寸
が
、
い
く
つ
か

の
遺
跡
の
発
掘
調
交
や
、
史
跡
の
現
状
変
廷
の

中
で
、
石
山
川
一
が
山
山
て
き
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

間
聞
が
竹
内
は
部
分
的
に
石
垣
、
だ
け
が
残
っ
て
い

ま
す
。
ロ
ー
タ
リ
ー
の
所
は
ま
る
ま
る
域
内
で
、

波
櫓
問
、
ど
潟
麗
門
が
あ
り
ま
し
た
。
ト
イ
レ
の

改
修
時
に
、
石
川
ほ
が
出
土
し
、
お
お
よ
そ
析
形

門
の
復
元
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
タ
イ
ル

の
一
部
を
変
え
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
表
示
だ

け
で
す
が
、
説
明
板
を
設
援
し
て
、
タ
イ
ル
を

変
え
た
畑
山
ハ
月
が
、
も
と
も
と
の
祈
形
門
の
一
部

が
あ
っ
た
所
と
い
う
炎
心
を
し
て
い
ま
す
。

牛
込
の
内
に
つ
い
て
も
説
明
板
を
設
詮
さ
せ

て
も
ら
い
、
判
明
形
内
全
体
の
構
造
を
説
明
し
て

い
ま
す
。
外
婦
の
山
中
で
石
材
、
か
は
怖
の
尚
倒
閣
に
残

っ
て
い
る
唯
一
の
川
相
形
間
い
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

富
七
日
比
教
会
を
巡
っ
と
き
に
石
尚
一
の
石
が

出
て
き
て
、
「
蜂
須
賀
間
阿
波
守
」
と
、
ま
さ
に
石

河
一
安
巡
っ
た
大
名
の
名
前
が
書
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
近
く
に
移
築
し
て
表
示
し
て
い
ま
す
。

文
部
科
学
翁
の
江
戸
城
外
堀
跡
は
部
分
的
に
、

史
跡
に
出
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
c

そ
こ
に
大
規
模

な
海
開
発
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
調
査
を
し

た
と
こ
ろ
、
高
さ
六

m
以
上
の
石
組
や
、
長
さ

一一…

c
m以
上
の
新
た
に
発
見
さ
れ
た
石
擦
も
あ

り
、
す
べ
て
余
凶
保
存
し
て
、
手
で
触
れ
て
石

穏
を
見
え
る
形
に
繋
備
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

東
京
駅
か
ら
は
、
第
一
期
間
の
発
掘
務
査
の

と
き
に
、
八
重
洲
口
に
約
一
一

O
O
m
の
石
湿
が

出
て
き
ま
し
た
。
お
垣
の
現
地
保
存
は
難
し
い

の
で
す

J

、
か
、
石
川
後
楽
園
の
築
地
塀
の
干
に
お

短
一
を
復
元
し
て
い
ま
す
。
路
面
上
に
、
こ
れ
が

江
戸
城
外
堀
跡
の
右
湿
で
あ
る
と
い
う
表
示
を

し
ま
し
た
。
現
地
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
東
京
駅
か
ら
山
似
て
き
た
石
垣
を
、
千
代
的

阪
の
隣
の
文
京
区
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
橋
川
川
の
石
沼
一
は
、
護
岸
改
修
で
壊
さ
れ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
一
わ
が
一
、
か
羽
山
内
仔

に
使
わ
れ
て
、
い
ま
も
残
っ
て
い
ま
す
c

ま
た
、

…
回
解
体
し
た
も
の
が
丸
紅
の
裏
側
に
rn
対一と

し
て
尚
生
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
行
比
谷

公
園
の
中
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

江
戸
城
外
相
怖
の
石
M
一
が
千
代
田
区
内
作
所
で
残

っ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
を
活
用
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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写
真

3
は

、

ど

も

逮
が
船
に
乗
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
千
代
田

区
の
中
で
、
文
化
財
な

ど
を
頑
張
っ
て
公
開
し

て
い
る
人
た
ち
が
い
て
、

「
神
問
川
船
の
会
」
と

い
う
図
体
を
つ
く
っ
て
、
毎
年
二
郎
小
学
生
を

対
象
に
し
て
、
神
田
川
、
日
本
橋
川
合
紹
介
す

る
事
業
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
千
代
田
区

と
提
携
し
て
、
年
に
一
回
大
人
を
対
象
と
し
て

神
田
川
と
岡
本
橋
川
を
巡
る
コ

1
ス
も
あ
り
ま

す
。
二
年
ぐ
ら
い
待
た
な
い
と
船
に
乗
れ
な
い

と
い
う
ぐ
ら
い
、
非
常
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

川
か
ら
あ
法
令
眺
め
る
と
か
、
お
茶
の
水
の
渓

谷
を
眺
め
る
な
ど
、
普
通
で
は
丸
ら
れ
な
い
体

験
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
人
気
の
あ

る
コ
ー
ス
で
す
。

写真 3

後
藤
宏
樹
／
ご
と
う
ひ
ろ
き
。
千
代
田
区
立

凶
番
町
歴
史
民
俗
資
料
館
学
主
員
。
一
九
六
一
年

熊
本
県
生
ま
れ
。
東
洋
大
学
主
学
部
吏
芋
科
卒
業
。

廓
撃
院
大
向
学
大
芋
院
文
学
研
究
科
考
古
学
専
攻
修

L
L

課
程
修
了
。
千
代
田
区
教
育
委
員
会
。
著
書
に

江
戸
遺
跡
出
士
金
器
の
変
化
と
特
質
『
間
四
畢
続

雑
誌
い
九
一
二
巻
二
一
号
、
「
民
具
学
と
考
古
学
」

『
民
具
マ
ン
ス
ワ
l
』
二
五
寺
三
号
、
叶
博
物
舘
に

お
け
る
文
化
財
情
報
シ
ス
テ
ム
ド
つ
い
て
、
一
1

問幽

撃
仲
間
大
畢
博
物
館
学
紀
要
』
、
吋
発
掘
が
諮
る
千
代

間
の
歴
史
い
（
千
代
田
区
教
育
委
員
会
屯
行
）
（
共

著
）
、
「
大
江
戸
地
下
探
絵
遺
跡
に
み
る
江
戸
」

『
関
税
大
江
戸
ウ
ォ
！
ク
マ
ガ
ジ
ン
別
冊
歴
史

読
本
』
が
あ
る
。

江
戸
遺
跡
か
ら
都
市
江
戸
の
開
発
を
探
る
c



事
例
報
告
（

2
）

汐
留
遺
跡

佐
藤

聞
『
汐
閉
陣
濠
跡
』
の
活
問
問
と
現
状

今
日
は
「
よ
み
が
え
れ
江
戸
遺
跡
」
と
い
う

チ
！
？
で
、
滋
口
比
東
釈
は
畑
一
丁
目
に
あ
り
ま
す

汐
留
選
跡
の
発
同
問
調
交
に
上
っ
て
発
閑
却
さ
れ
た

成
果
の
前
倒
例
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

現
段
「
シ
オ
サ
イ
ト
」
と
い
う
名
称
で
符
名

な
綴
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
ニ
ニ
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の

初
め
に
か
け
て
の
遺
構
内
市
丹
市
娼
さ
れ
ま
し
た
。

火
名
段
数
〈
終
野
議
脇
坂
家
。
仙
台
溜
伊
逮
家
回

会
津
落
保
科
家
等
）
の
跡
や
新
総
停
車
場
の
跡

が
、
霊
峰
的
に
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

ぬ
加
同
刑
務
交
に
よ
っ
て
、
大
名
足
掛
棋
の
礎
石
、

上
水
、
ド
ル
小
、
酬
明
、
船
入
場
、
そ
の
他
多
く
の

士
木
工
事
跡
と
、
山
新
体
川
一
作
成
山
怖
と
そ
の
関
速

の
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
に
佼
わ
れ
た
陶
磁
器
鎖
、
金
紙
製
品
、
木
製

品
、
石
製
品
、
か
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
発
掘
事
例
を
託
怖
に
、
そ
の
中
の
遺
構
等

が
ど
の
上
う
な
形
で
保
存
さ
れ
、
ま
た
活
附
さ

れ
て
い
る
か
を
写
真
で
ご
説
開
明
い
た
し
ま
す

J

汐
同
開
遺
跡
目
体
は
、
私
ど
も
東
京
都
哩
議
文

化
財
セ
ン
タ
ー
が
、
一
平
成
凶
作
中
（
千
九
九
一
年
）

か
ら

γ
成
二
二
一
年
（
一
一

0
0
…
年
）
ま
で
稔
掘

調
佼
を
文
総
し
ま
し
た
。
一
一
…
次
に
わ
た
る
被
告

書
を
刊
行
し
、
い
ま
最
終
の
報
北
口
祭
を
詩
い
て

い
ま
す

ま
ず
江
戸
遺
跡
と
し
て
、
発
見
さ
れ
た
も
の

の
保
存
と
活
問
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。

後
藤
さ
ん
の
お
話
に
あ
っ
た
寛
永
九
年
（
一

六
三
二
年
）
「
武
州
山
凡
児
島
郡
江
戸
庄
図
」
の
少
し

あ
ー
ど
の
時
期
に
、
仙
台
の
伊
迷
詩
情
が
燈
敷
地
と

し
て
日
比
谷
入
江
の
若
草
原
の
土
地
を
拝
後
し
ま

す
。
日
南
教
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
大
士
木
工

事
が
爽
施
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
広
大
な

A

面
積
の

土
地
に
杭
列
を
例
列
も
打
っ
て
、
竹
を
川
柳
に
組

ん
で
士
一
傾
工
事
を
し
、
土
地
道
成
を
行
っ
て
い

攻

写糞 1

ま
す
。
写
真
ー
は
、
七
ωM
仁
事
の
杭
列
を
丹
市
掘

務
査
し
て
い
る
状
況
で
す
の

写
真
2
は
、
そ
の
一
郎
を
保
存
す
る
た
め
に
、

制
引
き
取
り
工
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ

の
判
判
ぎ
取
っ
た
も
の
は
、
江
戸
市
米
以
煉
物
館
に

常
設
制
服
一
市
小
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
巡
り
の
汐
wm
か
ら
銀
爪
へ
向
か
っ
て
の

途
中
に
歩
法
橋
が
あ
り
ま
す
多
国
織
を
新
し

く
架
け
直
す
に
吋
し
に
つ
て
、
東
4

門
町
小
都
の
建
設
局

、
が
、
脇
坂
家
か
ら
出
た
神
社
で
使
わ
れ
て
い
た

手
水
鉢
を
仰
と
か
箔
用
で
き
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
写
真
3
の
主

う
に
、
歩
道
橋
の
階
段
の

F
に
説
明
板
と
EJ
水

鉢
を
置
い
て
活
用
し
た
の
で
す
。
実
は
こ
こ
に

は
、
人
が
住
み
蓑
か
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味

も
含
め
て
活
苅
を
図
っ
た
の
で
す
が
、
し
っ
か

り
と
居
成
っ
て
い
る
人
が
い
ま
し
て
、
官
7

交
を

撮
っ
て
も
ど
ク
と
も
し
な
い
と
い
う
状
態
で
す
。

写真 2

写真3
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変
な
活
問
市
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
な
と
い
う
の

が
こ
の
事
例
で
す
。

明
治
五
年
〈
日
八
七
二
年
）
に
新
橋
停
議
場

が
間
開
業
し
ま
す
が
、
写
真
4
は
、
そ
の
こ
ろ
の

機
関
車
の
転
車
か
で
す
。
こ
の
転
車
台
は
、
平

成
留
年
（
一
九
九

3

一
年
）
、
発
同
闘
が
ス
タ

i
ト
し

た
こ
ろ
に
発
凡
さ
れ
ま
し
た

G

い
く
つ
か
の
市

民
団
体
等
か
ら
何
と
か
保
存
で
き
な
い
か
と
い

う
話
が
あ
り
ま
し
て
、
事
業
者
と
協
議
を
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
現
地
保
存
は
で
き
な
い
が
、

移
築
し
て
何
と
か
保
存
を
寸
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
お
を
全
部
取
り
上
げ
て
、
一

0
年
間
ほ
ど

小
肢
の
中
に
し
ま
っ
て
お
き
ま
し
た
。

街
区
の
完
成
に
向
か
っ
て
保
管
さ
れ
た
転
議

台
は
、
明
世
什
枕
の
鉄
道
の
東
側
で
確
認
さ
れ
た
も

の
で
す
。
西
側
の
も
の
は
新
織
の

J
R
A
馬
券

売
場
の
建
物
前
の
広
場
に
、
転
業
ム
ロ
の
石
材
を

伴
的
関
川
し
た
そ
一
一
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
説
明
板
も

埋
め
込
ま
れ
て
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。

写
真
5
で
日
比
ら
れ
る
よ
う
に
、
転
車
ム
刊
の
丸

く
並
べ
ら
れ
た
一
ふ
と
内
側
の
丁
引
と
外
側
測
の
石
と

を
変
え
て
、
転
出
千
台
が
分
か
る
よ
う
に
と
工
夫

し
た
の
で
す
が
、
人
が
つ
ま
ず
か
な
い
主
う
に

災
っ
平
に
造
っ
て
く
れ
た
の
で
、
低
い
佼
設
か

ら
見
る
と
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

J
R
A

の
上
の
ほ
う
か
ら
見
る
と
よ
く
分
か
る
の
で
は

な
い
か
と
患
い
ま
す
。
二
応
こ
こ
に
移
築
し
て

活
用
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
表
柄
引
し
た
と

い
う
レ
ベ
ル
だ
と
忽
い
ま
す
。

写
真

6
は
新
橋
停
叢
場
の
駅
舎
と
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
の
全
体
で
す
。
手
前
が
銀
座
側
に
な

り
ま
す
。
中
央
下
部
分
は
、
昭
和
国

O
年

三

九
六
五
年
）
に
指
定
さ
れ
た
「
新
橋
・
横
浜
関
川

鉄
道
起
点
」
と
い
う
国
の
史
跡
で
、
広
さ
は
約

一
七

0
2
m
で
寸
c

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
線
認
さ

れ
ま
し
た
の
は
、
ま
ず
手
前
の
部
分
に
な
り
ま

写真4

写真 5
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す
が
、
駅
舎
の
跡
、
そ
し
て
先
に
す
ぐ
怨
び

る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
す
ホ
ー
ム
の
長
さ
は

一
五
…
一

m
m羽
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
跡
を
全
体
に

拡
大
し
て
、
是
非
残
し
た
い
と
長
レ
こ
と
協
議

を
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
ま
だ
街
区
叶
ゅ
の
〈
正

体
の
建
築
計
闘
が
一
切
決
ま
っ
て
い
な
い
段
階

の
協
議
で
し
て
、
仰
と
か
残
せ
な
い
か
と
い
う

話
を
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ホ
！
ム
の
臣
賞
さ

の
…
二
五

m
ま
で
は
現
状
で
残
そ
う
と
い
う
こ
と

で
、
一
一
一
五

m
ま
で
残
り
、
そ
れ
以
外
の
ホ
！
ム

部
分
は
調
査
を
し
て
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
に
「
出
新
橋
停

車
場
跡
」
と
し
て
史
跡
の
一
部
解
除
・
追
加
指

定
・
名
称
変
更
が
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
、
平
成

…
二
年
（
二

0
0
0年
）
に
駅
舎
復
元
に
あ
た

っ
て
追
加
指
定
・
一
部
解
除
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

相
号
室
問

7
は
復
元
さ
れ
た
新
橋
停
一
車
場
の
正

写糞 6

写真7



面
の
状
況
で
す
。
東
日
本
鉄
道
文
化
財
防
が
管

理
し
て
い
て
、
建
物
た
側
部
分
が
日
明
ぷ
等
の
博

物
館
的
続
投
に
な
っ
て
い
て
、
時
切
り
の
大
部
分

は
防
総
・
食
品
夜
等
の
利
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

写
真

8
は
釈
品
川
口
の
築
制
問
か
ら
阿
見
た
料
情
況
で
、

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
鉄
道
起
点
の
徳
一
応
状
況
で

す
J

写
真
で
も
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
建
物
の

外
側
に
い
ろ
い
ろ
な
守
一
伝
者
桜
等
が
な
い
と
こ

ろ
が
す
っ
き
り
ー
と
し
て
い
て
い
い
と
思
い
主
す
。

こ
れ
は
文
化
げ
の
強
い
ご
指
導
が
あ
っ
た
と
三

わ
れ
ど
い
ま
す

J

写
真
9
は
出
版
示
場
の
部
分
で
す
。
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
持
っ
て
汐
留
遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
の

展
示
を
兇
て
い
る
人
た
お
に
出
会
い
ま
し
た
。

足
下
の
ガ
ラ
ス
の
下
に
史
跡
の
一
部
で
あ
る
町
駅

舎
の
基
縫
が
見
ら
れ
、
こ
の
上
は
歩
け
る
状
態

で
日
出
ぶ
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
面
玄
問
問
の
階
段
、
駅
舎
建
物
の
基
礎
、

写真8

プ

ラ
ッ
ト
ホ
j
ム
の
基
礎
の
一
部
は
、
ガ
ラ
ス
越

し
に
史
跡
の
現
状
を
兇
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
ま
の
3

と
こ
ろ
、
ま
だ
カ
ど
は
生
え
て
い
ま
せ

ん
が
、
い
つ
生
え
る
か
不
安
で
す
。

現
夜
、
汐
奴
に
は
、
日
間
史
跡
「
山
刷
新
橋
終
日
泡

場
跡
」
の
上
に
そ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
い
う
か
復
元

駅
長
口
が
中
絞
っ
て
い
ま
寸
。
こ
れ
は
文
化
庁
と
長

い
間
協
議
を
し
た
紡
川
市
で
す
。
悶
の
史
跡
に
つ

い
て
は
、
現
状
を
一
切
動
か
し
て
は
な
ら
な
い
。

上
へ
も

F
へ
も
、
右
も
友
も
動
か
し
た
ら
史
跡

で
は
な
い
と
い
う
の
が
基
本
的
な
鰭
念
で
あ
る

こ
と
を
磯
認
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
史
跡
を
動

mさ
な
い
の
な
ら
、

史
跡
の
上
と
下
の
活
用
に
つ
い
て
は
や
む
を
得

な
い
の
で
は
な
い
か
。
特
に
東
京
で
は
土
地
の

価
格
の
高
い
所
は
、
何
と
か
手
法
を
考
え
て
史

跡
を
残
す
手
法
を
と
る
な
ら
ば
、
上
し
ら
干
の
活

用
に
つ
い
て
は
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

写真9

う
話
を
受
け
て
、
駅
舎
墓
機
l

ど二一

r
a
m
の
ホ

i

ム
が
残
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す

新
橋
停
車
場
の
下
も
活
用
さ
れ
、
人
士
郎
約
に

地
下
駐
車
場J

で
す
。
ま
た
、
上
は
一
飢
え
ら
れ

る
状
態
に
す
る
た
め
、
ガ
ラ
ス
で
被
っ
て
、
そ

れ
以
外
は
士
擦
り
を
し
て
、
新
し
い
そ
ニ
ュ
メ

ン
ト
会
造
っ
て
訴
期
し
て
い
ま
す
。

汐
問
自
で
は
、
そ
れ
以
外
に
七
い
ろ
い
ろ
し
乙
出

土
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
仰
い
途
家
の
般
教
に

あ
っ
た
正
門
跡
の
石
敷
で
す
。
自
」
れ
は
、
仙
台

市
が
主
同
築
城
の
所
で
、
是
非
前
向
片
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
漬
け
て
あ
り
ま
す
の
新
橋
停
来
場

の
火
力
発
電
所
の
煙
突
蒸
礎
に
つ
い
て
は
犬
山

市
の
明
治
村
に
後
え
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
江
戸
と
明
治
の
遺
構
に
つ
い
て
の
活

用
例
の
…
部
を
汐
留
遺
跡
の
中
か
ら
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

佐
藤
攻
／
さ
と
う
・
お
さ
む
G

財
悶
凶
法
人
東
京
都

生
挺
宇
智
文
化
財
団
東
京
都
堤
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

特
別
講
査
専
門
員
n

一
九
四
三
年
東
京
都
生
士

れ
。
明
治
大
学
丈
学
部
史
学
地
理
学
科
考
古
学
専

攻
卒
業
。
明
治
大
字
大
学
続
丈
学
研
究
科
史
芋
専

攻
修
士
課
程
修

γJ
東
京
都
教
育
委
員
会
…
間
防

法
人
東
京
都
生
渡
学
習
文
化
財
回
東
京
都
理
議
文

化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
部
長
ヮ
著
書
に
丈
化

財
保
護
行
政
の
現
状
と
課
題
L

ベ
文
化
財
の
保
謹

二
八
』
、
「
再
開
発
と
埋
蔵
文
化
財
調
査
一
日
定
地
開

発
一
六
二
同
「
港
町
…
東
新
橋
汐
問
問
遺
跡
江
戸
時

代
大
名
目
地
敷
の
暗
掘
調
査
」
コ
来
日
米
湾
一
－
ヘ
リ
八
山

が
あ
る
。
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事
例
報
告
（
3

）

大
阪
に
お
け
る
遺
跡
の
保
存
と
活
用

i
難
波
宮
跡
’
大
坂
城
跡
・

住
友
銀
吹
所
跡
な
ど

l

松

尾

信

裕

幽
置
市
内
に
点
在
す
る
復
元
遺
構
と
展
示
施
設

今
日
は
「
よ
み
が
え
れ
れ
戸
遺
跡
」
と
い
う

こ
と
で
、
大
阪
の
事
例
を
報
公
し
ま
す
。

大
阪
に
は
近
伎
の
大
波
城
跡
や
液
下
町
跡
の

ほ
か
、
飛
鳥
時
代
的
難
波
ば
と
い
う
宮
殿
の
遺

構
、
が
あ
り
ま
す
コ
そ
の
一
1
h
m
限
遺
跡
は
一
九
五
凶

年
（
昭
和

J

一
九
年
）
か
ら
強
制
調
交
を
行
っ
て
、

二
0
0
問
年
（
平
成
一
ぃ
ハ
年
）
は
五

O
周
年
で
、

そ
の
記
念
事
業
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
い
ま
す
。

難
波
宮
は
国
史
跡
で
、
大
化
改
ι訴
の
あ
と
に

で
き
た
孝
徳
割
引
の
前
期
難
波
山
口
と
奈
良
時
代
の

怒
武
朝
に
で
き
た
後
期
難
波
一
日
の
一
一
叫
付
期
の
符

澱
遺
跡
で
、
そ
れ
ら
が
同
じ
佐
川
慨
に
読
な
っ
て

い
ま
す
｝
九
六
一
一
年
（
隙
和
一
一
七
年
）
に
難

波
宮
太
極
殿
保
存
運
動
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

の
前
年
に
見
つ
か
っ
た
後
期
難
波
は
の
大
隊
般

の
位
援
に
第
合
同
庁
舎
建
設
が
計
附
さ
れ
た

の
で
、
そ
れ
に
反
対
す
る
市
氏
運
動
が
お
き
、

そ
の
結
来
、
保
存
で
き
た
の
で
寸
。
そ
の
場
所

が
一
ひ
万
2m
の
広
い
史
跡
公
留
と
な
り
、
奈
良

時
代
の
聖
火
剤
引
の
大
同
開
問
附
け
品
川
堤
や
前
期
難
波
tVけ

の
怨
物
の
跡
も
遺
憾
情
如
氏
一
不
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
先
に
そ
れ
を
凡
て
み
ま
し
ょ
う
。

写
真
ー
は
…

0
万

Y

A

J

U

i

：

3
3
2

2

聞
の
ー
一
跡
公
開
闘
の
中
級
）
ぺ
一
次
ふ
〆
綴

を
、
発
い
制
調
去
の
成
…
納
付
ベ
ゾ
＼
？
…

国
主
法
つ
い
て
主
総
一
一
一
一
料
一
一
一

v
J

を
復
元
し
て
い
ま
す
。
ゑ
十
一
一
：
い
vλ
以一一

写
真
2
は

大

阪

市

二

竺

鞠

ハ
J

渋沢一

；
j

j
ー

域
の
地
…
凶
で
、
簿
く
二
万
九
J
＼
議
異

色
必
至
っ
て
い
る
所
三
%
主
＼
よ
い
騒
写

、
か
主
な
遺
跡
で
す
。

写
真
一
の
中
の
＠
印
は
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た

遺
構
を
後
一
五
や
保
存
し
て
見
学
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
る
場
所
で
、
。
印
は
我
々
が
街
角
ミ
ユ写真 2
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i
ジ
ア
ム
と
呼
ん
で
、
出
土
し
た
遺
物
を
通
り

す
が
り
に
見
学
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

今
日
は
発
機
調
査
で
出
て
き
た
も
の
が
、
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
紹
介
い
た
し
主
す
。

写
真

3
は
難
波
惚
史
跡
公
開
闘
に
立
っ
て
写

支
を
撮
り
ま
し
た
が
、
こ
の
佼
時
限
か
ら
難
波
波

大
出
世
殿
と
そ
の
向
こ
う
に
大
阪
械
の
天
守
閣
が

兇
え
る
と
い
う
の
が
大
事
で
す
。
斜
め
に
臼
く

写
っ
て
い
る
の
が
阪
神
高
速
道
路
で
す
。
前
期

難
波
宮
の
大
擾
澱
初
雪
の
縫
物
の
真
一
L
L

に
潟
速

道
路
、
が
返
る
と
い
う
話
に
な
り
、
ど
の
よ
う
に

遺
跡
を
守
る
か
と
い
う
こ
と
で
隆
々
誇
々
に
な

り
ま
し
た
。
ト
ン
ネ
ル
案
と
か
大
島
橋
案
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
案
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
高
速

道
路
は
難
波
宮
の
雨
脇
ま
で
で
き
て
い
た
の
で

す
が
、
こ
こ
に
難
波
宮
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を

油
関
し
た
ら
あ
か
ん
と
い
う
こ
と
で
、
高
速
道
路

を
地
上
に
し
て
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
橋
脚
は
造
ら
な
く
て
い
い

わ
け
で
、
感
士
を
す
れ
ば
下
に
あ
る
遺
構
も
守

る
こ
と
が
で
き
ま
す

し
、
難
波
宮
の
公
幽
幽

か
ら
大
阪
城
が
望
め

ま
す
。
こ
こ
に
来
れ

ば
大
阪
の
古
代
も
近

世
も
見
ら
れ
ま
す
。

逆
に
大
阪
城
の
公
園

に
行
っ
て
、
南
を
え

る
と
矧
天
王
寺
の
捺

写真 3



も
か
す
か
に
日
比
え
ま

す
。
高
速
道
路
の
橋

脚
や
矯
桁
が
邪
魔
に

な
ら
ず
に
難
波
宮
史

跡
公
闘
が
見
わ
た
せ

ま
す
。写

真
4
は
悶
か
ら

高
速
滋
路
が
下
り
て

い
く
状
況
で
す
。
公

濁
の
間
端
で
お
速
道
路
が
下
が
っ
て
い
く
の
が

見
え
ま
す
り
難
波
宮
の
北
側
に
は
ビ
ル
を
建
て

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

大
阪
市
民
が
大
阪
市
を
如
相
手
絞
っ
て
「
難
波

宮
の
文
化
財
訴
訟
」
を
し
ま
し
た
。
「
私
の
遺
跡

を
地
慣
し
た
ら
あ
か
ん
」
と
い
う
裁
判
を
し
て
、

結
潟
↓
ひ
年
ほ
ど
絞
っ
て
、
大
阪
市
と
和
解
を

し
て
い
ま
す
が
、
了
｝
れ
か
ら
は
文
化
財
を
ち
ゃ

写真 5

写真 6

写車 4

ん
と
守
り
ま
す
」

し
た
。

官
サ
糞

5
は
強
術
調
査
を
し
た
相
場
所
で
す
が
、

前
に
は
ほ
林
地
が
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
奥
に
マ
ン
シ

ョ
ン
が
縫
っ
て
い
ま
す
。
写
真
6
は
幾
波
符
の

衛
門
が
山
山
て
き
た
佼
夜
で
す
。
そ
♂
」
に
マ
ン
シ

ョ
ン
が
縫
て
ら
れ
る
と
き
、
教
育
委
υ民
会
と
事

業
主
さ
ん
と
で
相
談
を
し
て
、
慾
て
る
佼
援
を

変
更
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
内
の
柱
の
佼
慢
を

緑
地
の
や
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

写
真
7
も
ピ
ル
予
定
地
で
し
た
が
、
綿
織
難

波
宮
の
建
物
が
見
つ
か
っ
た
の
で
緑
地
に
し
て
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
で
土
日
の
悠
物
の
柱
位
叩
障
を

淡
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
地
淡
下
了
、
、
，
一
一

m
の

所
に
遼
械
は
残
っ
て
い
ま
す
。
写
真
8
は
解
説

板
と
遺
憾
炎
示
で
寸
。

写
真
9
は
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
る
と
き
に

と
い
う
和
解
条
件
を
入
れ
ま

写真 7

写真 8

難
波
震
の
建
物
が
間
見
つ
か
っ
た
の
で
、
前
の
道

路
よ
り
地
面
を
嵩
上
げ
さ
せ
、
崎
地
物
の
甘
桔
礎
を

減
ら
し
て
、
空
間
同
を
広
く
取
れ
る
ピ
ロ
テ
ィ
ー

方
式
に
し
て
、
選
出
情
表
示
を
し
て
い
ま
す
。

別
の
所
で
も
空
間
を
広
く
取
っ
て
、
ピ
ロ
テ

ィ
！
方
式
に
し
て
下
の
遺
構
を
残
し
、
併
せ
て

縫
士
の
上
部
に
は
遺
構
を
復
一
一
ん
し
て
い
ま
す
。

写
真
印
は
大
坂
城
の
遺
跡
で
す
が
、
発
同
問
調

査
し
た
あ
と
、
敷
地
全
域
に

1
事
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
敷
地
内
で
見
つ
か
っ
た
石
む
を
、

移
築
し
て
道
路
の
端
に
前
内
応
し
て
い
ま
す

3

写
真
れ
は
江
戸
時
代
の
大
川
の
議
搾
の
石

揺
一
で
、
ピ
ル
建
設
で
見
つ
か
っ
た
石
川
岐
を
移
築

復
元
し
て
い
ま
す
。

写
真
ロ
は
武
家
庭
教
跡
で
す
。
溌
掘
調
査
で

は
築
地
塀
と
門
が
見
つ
か
り
ま
し
た

U

敷
地
令

域
を
工
事
し
た
い
と
三
わ
れ
た
の
で
す
が
、
議

写真9

寧真 10

写真 11
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写真 12

跡
を
あ
ま
り
壊
さ
な
い
よ
う
に
ど
口
テ
イ
方

式
を
採
用
し
て
も
ら
い
、
建
物
本
体
は
で
き
る

だ
け
奥
ま
で
下
げ
、
そ
の
手
前
の
広
い
空
間
は

喫
茶
店
に
し
、
周
り
は
遺
憾
明
の
石
お
や
聞
け
の
礎

石
を
移
築
後
冗
し
、
道
路
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う

に
日
間
ぷ
し
て
い
ま
す
…
こ
の
建
物
の
中
に
は
展

示
案
を
設
け
て
、
調
交
で
山
山
て
き
た
も
の
が
日
比

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う

の
を
街
角
ミ
ユ
ジ
ア
ム
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

写
真
ね
は
船
判
明
に
あ
る
日
山
間
の
製
薬
会
引

の
受
付
ホ
ー
ん
で
す
し
玄
関
口
ビ
ー
に
は
ご
」

こ
の
地
上
り
発
掘
さ
れ
た
削
暗
殺
文
化
財
」
と
書

か
れ
た
も
の
と
、
造
物
が
後
一
弔
さ
れ
て
い
ま
す
。

写
真
は
も
道
修
町
に
あ
る
製
薬
会
社
で
、
玄

関
ホ
j
ル
に
出
土
遺
物
、
か
波
べ
て
あ
り
、
平
日
い

と
士
総
羽
は
え
る
こ
と
、
か
で
き
ま
寸
こ
の
会

社
か
ら
展
示
し
た
い
と
い
う
要
明
石
が
あ
っ
て
、

↓
年
交
替
で
受
新
を
し
て
い
ま
す
一
孜
々
が
必

要
な
と
き
に
は
「
ち
ょ
っ
と
貸
し
て
く
だ
さ
い
」

と
っ
て
借
り
て
い
ま
す

3

写真 13

草草 14

道
修
町
に
は
別
に
資
料
館
が
あ
っ
て
、
発
酬
明

調
書
札
で
出
て
き
た
も
の
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

写
真
向
は
中
之
島
の
発
協
調
査
で
見
つ
か

っ
た
綾
口
児
教
の
跡
で
す
。
出
土
遺
物
を
会
社
の

入
口
の
辺
り
に
日
間
…
不
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
展
示
施
設
も
向
こ
う
で
造
っ
て
い

た
だ
き
、
あ
と
は
我
々
が
展
示
設
計
し
ま
し
た
。

町
の
中
に
こ
う
し
た
街
角
ミ
ユ

i
ジ
ア
ム
を
も

っ
と
民
隠
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

写
真
日
は
住
友
鈎
吹
所
跡
で
す
が
、
住
皮
削
削

吹
所
は
齢
別
地
全
体
が
m間

o
o
o
dあ
り
ま
す
。

最
初
は
東
端
の
七

0
0
2
m
ほ
ど
を
緑
地
に
す
る

予
定
だ
っ
た
の
で
す
、
が
、
調
査
で
い
ろ
い
ろ
な

物
が
出
土
し
た
た
め
、
敷
地
の
二
五
%
を
緑
地

に
し
て
、
そ
こ
に
明
治
最
初
の
ビ
リ
ヤ
ー
ド
場

を
復
元
し
た
り
、
炉
跡
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

ピ
ル
の
北
側
の
擦
に
は
『
妓
銅
図
録
』
の
挿
図

を
ポ
ス
タ
ー
に
し
て
旧
民
一
不
し
て
あ
り
ま
す
。

写
真
げ
は
大
阪
に
あ
る
「
歴
史
の
散
歩
道
」

の
案
内
標
柱
と
、
そ
れ
と
わ
か
る
ブ
ロ
ッ
ク
タ

24 

草真 15

写糞 1J 

写真 16

イ
ル
で
す
。
こ
れ
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
、
あ
ち

こ
ち
の
遺
跡
に
巡
り
合
え
ま
す
。
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
し
た
ら
で
き
る
か
を

熊
単
に
一
言
い
ま
す
と
、
発
掘
担
当
者
の
熱
意
、

ザ
生
懸
命
や
る
こ
と
で
す
。
事
業
主
さ
ん
に
思

い
切
り
説
明
す
る
こ
と
で
す
。
見
学
に
き
た
人

に
は
何
が
分
か
っ
た
か
を
丁
寧
に
伝
え
る
こ
と
、

あ
と
は
行
政
知
一
台
者
の
匁
力
、
原
因
者
に
対
し

て
理
解
を
得
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

松

尾

信

裕

／

ま

つ

お

の

ぷ

ひ

ろ

。

肘

鴎

法

人

大
阪
市
文
化
財
協
会
課
長
代
理
。
一
九
五
一
一
一
年
佐

繋
県
生
ま
れ
。
立
命
館
大
宇
産
業
社
会
字
郎
卒
輩
η

著
惑
に
「
近
世
大
坂
の
町
屋
巳
守
近
世
十
ヘ
坂
心
都
市

空
間
と
社
会
構
造
』
山
川
出
版
…
一

C
C
一
、
「
戦

開
時
代
の
大
抜
一
『
戦
限
時
代
の
考
古
学
い
一
両
芯
書

院
二
0
0
一
一
一
、
発
掘
調
K
広
報
許
書
叶
l

大
坂
城
跡
W
H
n
b

吋
大
板
城
跡

wn山
吋
！
大
坂
城

F
町
跡

H
』
『
住
友
鍋

吹
所
跡
』
が
あ
る
。

中
枇
末
か
ら
近
世
の
都
市
空
間
構
造
を
研
究
テ

マ
と
し
て
い
る
。



世
帯
例
報
告
〈
4

）

ホ
テ
ル

J
A
L
シ
テ
ィ
長
崎
ほ
か

正
義

一
扇
浦

富
は
じ
め
に

利
払
は
東
京
で
一

O
年
、
長
崎
で
一

O
年
ほ
ど

近
世
都
市
の
発
掘
調
査
に
従
事
し
て
き
ま
し
た
。

問
視
伝
は
一
一

0
0五
年
秋
に
開
閉
鎖
予
定
の
長
崎
燈

史
文
化
博
物
館
の
怨
設
準
俗
に
携
っ
て
い
ま
す
。

最
近
の
九
州
に
お
け
る
遺
跡
の
保
存
・
活
用

事
例
と
し
て
は
、
原
始
－

t口
代
遺
跡
で
は
匂
般

の
原
ノ
辻
、
ル
仕
組
只
の
吉
野
ケ
張
、
｛
日
崎
の
珂
抑
制

原
ト
口
墳
群
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
長
崎
問
問
内
の
近

世
遺
跡
ぞ
は
、
平
一
戸
や
出
血
仰
の
オ
ラ
ン
ダ
街
館

跡
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

霞
観
光
地
・
長
崎

長
約
は
呉
悶
情
緒
設
か
な
観
光
地
で
、
遺
跡

の
発
機
成
叩
木
を
観
光
行
政
に
活
用
で
き
な
い
か

と
い
う
意
見
が
よ
く
出
ま
す
c

そ
こ
で
、
ま
ず

長
崎
の
鋭
光
岡
概
要
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

写
真
ー
は
長
崎
の
町
南
阪
に
…
仰
が
広
が
っ

た
入
江
で
す
淡
が
静
か
で
、
貿
易
港
に
滋
ば

れ
ま
し
た
。
一
二
お
を
山
に
踏
ま
れ
「
授
の
阿
」

で

す

写

真

2
は
長
崎
の
佼
景
叶

0
0
万

ド
ル
」
か
ら
「

0
0
0
万
ド
ル
の
夜
景
」
に

依
上
が
り

L
ま
し
た
。
写
葵
3
は
原
爆
の
「
平

和
記
念
像
」
昭
和
一
一
の
年
（
一
九

1
n
h
年
）
に

一
長
川
削
除
出
身
の
彫
刻
家
、
故
。
北
村
間
壌
に
よ

る
も
の
で
す
写
真
4
は
グ
ラ
パ

1
周
囲
。
止
法
米

に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
来
た
ト
！
？
ス
・
グ
ラ
パ
！

の
邸
宅
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
写
真
5
は
国
宝
の

大
総
天
主
堂
。
一
八
六
四
年
（
元
治
一
兆
年
）
に

造
ら
れ
た
教
会
で
、
日
本
最
古
の
ゴ
シ
ッ
ク
式

建
造
物
で
す
。
写
真
6
は
オ
ラ
ン
ダ
坂
の
石
畳
。

悶
の
日
に
傘
を
さ
し
て
歩
く
姿
が
印
象
約
で
す
。

写
真
7
は
出
前
一
文
の
渋
紙
午
山
内
。
火
災
に
よ

り
八
閲
九
年
十
（
古
語
、
一
二
年
）
に
再
建
。
町
の

田
阿
国
側
に
は
、
中
国
寺
協
が
点
台
し
て
い
ま
す

U

写
真
8
は
M
W
翠
文
の
収
銭
橋
。
日
本
最
高
の
ア

ー
チ
式
の
行
橋
で
、
一
山
川
一
…
山
年
（
寛
永
一

年
）
に
中
国
人
が
ふ
背
泳
一
し
て
い
ま
す

－
江
戸
臨
時
代
の
長
崎

写
真
9
は
江
戸
前
期
の
長
崎
の
町
絵
関
。

一
戸
幕
府
の
一
段
轄
地
（
天
領
）
で

L
た
c

長
崎
の

町
全
体
が
貿
易
会
社
の
主
う
な
総
織
で
、
間
人

は
無
税
ど
こ
ろ
か
、
年
に
一
一
日
間
ボ
ー
ナ
ス
ま
で

出
て
、
訓
周
回
却
の
利
益
が
配
分
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

写
真

ωは
江
戸
後
期
の
長
崎
の
様
子

3

出
動

は
一
一
年
間
か
け
て
一
六
一
♂
一
六
年
（
寛
、
水
♂
年
）
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に
完
成
。
吋
時
、
長
崎
市
中
に
い
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
を
一
カ
所
に
集
め
て
山
貿
易
の
拠
点
と
し
た

の
で
す
が
、
羽
以
年
の
「
お
涼
の
乱
」
を
き
っ
か

け
に
、
お
お
か
ら
逃
放
し
ま
し
た
。
ニ
ハ
四
一

年
（
寛
永
八
年
）
に
平
一
戸
の
オ
ラ
ン
ダ
市
開
館

が
出
血
仰
に
移
さ
れ
た
後
は
、
ず
っ
と
オ
ラ
ン
ダ

の
貿
易
拠
点
で
し
た
口

一
方
、
中
日
出
人
は
山
山
島
築
湾
後
か
ら
平
世
紀

ほ
ど
は
市
中
に
雑
民
し
て
い
て
、
一
兆
禄
の
こ
ろ

に
は
が
目
的
の
人
口
六
万
人
の
う
ち
約
一
万
人
は

中
間
人
だ
っ
た
と
い
ね
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

諸
事
情
に
上
り
、
一
六
八
九
年
（
元
禄
二
年
）

に
成
人
同
店
齢
別
が
投
資
さ
れ
、
一
七

O
二
平
（
エ
ん

は
時
五
年
）
に
は
海
辺
に
「
新
地
成
人
街
議
」

が
築
造
さ
れ
ま
す
今
川
の
報
告
は
、
こ
の
進

出
序
よ
い
対
一
の
調
合
つ
）
M
m
m
の
事
例
で
す

写
真
刊
は
加
の
角
度
か
ら
備
隊

L
た
出
品

や
成
人
庭
教
、
新
地
併
殺
の
絵
閉
山
で
す
幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
、
周
辺
は
ほ
と
ん
ど
思
め

な
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
符
議
跡
の
一
角
に

ピ
ル
摘
出
設
計
泌
が
持
ち
上
が
り
、
九
九
間
年

（
平
成
六
年
）
に
曲
目
抑
制
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

写
真
刊
は
は
成
人
隠
敷
内
の
様
子
コ
中
間
印
刷
の

議
開
削
り
、
航
海
安
へ
工
の
神
様
を
配
る
師
州
知
m
山われな

ど
が
み
ら
れ
ま
す
コ

園
遺
跡
の
保
存
と
活
用

写
真
ね
は
～
耕
地
中
華
街
の
様
子
で
す
。

写
真
は
は

J
A
L
ホ
テ
ル
。
正
式
名
称
は
、

「
ホ
テ
ル

j
A
L
シ
テ
ィ
長
崎
」
で
す
。

写
真
河
は
発
掘
調
査
の
状
況
で
す
。

写
真
同
は
敷
地
の
中
央
部
分
か
ら
新
地
荷

写真 13
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議
叶
附
の
浅
川
伴
r
引
い
叫
が
検
出
さ
れ
た
状
況
ご
す
。

写
真
口
問
は

j
A
L
ホ

テ

ル

の

口

ヒ

で

す
河
初
、
税
状
保
作
を
検
討
し
ま
し
た
｝
ガ

ラ
ス
正
取
り
に
し
亡
、
そ
の
ま
ま
見
せ
る
』
ど
い
う

制
限
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
同
り
が
小
仰
の
た
め
湿

気
が
多
く
、
機
や
お
な
ど
が
小
い
え
ま
寸
〉
そ
れ

を
防
ぐ
に
は
、
問
問
問
会
す
へ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
国
め
る
し
か
方
法
が
な
く
、
そ
れ
に
は
莫
大

な
胤
質
問
周
が
か
か
り
ま
す
。
法
的
に
は
際
問
者
に

保
作
し
て
い
た
だ
く
強
制
力
は
な
く
、
川
時
停
の

お
願
い
し
か
で
き
ま
せ
ん
〉
初
予
が
無
用
だ
と

一
一
日
え
ば
、
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

率
い
に
も
ホ
一
プ
ル
の
社
長
さ
ん
（
隊
東
恭
氏
）

が
犯
行
摂
僑
の

b
で
、
文
化
事
業
に
と
て
も
ゴ

写真 15

写真 18

写真 17



等車 19

開
拍
解
が
あ
り
ま
し
て
、
一
ゐ
…
却
の
一
部
を
移
築
保

存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
写
真
印
）
〕

当
初
は
も
っ
と
多
く
の
石
泌
を
保
存
で
き
な

い
か
と
考
え
た
の
で
す
が
、
4

豆
盆
努
の
間
川
越
で
、

こ
れ
以
上
は
積
み
上
げ
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で

し
た
。
強
山
間
h
仙
石
だ
け
を
選
ん
で
積
み
上
げ
て

は
い
ど
う
か
と
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
こ
ち
ら
も
譲
歩
で
き
な
い
。
ラ
ン
ダ
ム
に
積

み
上
げ
て
し
ま
う
と
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の

で
、
石
誠
一
に
悉
ロ
ヴ
を
付
け
て
順
番
ど
お
り
に
移

設
し
ま
し
た
。
費
用
は
す
べ
て

j
A
L
ホ
テ
ル

持
ち
で
す
。
一
部
保
存
で
き
た
だ
け
で
も
充
分

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

写
真
却
引
は
出
向
劫
オ
ラ
ン
ダ
潟
館
跡
。
大
正

時
代
に
国
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
十
出
血
仰
の
後

一
冗
繋
備
は
、
闘
と
長
崎
市
を
挙
げ
て
の
公
共
事

業
と
し
て
、
白
一
。
一
（
U
年
（
一
平
成
二
二
年
）
ま

で
に
術
館
長
t

泌
熔
ゃ
ヘ
ト
ル
部
屋
、
カ
ピ
タ
ン

郊
民
な
ど
…
五
械
を
協
同
一
χ
す
る
予
定
で
す

G

写
真
忽
は
潟
川
閣
議
洋
右
目
引
の
整
備
状
況
。
下

写真 20

理事真 21

半
分
が
当
時
の
石
穏
で
、
上
半
分
は
現
在
の
付

け
足
し
で
す
。
山
出
血
仰
の
整
俄
は
、
波
多
野
先
生

や
神
奈
川
大
学
の
再
開
和
夫
先
生
の
ご
尽
力
に
よ

る
も
の
で
す
。

こ
れ
で
事
例
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
静
穏
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

凶
問
浦
正
義
／
お
う
ぎ
う
ら
ま
さ
よ
し
。
長
崎

県
都
市
再
整
備
推
進
線
学
芸
員
一
九
六
ゴ
一
年
広

品
川
限
生
主
れ
。
同
町
「
附
同
大
学
丈
宇
都
史
学
科
卒
業

2

著
書
に
「
江
戸
発
掘
、
図
説
長
崎
県
の
鷲
史
」

（
共
著
）
、
…
近
世
日
結
交
流
史
（
共
著
）
、
一
掘
り

出
さ
れ
た
都
市
」
（
共
著
）
な
ど
が
あ
る
。

東
京
や
長
崎
に
お
い
て
、
近
世
遺
跡
の
発
掘
を

苧
が
け
る
。
現
在
は
、
二

C
C
五
年
（
平
成
一
七

年
）
秋
オ
ブ
ン
予
定
の
長
崎
歴
史
丈
化
静
物
館

の
唾
設
成
予
備
な
絞
吋
す
る
。

（
記
）

長
崎
で
は
ん
f

問
の
事
例
報
告
の
ほ
か
に
、
「
サ

ン
ト
＠
ド
ミ
ン
ゴ
教
会
跡
資
料
館
」
が
、
一
一

O

O
四
年
（
平
成
一
六
年
）
ゴ
一
月
に
オ
ー
プ
ン
し

て
い
主
す
。

新
校
舎
建
設
に
光
点
っ
て
品
目
繍
調
布
比
さ
れ
た
、

長
崎
市
勝
山
町
遺
跡
（
桜
町
小
学
校
内
）
に
所

在
し
ま
す
。

長
崎
代
一
日
滋
教
跡
の
ド
叫
明
か
ら
、
会
問
的
に

珍
し
い
以
戸
初
裁
の
教
会
跡
が
務
見
さ
れ
た
た

め
、
設
計
を
変
一
犯
し
、
資
料
館
を
校
舎
内
に
設

設
し
ま
し
た
。

写築 22
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デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

よ
み
が
え
れ
江
戸
遺
跡

－
都
市
遺
構
の
保
存
と
活
用
に
向
け
て

i

O
小
林
ま
ず
私
の
ほ
う
か
ら
、
今
日
の
発
表

に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

基
調
報
告
で
す
が
、
谷
川
さ
ん
か
ら
は
、
遺

構
の
保
存
お
よ
び
活
用
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

現
状
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
江

戸
遺
跡
は
調
査
事
例
が
非
常
に
多
く
、
発
掘
事

例
も
多
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
が
、
実
は
こ
れ

は
今
だ
け
の
状
況
で
、
も
し
か
し
た
ら
二

O
年

後
に
は
全
然
な
く
沿
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
お
話
は
、
非
常
に
大
き
な
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

務
用
の
方
法
と
相
ま
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
、
つ
ま
り
再
現
す
る
と
き

の
蒸
本
的
な
考
え
方
合
き
ち
ん
と
持
っ
て
い
く

必
婆
が
あ
る
と
い
う
ご
お
檎
が
あ
り
ま
し
た

谷
川
さ
ん
の
「
士
地
の
記
憶
」
と
い
う
一
万
葉

は
、
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
利
払
は
前
か
ら
「
都
市
の
記
憶
」
卜
と
い
う

い
方
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
抑
制
ム
巾
や
土
地

の
記
憶
を
ど
う
残
し
て
い
く
の
か
、
伝
え
て
い

く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
、
か
、
大
き
な
キ
ー
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

波
多
野
さ
ん
に
は
、
海
外
の
各
地
の
事
例
を

紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
で
で
き
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
く
、

と
い
う
一
一
一
一
江
策
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
き
ち

ん
と
や
っ
て
い
く
」
と
い
う
部
分
は
非
常
に
含

蓄
の
あ
る
ご
指
摘
桝
だ
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
以
前
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
パ
ン
テ
ン
の

発
綴
に
行
っ
た
こ
と
、
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
今

で
も
宗
教
的
な
笠
地
な
の
で
す
が
、
オ
ラ
ン
ダ

の
摘
民
地
の
拠
点
に
も
な
っ
た
所
で
す
。
そ
の

前
に
は
パ
ン
テ
ン
烹
問
、
が
あ
っ
た
所
で
、
そ
う

い
っ
た
所
で
の
保
存
や
活
用
の
事
例
も
あ
り
ま

す。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ

i
ク
で
、
大
き
な
商

業
施
設
な
つ
く
る
と
き
に
、
発
嗣
怖
に
よ
っ
て
地

下
か
ら
バ
イ
キ
ン
グ
遺
跡
が
出
て
き
た
。
そ
れ

を
発
掘
用
の
路
設
に
し
て
、
ヨ
！
ピ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た
。
考
古
学
的
な

デ

i
タ
か
ら
生
活
の
様
子
を
持
現
し
た
の
で
す
。

本
来
は
法
築
す
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
地
下
二

階
部
分
に
、
そ
う
い
う
カ
リ
ブ
の
海
賊
の
よ
う

な
バ
イ
キ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ

が
非
常
に
人
を
呼
ん
で
い
る
の
で
す
サ
。
年

ぐ
ら
い
前
で
す
が
、
一
年
間
に
…

0
0
万
人
近

く
の
綴
光
等
を
呼
ぶ
縮
設
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

後
総
さ
ん
か
ら
は
、
江
戸
城
間
関
係
の
遺
跡
の

28 

保
存
と
活
用
の
事
例
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
東
京
駅
の
批
判
挺
な
い
ど
で
山
山
て
き

た
石
川
叫
を
現
地
保
存
す
る
、
で
き
な
い
場
合
は

移
築
保
存
す
る
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。

保
存
、
保
存
、
ど
バ
っ
て
い
ま
す
が
、
沼
山
市
と
い

う
方
向
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
中
で
、
理
念
と
計
磁
を
持
つ
必
要

性
、
品
料
潟
帥
明
・
お
mm
の
手
法
、
技
術
的
な
手
法
と

今
後
の
体
制
制
整
俄
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

佐
藤
さ
ん
か
ら
は
、
汐
山
田
遺
跡
を
中
心
に
い

ろ
い
ろ
な
遺
構
、
石
垣
等
の
稿
用
、
新
機
釈
の

保
台
竹
と
活
用
の
事
例
の
報
官
が
あ
り
ま
し
た
。

松
尾
さ
ん
の
発
炎
で
は
、
大
阪
で
は
熱
心
に
、

先
駆
的
に
取
り
総
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。
特
に
街
角
ミ
ュ
！
ジ
ア
ム

で
す
。
氏
問
問
の
ピ
ル
の
中
に
も
展
示
ス
ペ
ー
ス

が
あ
る
、
遺
構
、
造
物
が
残
っ
て
い
る
と
い
う

お
話
で
し
た
。
大
阪
に
と
っ
て
は
鍛
吹
所
跡
も

多
数
あ
る
奈
川
間
の
一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
文
化
財
を
き
ち
ん
と
保

存
し
、
都
市
の
中
で
活
照
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
は
、
大
阪
は
先
行
し
て
い
ま
す
。

扇
減
さ
ん
は
、

J
A
L
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
の
中

で
遺
跡
の
…
部
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
お

話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
戦
略
を

持
っ
て
、
都
市
計
闘
の
中
に
ど
う
や
っ
て
遺
跡

や
遺
構
を
組
み
込
ん
で
い
け
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
だ
と
患
い
ま
す
。
そ
の
背
H
M
に
は
、
埋
蔵



文
化
財
保
護
法
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
寸
。
現

在
、
周
知
の
遺
跡
を
発
出
畑
調
漂
流
す
る
場
合
、
間
開

発
を
す
る
人
た
ち
、
業
者
（
脈
問
符
）
が
お
お
弘

を
出
し
て
や
る
と
い
う
節
分
、
が
あ
り
ま
す
c

そ

う
し
た
中
で
、
保
存
や

m
mは
そ
の
義
務
に
入

っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
状
、
況
が
あ
り
ま
す

の
で
、
発
憾
と
都
市
の
間
開
発
と
い
う
の
は
対
応

す
る
概
念
と
し
て
従
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、

い
ろ
い
ろ
な
保
存
遂
動
が
起
こ
る
と
開
港
側
は

非
常
に
関
る
と
い
う
状
況
は
、
ん
ー
も
あ
る
わ
け

で
す
。
で
も
、
そ
う
い
う
保
存
か
間
開
発
か
と
い

う
話
で
い
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
方
法
が
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
出
て
き
た
遺
様
、

遺
物
を
、
新
た
な
都
市
、
我
々
、
か
暮
ら
す
都
市

の
中
で
生
か
し
て
い
く
方
法
は
な
い
の
か
と
思

う
わ
け
で
す
。

例
え
ば
汐
留
遺
跡
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な

事
例
が
出
ま
し
た
。
あ
そ
こ
に
も
博
物
館
筋
設

が
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
の
考
え
方
も
わ
か
り
ま

す
が
、
長
大
な
ビ
ル
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
一
階

や
地
下
－
批
附
に
日
間
一
市
協
殺
を
つ
く
る
だ
け
で
は

な
く
て
、
建
築
そ
す
る
側
の
人
た
ち
と
す
り
合

わ
せ
を
し
な
が
ら
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
的
な

要
素
を
持
っ
た
磁
設
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
た

の
で
は
な
い
か
、
－
ど
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

発
表
者
の
持
さ
ん
か
ら
ご
怠
見
を
い
た
だ
き

く
前
に
、
会
場
か
ら
一
幻
滅
さ
ん
へ
の
質
問
紫
が

一
一
一
枚
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
回
答

を
お
願
い
し
ま
す

G

O
出
踊
浦
質
的
の
枚
目
は
「
ム
耕
地
の
前
の
湊

公
開
闘
も
海
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
江
戸
時
代
は
海
で
、
明
治
時
代
以

降
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
湊
公
開
倒
が
で
き
ま
し
た
。

一
一
枚
目
は
「
大
浦
川
、
大
波
止
付
近
に
食
隊

群
が
あ
っ
た
上
う
に
思
う
の
で
す
が
、
ま
だ
残

っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。
ま
だ
少

し
は
残
っ
て
い
ま
す
。
「
護
岸
に
ス
テ
ッ
プ
が
あ

っ
た
」
と
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
場
所
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

三
枚
目
は
「
J
A
L
ホ
テ
ル
怨
設
地
の
石
垣

は
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
か
、
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
の
中
で
二
部
残
せ
な
い
で
す
か
、
例
え
ば

床
下
合
ガ
ラ
ス
ホ
！
ル
の
上
か
ら
見
せ
る
な
ど
、

普
の
長
崎
の
姿
を
残
し
て
ほ
し
い
。
唐
人
足
敷

は
残
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
c

当

初
は
、
地
下
か
ら
検
出
さ
れ
た
ま
ま
の
佼
置
で
、

床
衝
を
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
て
、
上
か
ら
ロ
ビ
！

部
分
を
見
せ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
案
を
持
ち
か

け
て
、
建
築
の
方
と
も
協
議
し
た
の
で
す
が
、

も
と
も
と
局
辺
が
海
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
今

で
も
波
気
が
か
な
り
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
揺
る
と

潟
の
よ
う
な
状
態
で
水
も
湧
い
て
く
る
。
そ
う

い
っ
た
中
で
地
下
数
メ
ー
ト
ル
の
遺
構
を
残
そ

う
と
す
る
と
、
殴
方
と
底
の
部
分
を
す
べ
て
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
二
回
一
打
ち
固
め
て
防
水
対
策
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
造
っ
て
す
ぐ
は
い

い
が
、
仰
向
か
月
か
し
て
湯
気
が
た
ま
っ
て
く
る

と
、
苓
や
徽
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
て
き

て
、
汚
く
な
っ
て
え
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
辺
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
か
な
り
大
変
だ
と

い
う
こ
と
と
、
周
僚
を
す
べ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
閤
め
る
と
な
る
と
、
一
旦
石
川
鳴
を
移
設
し
て

再
精
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
績
の
費
用
が

か
か
っ
て
し
ま
う
。
民
間
の
方
に
何
千
万
、
何

位
協
と
か
か
る
工
事
を
頼
ん
だ
り
、
将
来
ず
っ
と

続
く
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
頼
ん
だ
り
す
る
の
は
不

可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
、
断
念
し
た
の
で
す
。

唐
人
展
教
は
、
当
時
の
穏
や
石
垣
な
ど
、
い

く
つ
か
は
殺
っ
て
い
ま
す
。
土
神
堂
、
主
人
巴
応
堂

と
い
っ
た
お
覚
も
少
し
残
っ
て
い
ま
す
。
去
年
、

長
崎
市
に
唐
人
屋
敷
後
元
機
選
案
、
か
で
き
ま
し

て
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
開
発
等
を
し
て
い

く
中
で
薦
人
屋
敷
も
復
元
・
整
備
し
て
い
こ
う

と
い
う
動
き
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

O
小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

次
に
、
各
発
表
弘
明
に
、
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
保
存
と
活
用
、
特
に
活
用
に
つ
い
て
、
そ

の
手
段
や
手
法
は
今
後
ど
う
い
う
形
、
が
い
い
の

か
を
お
開
き
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
と
き

の
問
題
点
、
予
算
の
問
問
題
も
山
山
て
い
ま
し
た
が
、

ク
リ
ア
す
る
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
ご
窓
日
見
を

い
た
だ
き
た
い
と
患
い
ま
す
ロ

O
松
借
用
先
ほ
ど
、
大
阪
隆
史
博
物
館
の
地
下

選
出
併
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
博
物
館
は
、
難

波
宮
跡
遺
跡
の
範
開
聞
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
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で
は
、
前
期
難
波
宮
、
七
世
紀
代
の
宮
般
の
骨
加

藤
訴
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
倉
市
庫
群
は
、

前
期
難
波
宮
の
大
蔵
省
に
冷
た
る
倉
庫
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
こ
の
前
期
難
波

宮
は
、
朱
色
川
元
年
（
」
ハ
七
一
一
年
）
に
焼
失
し
て

い
ま
す
。
火
元
は
大
議
省
で
あ
る
と
合
口
わ
れ
て

い
て
、
そ
の
倉
を
見
つ
け
た
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
、
そ
の
倉
の
建
物
の
遺
織
を
、
上
に
建
つ

N

H
K
や
歴
史
憾
物
鮫
の
基
縫
で
壊
さ
な
い
よ
う

に
、
地
中
に
残
し
な
が
ら
悠
て
て
い
ま
す
c

そ
れ
ら
の
縫
物
は
地
弱
か
ら
一

m
な
い
し
二

m
の
関
で
見
つ
か
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
地
下

一
階
ぐ
ら
い
の
深
さ
で
す
。
歴
史
博
物
館
の
地

下一
4

階
と
一
一
一
階
は
院
京
国
明
に
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
途
中
で
校
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

外
に
飛
び
出
た
状
態
で
残
し
て
い
る
。
下
に
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
打
っ
て
、
古
代
の
縫
物
の
部
分

だ
け
を
残
し
て
い
ま
す
。
乾
燥
が
進
ま
な
い
よ

う
に
、
ず
っ
と
温
綴
度
同
日
球
を
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
主
う
に
遺
跡
を
保
存
し
て
、
一
日
に
一
二

回
の
ツ
ア
！
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
古
代
建
物

の
柱
の
大
き
さ
が
実
感
で
き
ま
す
。
近
世
の
建

物
の
柱
は
普
通

O
明
ぐ
ら
い
の
四
品
川
柱
で
す

が
、
五

O
明
、
も
」
ハ
ハ
〉
明
、
も
あ
る
柱
の
｛
八
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
博
物
館
の
外
に
は
古
墳
時
代

の
建
物
を
後
一
γ

ん
し
て
い
ま
す
そ
れ
ら
は
博
物

館
と
N
H
K
の
地
下
を
グ
ル
グ
ル
と
迷
路
の
よ

う
に
通
っ
て
い
き
ま
す
。

遺
跡
の
保
存
・
活
用
は
、

我
々
発
淑
を
や
っ

て
い
る
人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
市
民
の

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
市
民
を
我
々
の
味
方

に
し
な
い
と
遺
跡
は
守
れ
な
い
と
怠
い
ま
す
。

最
近
は
技
場
を
鉄
板
で
図
い
、
見
学
者
は
な
か

に
入
れ
な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
案
内
板
を
か

け
て
、
出
土
物
を
日
々
案
内
し
た
り
、
計
勺
綾
な

限
り
現
地
説
明
会
を
開
催
し
て
、
ど
う
い
う
も

の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
か
を
伝
え
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
ふ
八
阪
の
町
は
、
そ
こ
に
伎
ん
で
い

る
人
は
少
な
い
の
で
す
が
、
遜
る
人
は
結
構
い

ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
、
見
学
で
き
る
所
を
見

て
帰
る
。
ん
事
業
主
さ
ん
が
ご
」
れ
は
大
事
な
の

か
い
な
、
残
さ
な
い
か
ん
の
か
な
」
と
考
え
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
に
我
々
が
、
部
分
保
存
や
移

築
復
一
応
・
出
士
品
展
示
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
手

法
を
お
願
い
し
た
り
、
勧
め
た
り
す
る
。
そ
し

て
、
例
え
ば
「
そ
れ
が
、
お
た
く
の
会
社
の
名

前
を
上
げ
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
一
い
い

ろ
い
ろ
な
努
力
を
や
っ
て
そ
の
気
に
さ
せ
て
い

か
な
い
と
、
遺
跡
を
残
し
た
り
、
移
築
後
一
兆
や

出
土
品
展
示
は
で
き
ま
せ
ん
。

遺
跡
を
残
し
て
い
く
こ
と
は
我
々
が
や
っ
て

い
る
仕
事
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
し
、

遺
跡
を
残
し
て
い
か
な
い
と
地
元
の
燈
史
が
見

え
て
こ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
い
つ
の
間
に
か

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、

土
地
再
開
溌
と
い
う
の
は
送
路
も
町
名
も
変
わ

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
は
侭
を
や

っ
た
ん
や
ろ
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
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う
。
住
民
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
例
も
わ
か
ら

な
く
な
る
。
同
州
ヰ
五
百
館
に
ん
げ
か
な
い
と
わ
か
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
は
駄
目
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。
日
ご
ろ
か
ら
我
々
は
、
現
場
で
い
ろ
い
ろ

な
情
報
を
ど
ん
ど
ん
お
し
て
い
く
姿
勢
を
見
せ

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
熱
意
が
事

業
主
さ
ん
や
市
誌
に
伝
わ
る
こ
と
で
、
も
っ
と

新
し
い
展
開
聞
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
結
構
あ
り

ま
す
り
で
も
、
精
一
杯
ゃ
っ
た
上
な
ら
、
次
に

頑
張
ろ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
こ
で
間

途
切
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
。
へ
ん
反
省
す

れ
ば
、
た
ぶ
ん
次
に
つ
な
が
る
ん
や
な
い
か
と

患
い
ま
す
。
日
々
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い

か
ん
と
あ
か
ん
の
や
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

O
小
林
あ
り
、
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

佐
藤
さ
ん
か
ら
も
お
話
を
お
願
い
し
ま
す
。

O
佐
藤
先
ほ
ど
報
告
し
ま
し
た
よ
う
に
、
汐

奴
遺
跡
は
広
く
、
大
名
屋
敷
の
跡
、
新
橋
停
車

場
の
跡
と
い
う
こ
と
で
発
掘
を
し
ま
し
た
。
市

て
き
た
も
の
は
、
遺
構
を
含
め
遺
物
は
非
常
に

膨
大
な
量
で
す
。
特
に
江
一
戸
の
大
名
滋
敷
と
い

う
の
は
、
大
名
屋
敷
を
つ
く
る
た
め
に
土
地
を

つ
く
っ
た
と
い
う
土
地
で
、
江
戸
の
初
め
か
ら
、

震
災
、
火
災
等
の
庶
史
を
含
め
て
、
江
戸
の
最

後
ま
で
歴
史
を
削
列
ん
で
き
ま
し
た
。

明
治
三
年
（
八
七

O
年
）
か
ら
は
鉄
道
の



建
設
に
入
り
ま
し
た
。
新
橋
停
車
場
は
、
大

二
年
（
一
九
二
三
年
）
の
関
東
大
震
災
で
余

焼
す
る
ま
で
は
、
占
い
新
橋
伯
作
家
判
明
が
残
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
関
東
大
渓
災
も
含
め

て
の
記
録
が
、
全
部
土
地
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
ど
う
生
か
す
か
が
課
題
で
す
。

い
わ
ゆ
る
鉄
道
起
点
跡
は
↓
七

0
2
m
ほ
ど
だ

っ
た
の
で
す
が
、
国
の
史
跡
に
拡
大
し
て
、
一

八

o
o
dほ
ど
を
波
地
に
伸
明
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
れ
以
外
に
、
多
く
の
遺
構
が
山
山
て
き

て
い
ま
す
が
、
現
場
で
遺
構
を
保
存
す
る
こ
と

が
非
常
に
難
し
く
、
い
ろ
い
ろ
活
用
か
法
を
考

え
ま
し
た
。
例
え
ば
江
戸
博
に
剥
ぎ
取
り
の
渓

一
尽
を
し
た
り
、
仙
台
市
に
仙
台
務
の
屋
敷
正
門

跡
の
r
官
会
運
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ま

だ
後
え
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
に
、
伊
透
家
の
大
名
庭
教
の
大
き

な
池
を
何
と
か
復
元
保
存
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
東
京
都
の
建
設
局
が
、
石
そ
預
か
っ
て
い

ま
す
。
預
か
っ
た
当
時
の
計
画
で
は
、
木
場
公

園
に
復
元
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す

が
、
ま
だ
筏
止
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
、
東
京
都
水
道
府
は
汐
闘
の
上
水

木
樋
を
大
誌
に
持
っ
て
い
て
展
示
を
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
汐
一
回
開
か
ら
明
治
の
煉
瓦
績
と
主
管

類
が
出
土
し
ま
し
た
。
士
管
は
愛
知
県
内
吊
滑
製

で
、
常
滑
の
博
物
館
内
か
持
っ
て
い
っ
て
、
汐
留

の
士
同
日
の
特
例
日
閣
を
や
り
ま
し
た
。
当
方
は
サ

ン
プ
ル
保
存
を
し
て
い
ま
す
。
煉
瓦
は
、
煉
瓦

の
博
物
館
が
埼
玉
と
舞
鶴
に
あ
り
、
そ
ち
ら
に

汐
弱
か
ら
出
た
展
示
物
を
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
出
士
品
を
後
示
を
条
件
に
、
五

三
か
所
ほ
い
と
に
長
期
に
貸
出
し
て
い
ま
す
。
龍

野
市
の
経
史
博
物
館
、
羽
村
の
郷
土
博
物
館
、

舞
鶴
の
煉
瓦
博
物
館
、
国
立
膝
史
民
俗
博
物
館
、

J
R
東
宮
本
文
化
財
居
、
東
京
大
学
工
学
系
研

究
家
、
昭
和
女
子
大
学
、
窯
業
史
博
物
館
、
会

津
若
松
市
教
育
委
員
会
な
ど
で
す
。
江
戸
博
に

は
貸
出
し
た
も
の
を
移
守
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

汐
沼
田
町
T
b出
た
も
の
と
、
地
一
冗
と
の
つ
な
が
り

が
わ
か
る
上
う
な
形
で
展
示
し
て
も
ら
っ
て
い

る
と
い
う
の
が
、
汐
留
の
活
用
で
す
c

O
小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

後
藤
さ
ん
に
は
、
理
念
と
計
画
、
整
備
・
活

用
の
手
法
に
つ
い
て
今
後
ど
う
い
う
方
向
性
が

あ
り
、
ど
の
辺
、
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
の
か
と
い
う

話
を
お
師
側
い
し
ま
す
。

。
後
藤
問
題
点
か
ら
お
話
し
ま
す
。
千
代
田

区
内
で
は
、
遺
跡
の
表
示
を
す
る
と
い
う
こ
と

か
ら
で
も
い
い
か
ら
遺
構
の
一
部
を
復
元
し
よ

う
と
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
非
常
に

難
し
い
の
で
す
。
何
し
ろ
壊
す
た
め
に
調
査
を

し
て
い
る
の
で
、
間
開
発
の
中
で
そ
の
遺
梼
の
一

部
を
再
現
す
る
と
か
、
含
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

発
指
を
し
て
い
る
最
中
か
ら
そ
の
保
作
や
活
用

の
話
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
特
に
開
発
の

体
者
に
一
生
懸
命
に
説
明
か
）
し
て
、
一
部
を

間
開
発
の
中
に
入
れ
て
も
ら
う
わ
け
で
す
。

特
別
な
事
例
で
す
が
、
文
部
科
学
者
の
例
を

お
お
し
し
ま
す
。
遺
跡
を
掘
削
表
す
る
組
織
と
は

別
に
、
遺
跡
の
誠
査
と
愁
備
の
委
員
会
を
作
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
議
論
を
し
て
、
そ
の
結
果
、

右
越
を
保
存
し
て
、
一
部
設
計
変
更
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
委

員
会
等
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

文
科
省
が
現
地
説
明
会
を
開
閉
い
た
と
こ
ろ
、
半

日
で
二

0
0
0
人
と
い
う
多
く
の
人
が
来
て
、

一
時
間
問
符
ち
に
な
り
、
開
発
側
も
積
極
的
に
遺

跡
の
保
存
と
数
織
に
動
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
開
発
者
の
瑛
解
が
な
い
と
な
か
な
か
で
き

な
い
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
城
は
、
も
と
も
と
土
の
城
だ
っ
た
も
の

を
、
天
下
生
日
議
で
石
の
城
に
し
ま
し
た
。
そ
の

理
念
と
い
う
か
縄
張
り
が
、
低
地
の
石
滋
と
台

地
の
土
墜
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
個

別
の
遺
跡
を
獲
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。

景
緩
や
地
形
を
残
し
て
、
そ
こ
を
歩
い
て
そ
れ

を
感
じ
て
も
ら
う
と
い
う
仕
掛
け
が
必
要
に
な

っ
て
き
ま
す
。
大
阪
の
事
例
の
よ
う
に
、
ガ
イ

ド
マ
ッ
プ
を
作
っ
た
り
、
ル

i
ト
を
歩
道
に
示

し
た
り
し
て
、
地
滅
の
中
の
文
化
財
の
位
置
づ

け
を
詳
餓
し
て
、
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
、
こ

れ
か
ら
の
仕
事
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

観
光
的
な
要
素
も
必
要
で
す
。
江
戸
城
は
大

体
皇
居
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私
た
ち
は
入
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れ
な
い
の
で
す
が
、
一
日
当
た
り
約
万
人
の

観
光
客
が
来
て
い
ま
す
。
東
京
の
中
の
観
光
資

制
怖
と
し
て
は
討
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場

所
で
す
が
、
お
国
な
の
で
子
代
沼
区
も
入
れ
な

い
の
で
す
。
説
明
を
す
る
ガ
イ
ド
施
設
は
な
く
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
整
え
て
は
い
る
の
で
す
が
、

な
か
な
か
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う

い
う
中
で
、
江
戸
城
だ
け
で
は
な
く
て
外
扱
も

含
め
た
敏
光
ル

i
卜
の
案
内
を
か
吋
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
城
外
扱
跡

は
昭
和
一
司
二
年
（
一
九
五
六
年
）
に
史
跡
に
指

定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
四
ツ
谷
釈
と
飯

田
橋
駅
間
辺
は
都
会
の
中
で
高
い
ピ
ル
が
な
い

の
で
す
。
景
観
的
に
空
、
が
見
え
る
場
所
に
な
っ

て
い
て
、
絞
や
水
辺
が
非
常
に
よ
く
残
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
公
底
的
な
使
い
か
と
、
丈
化
財

の
保
護
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
合
わ

せ
て
、
総
合
的
な
観
点
か
ら
き
ち
ん
と
整
備
し

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

O
小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

G

そ
れ
で
は
、
谷
川
さ
ん
か
ら
、
今
後
の
江
戸

遺
跡
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
お
話
く
だ
さ
い
。

O
谷
川
訟
は
、
今
回
改
め
て
江
戸
遺
跡
の
保

存
と
活
用
の
問
題
を
与
え
直
し
て
み
て
、
こ
の

間
同
開
聞
は
簡
単
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
ο

現
実
に
は
、
個
々
の
遺
跡
の
紛
一
台
の
方
の
情
熱

が
支
え
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
一
歩
引

い
て
考
え
る
と
、
や
は
り
も
う
少
し
き
ち
ん
と

論
遜
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
田
ゅ
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
保
存
と
活
用
と
簡
単
に
一
一
一
一
同
い
ま
す

が
、
保
存
と
い
う
の
は
一
体
制
川
な
の
か
。
保
存

し
た
の
だ
か
ら
活
用
す
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え

方
は
当
然
あ
り
ま
す
が
、
誌
編
礁
が
逆
転
し
て
き

て
、
活
回
附
す
る
可
能
性
の
少
な
い
も
の
は
保
存

す
る
必
婆
が
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
こ
の
点
は
利
払
が
非
常
に
危
燃
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
保
符
と
活
用
の
間
関
係

を
突
き
詰
め
て
考
え
て
お
か
な
い
と
、
い
つ
の

間
に
か
論
理
が
転
糾
問
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

れ
が
恐
ろ
し
い
気
が
し
ま
す
。

も
う
一
つ
、
遺
跡
の
保
存
と
浴
用
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
立
場
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
関
わ
っ

て
き
ま
す
。
波
多
野
さ
ん
は
、
遺
構
に
は
得
現

性
が
な
い
と
指
撤
さ
れ
ま
し
た
が
、
考
古
学
の

発
掘
識
変
に
は
本
来
再
現
性
が
な
い
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
発
地
さ
れ
た
遺
構
は
、
現
地
に
残
さ

れ
、
開
発
さ
れ
る
場
合
に
は
接
さ
れ
る
運
命
令

た
ど
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
古
学
と
い
う
学
問

は
、
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
遺
跡
保
存
の
問
問
題

を
考
え
る
立
場
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
学
倒
的

な
資
料
は
研
究
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、

人
類
全
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
存

在
し
ま
す
し
、
そ
れ
が
文
化
財
で
あ
る
以
上
は
、

当
然
活
用
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
と

い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
。
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一
方
、
開
発
す
る
側
か
ら
見
れ
ば
、
遺
構
の

保
存
ー
と
そ
れ
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
悶
見
合
う
か
ど

う
か
、
多
少
コ
ス
ト
を
か
け
て
も
保
存
を
決
断

す
る
か
ど
う
か
と
い
う
情
騒
が
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
保
存
さ
れ
た
選
出
併
を
部
業
施
設
や
観
光

資
源
に
利
用
す
る
と
い
う
ケ

i
ス
も
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
当
然
利
益
の
問

題
が
出
て
き
ま
す
。
利
益
が
上
が
ら
な
い
の
で
、

保
符
し
た
遺
構
在
壊
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ

り
得
る
よ
う
に
怠
う
の
で
す
。

ま
た
、
保
存
し
た
遺
構
の
活
用
・
公
開
間
に
あ

た
っ
て
、
人
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ

な
仕
掛
け
を
し
て
い
く
と
き
に
、
ハ
行
き
過
ぎ
が

な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
問
題
も
あ
る
。
何
が
行

き
過
ぎ
な
の
か
は
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
あ
る
と

思
い
ま
す
、
が
、
こ
う
し
た
問
題
も
含
め
て
、
私

は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
話
を
し
た
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
火
事
な
の
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
お
ら

れ
る
方
々
や
、
そ
こ
に
お
勤
め
に
な
っ
て
い
る

方
々
の
意
識
で
す
。
先
ほ
ど
後
藤
さ
ん
が
外
堀

の
話
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
、
か
小
学
生
の
頃
に

は
、
関
谷
か
ら
市
谷
の
外
堀
の
土
手
を
「
土
手

公
園
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
外
掘

に
は
遺
跡
、
史
跡
と
し
て
の
意
味
、
か
あ
る
わ
け

で
す
が
、
周
辺
住
民
に
と
っ
て
は
魚
釣
り
や
桜

の
花
見
な
ど
を
す
る
公
歯
で
も
あ
り
、
生
活
空

間
の
中
の
景
観
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
保
存
さ
れ
た
遺
跡
は
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
識
を
持
た
れ
る
よ



う
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

こ
う
し
た
江
戸
遺
跡
の
保
存
。
は
的
問
加
に
関
わ

る
様
々
な
問
問
題
を
ど
の
よ
う
に
折
合
い
を
つ
け

る
の
か
、
こ
こ
で
私
が
等
え
を
き
ち
ん
と
提
示

す
る
こ
と
は
無
理
で
す
。
し
乙
り
あ
え
ず
、
問
題

の
所
在
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

O
小
林
あ
り
が
全
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
き
ほ
ど
松
尾
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

会
社
を
そ
の
気
に
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
非
常

に
大
事
だ
し
と
思
い
ま
す
の
企
業
で
す
か
ら
、
当

然
お
金
が
大
事
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
す
る

か
。
コ
ス
ト
を
か
け
て
も
や
る
べ
き
な
の
だ
、

コ
ス
ト
を
か
け
て
’
も
や
っ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た

の
だ
、
と
い
う
仕
掛
け
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

後
藤
さ
ん
の
発
表
の
最
後
に
あ
り
ま
し
た
、

子
ど
も
た
ち
が
船
で
神
間
同
川
を
見
る
写
真
は
、

と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
私
ど
も
の
江
戸

東
京
博
物
館
で
も
、
子
ど
も
の
間
的
場
所
事
業
と

い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
閉
会
田
区
の
子
ど
も

た
ち
が
親
と
一
絡
に
来
て
、
館
の
近
辺
を
歩
く

の
で
す
〔
子
ど
も
た
ち
は
、
単
に
殺
が
マ
ン
シ

ョ
ン
安
田
闘
っ
て
住
ん
で
い
る
だ
け
だ
け
れ
ど
も
、

こ
こ
に
こ
う
い
う
職
人
さ
ん
が
い
る
、
神
社
仏

閣
が
あ
る
、
庭
菌
、
が
あ
る
、
チ
ャ
ン
コ
ロ
ほ
か
あ

る
、
と
い
う
の
を
見
て
知
る
。
そ
う
い
う
体
験

を
博
物
館
や
社
会
教
育
縮
設
が
仕
掛
け
て
、
出
宥

さ
ん
の
努
力
に
よ
っ
て
東
京
に
少
し
だ
け
残
つ

て
い
る
遺
跡
を
お
回
附
す
れ
ば
い
い
と
思
う
の
で

す。
削
例
え
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
業
者
は
五

0
0

万
円
を
か
け
て
、
出
土
口
聞
の
展
不
滅
設
と
、
遺

構
を
残
し
た
、
そ
れ
で
、
博
物
館
や
教
育
絡
設

の
ツ
ア

i
で
二
か
月
に
…
回
都
民
が
日
比
に
い
く
。

五
O
O
万
円
か
け
た
だ
り
で
、
い
い
こ
と
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
、

と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
る
。
ま
た
、
苦
労

し
て
移
設
し
た
も
の
の
マ
ッ
プ
を
作
っ
て
、
博

物
館
や
社
会
教
育
施
設
が
ツ
ア
ー
を
や
り
、
残

し
た
も
の
を
活
用
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
第
一
歩
ー
と
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
実
際
の
現
場
で
考
古
学
の
人
た
ち
が
ハ
ー

ド
に
努
力
を
す
る
と
と
も
に
、
博
物
館
や
社
会

教
育
施
設
に
い
る
者
は
、
都
市
住
民
に
そ
う
い

っ
た
も
の
を
知
ら
し
め
る
。
そ
う
い
う
活
用
も

や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
掬
滋
削
指
産
地
の
町
で
は
、
出
土
し
た
総

磁
器
が
援
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

学
問
的
に
は
賛
石
両
論
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
建
築
や
都
市
計
画
の
人
た
ち
と
話
し
合

い
な
が
ら
、
出
土
し
た
漬
物
を
様
一
の
一
部
に
埋

め
込
む
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
サ
ン
プ
ル
を
作
る
こ
と
は
、
企
業
、

役
所
、
そ
の
地
域
に
と
っ
て
非
常
に
得
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
、
今
日
の
お
話
を
開
聞
き
な
が
ら

患
い
ま
し
た
。

そ
の
辺
も
含
め
て
、

波
多
野
さ
ん
か
ら
、
今

日
の
余
体
の
感
怨
や
、
建
築
の
分
野
か
ら
は
ど

う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
お
話
く
だ
さ
い
）

O
波
多
野
脱
出
史
的
な
遺
物
に
し
ろ
、
遺
構
に

し
ろ
、
建
築
に
し
ろ
、
な
ぜ
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か

G

こ
こ
に
お
い
で
の
方
た
ち
と

は
共
通
理
解
、
か
得
ら
れ
て
い
ま
す
と
こ
ろ
が
、

普
通
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
す
。

特
に
し
ん
ど
か
っ
た
の
は
、
阪
神
大
震
災
の

あ
と
で
、
六
千
人
の
命
、
と
文
化
財
と
ど
ち
ら
が

大
事
だ
、
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
き
で

す
。
誰
だ
っ
て
「
命
だ
」
と
し
か
答
え
上
う
が

な
い
。
阪
神
大
震
災
の
と
き
に
は
仮
設
住
吉
の

入
居
を
抽
選
で
決
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
隣

近
所
が
別
々
の
仮
設
住
宅
に
伎
む
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
い
、
暮
ら
し
の
連
続
性
が
失
な
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
反
省
か
ら
、
今
度
の
中
越
地
震
で

は
、
集
落
ご
と
に
仮
設
住
宅
に
引
っ
越
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
ロ
こ
れ
は
一
歩
進
歩
し
た
か
な

と
、
ニ
ュ
ー
ス
を
開
い
て
思
い
ま
し
た
。

記
憶
の
風
景
や
生
活
の
逮
続
性
を
大
事
に
し

な
い
と
生
活
の
再
建
は
で
き
ま
せ
ん
。
生
活
再

建
の
甘
括
殺
に
な
っ
て
い
く
部
分
に
歴
史
は
あ
る
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
歴
史
を
全
部
消
去
し
て
し

ま
っ
た
、
と
こ
ろ
に
生
活
の
連
続
性
を
探
す
こ
と

は
不
可
能
で
す
。
保
存
は
燦
史
趣
味
の
お
じ
さ

ん
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い

G

む
し
ろ
生
活

の
た
め
に
あ
る
の
だ
、
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
手
法
を
開
発
し
な
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け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
お
金
、
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

私
は
た
ま
た
ま
い
い
絞
験
を
し
ま
し
た
。
私
ど

も
の
大
学
が
、
カ
ナ
ダ
の
ク
ロ
ー
ズ
ネ
ス
ト
パ

ス
と
い
う
出
舎
の
村
で
、
一
九
一
一
一
二
年
（
大
正

一
一
一
年
）
の
裁
判
所
を
貿
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

カ
ナ
ダ
の
ア
ル
パ

i
タ
州
の
歴
史
的
建
漬
物
で

す
。
そ
れ
を
、
州
の
燦
史
財
向
山
と
州
に
認
定
さ

れ
た
修
復
建
築
家
と
L

品
川
河
で
、
学
伎
の
研
修
所

に
改
修
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
非
常
に
い
い

木
の
床
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
上
に
、
使

い
に
く
い
か
ら
と
い
う
w

｝
と
で
P
タ
イ
ル
が
張

つ
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
歴
史
対
犯
の
人

は
、
「
あ
な
た
た
ち
が
学
校
】
と
し
て
使
い
た
い
と

い
う
こ
と
で
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
敷
く
と
、
一
万
五

千
ド
ル
か
か
る
。
こ
の

P
タ
イ
ル
を
剥
が
し
て

昔
の
床
を
蘇
ら
せ
る
と
い
う
文
化
財
的
な
修
浬

を
す
る
と
、
一
一
万
ド
ル
か
か
る
。
余
計
に
お
金

が
か
か
る
が
、
文
化
財
的
な
修
球
を
し
て
く
れ

た
場
合
に
は
、
川
川
の
燈
史
叫
問
問
か
ら
半
額
の
補

助
が
出
る
か
ら
、
最
終
的
に
は
あ
な
た
た
ち
は

一
万
ド
ル
の
出
資
で
す
む
」
と
選
択
絞
を
与
え

ら
れ
た
の
で
す
リ
剥
が
し
ー
な
さ
い
と
い
う
命
令

で
は
な
く
て
、
選
択
絞
を
き
ち
ん
と
与
え
て
選

ば
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
、

最
初
は
二
万
ド
ル
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
け

れ
ど
も
、
一
年
絞
っ
た
ら
一
万
ド
ル
戻
っ
て
く

る
か
ら
、
そ
ら
ら
を
選
八
る
つ
し
か
も
、
小
さ

な
町
で
す
か
ら
、
そ
の
二
万
ド
ル
が
景
気
浮
揚

策
と
し
て
有
効
に
働
く
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
あ
り
が
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ロ

私
ど
も
が
納
得
し
た
あ
と
で
、
「
P
タ
イ
ル
を
剥

が
す
の
は
あ
ま
り
難
し
い
仕
事
で
は
な
い
か
ら
、

高
齢
者
雇
用
促
滋
事
業
団
を
紹
介
す
る
。
そ
こ

で
安
く
や
っ
た
ら
、
も
う
少
し
助
か
る
」
レ
ヒ
一
一
一
同

っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
許
可
取
詩
的
な
判
断
で

は
な
く
て
、
一
緒
に
残
そ
う
と
い
う
こ
と
が
共

通
の
理
解
と
な
る
と
、
関
係
者
み
ん
な
の
発
想

が
柔
ら
か
く
な
っ
て
い
く
。
ア
イ
デ
ア
だ
な
と

思
い
ま
し
た
。
所
詮
、
あ
る
稼
度
の
お
金
は
か

か
る
。
で
も
、
そ
れ
は
、
歴
史
を
次
の
世
代
に

引
き
継
ぐ
た
め
に
有
効
に
使
い
た
い
と
思
い
ま

す。
実
は
、
面
白
い
所
で
面
白
い
一
一
商
業
に
出
会
い

ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ナ
パ
ホ
族
と
い
う
人
た

ち
が
残
し
た
一
一
言
葉
、
が
、
た
ま
た
ま
谷
川
さ
ん
と

白
川
村
に
行
っ
た
と
き
に
お
寺
に
か
か
っ
て
い

ま
し
た
。
「
自
然
は
祖
先
か
ら
山
引
き
継
い
だ
も
の

で
は
な
い
。
ま
だ
見
ぬ
子
孫
か
ら
借
り
て
い
る

も
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
は
や
ら
れ
た
な
、
と
思

い
ま
し
た
。

O
小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
現
状
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

れ
か
ら
進
む
方
向
を
、
建
築
の
保
存
、
修
復
と

い
う
こ
と
と
兼
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今

日
は
会
場
に
、
都
市
の
建
築
や
都
市
計
画
に
造
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詣
の
深
い
法
政
大
学
工
学
部
漆
筑
指
令
子
科
の
陣
内

さ
ん
が
い
ら
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
言
ご
感
想

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

O
陣
内
秀
信
（
法
政
大
尚
子
）
隊
内
と
中
し
ま

す
。
こ
の
江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
委
員
も
や

っ
て
い
ま
す
。
感
想
を
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
う
い
う
テ

i
マ
で
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
関
か
れ
、
突
っ
込
ん
で
議
論
さ
れ
た
と
い
う

の
は
画
期
的
で
、
意
味
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

現
場
で
苦
労
さ
れ
て
い
る
方
々
の
い
ろ
い
ろ
な

成
楽
を
、
相
興
味
深
く
う
か
が
い
ま
し
た
。

ま
ず
汐
留
の
発
織
が
行
わ
れ
て
、
間
開
発
叫
則
前
倒

が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
出
土
し
た
遺

構
を
何
と
か
筏
せ
な
い
も
の
か
と
患
っ
て
い
ま

し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
ご
苦
労
さ
れ
た
上
で
、
佐

藤
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
難
し
か
っ
た
と
。
た
だ
、
部
分
的
で
す
が
、

新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
遺
構
が
見
え
る
形
で
残

せ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
一
歩
前
進
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
松
尾
さ
ん
が
話
し
て
く
だ
さ
っ

た
大
阪
の
事
例
は
、
大
変
な
努
力
の
中
で
ク
リ

エ
イ
テ
イ
ブ
に
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

東
京
も
ま
だ
ま
だ
頑
張
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
の
こ
ろ
に
天
王
洲
ア
イ
ル
の
開
発
が

あ
り
ま
し
た
、
が
、
東
京
都
の
港
湾
局
に
非
常
に

熱
心
な
方
が
い
ま
し
た
。
あ
の
石
垣
を
何
と
か

残
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
も
そ
の
サ
ボ

1



ト
役
安
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
芝
浦
の
シ
！

パ
ン
ス
は
運
河
に
関
し
た
昭
和
初
期
の
訂
以
な

の
で
す
、
が
、
そ
こ
も
筏
し
た
。
東
京
は
後
十
燥
さ

ん
が
強
調
附
さ
れ
た
よ
う
に
、
江
戸
減
問
川
辺
に
石

緩
や
土
木
造
構
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
り
こ
れ

は
都
市
の
骨
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
非
常
に

重
姿
な
要
素
で
寸
め
で
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作

る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
努
力
に
よ
っ
て
、
相
可

可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
イ
タ
リ
ア
の
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ボ
ン
ベ
イ
の
よ
う
な
遺
跡
に
行
く

の
も
非
常
に
楽
し
い
の
で
す
が
、
実
際
に
生
き

て
い
る
ま
ら
の
中
に
遺
構
や
遺
跡
が
顔
を
の
ぞ

か
せ
て
い
て
、
そ
れ
に
出
会
え
る
と
い
う
の
は

最
高
の
姦
び
で
あ
り
、
組
一
四
か
さ
だ
と
患
う
の
で

す
。
「
土
地
の
記
憶
」
と
か
「
都
市
の
記
憶
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
過
去
と
対
話

で
き
る
場
所
、
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
の
が
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

波
多
野
さ
ん
が
海
外
の
事
例
を
い
く
つ
も
紹

介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
行
っ
て

み
る
と
、
上
手
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
以

上
に
、
非
常
に
ト
仔
ん
壮
感
が
あ
っ
て
、
人
間
の
営

み
、
過
去
、
現
段
、
未
来
が
つ
な
が
っ
て
い
く

本
当
に
い
い
経
験
を
さ
せ
て
く
れ
る
場
所
な
の

で
す
。
そ
う
い
う
場
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
考
中
白
日
ナ
の

方
、
悠
柑
棋
の
歴
史
を
や
っ
て
い
る
方
、
建
築
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
、
都
市
計
画
家
、
ラ
ン
ド
ス
ケ

i

プ
の
方
々
、
か
ま
さ
に
合
同
で
や
っ
て
い
く
大
き

な
ブ
口
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
考
え
て
、
総
済
人
も

巻
き
込
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
ま
だ
そ

う
い
う
援
や
合
点
目
白
が
臼
本
社
会
の
中
に
は
全
然

で
き
て
い
な
い
の
で
、
そ
こ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
大
い
に
学
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
ー

今
問
は
、
十
本
屯
ゴ
に
大
き
必
万
向
づ
け
が
な
さ

れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

O
小
林
あ
り
が
と
う
ご
、
さ
い
ま
し
た
。

今
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
遺
織
や
遺
物
は
い

ろ
い
ろ
と
残
す
努
力
が
さ
れ
て
い
る
現
状
が
わ

か
り
ま
し
た
。
海
外
の
先
進
的
な
事
例
や
大
阪

の
先
駆
的
な
事
例
報
告
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

陣
内
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
建
築
の

人
た
ち
ゃ
都
市
計
画
の
人
た
ち
と
ジ
ョ
イ
ン
ト

し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
取
り
組
ん
で
い

く
と
い
う
こ
と
を
、
間
給
非
、
都
市
考
古
学
か
ら

始
め
た
い
と
患
い
ま
す
口
そ
の
た
め
に
は
、
こ

の
佼
総
研
の
江
戸
東
京
フ
ォ

i
ラ
ム
は
ふ
さ
わ

し
い
場
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
戦

略
や
怒
念
と
い
う
部
分
も
、
内
何
時
並
行
で
議
論

し
て
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
の

引
払
は
、
博
物
館
の
人
間
と
し
て
、
ま
ず
、
考

古
学
に
携
わ
る
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
残
っ
た

遺
跡
、
遺
構
、
移
設
さ
れ
た
も
の
の
マ
ッ
プ
を

作
っ
て
、
市
民
の
方
、
都
民
の
方
に
参
加
し
て

も
ら
い
、
江
戸
の
遺
跡
ツ
ア
ー
を
や
る
。
解
説

を
す
る
よ
う
な
ツ
ア

i
も
つ
く
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
、
第
一
六

五
間
江
戸
東
京
拡
大

フ
ォ
ー
ラ
ム
「
よ
み

が
え
れ
江
戸
灘
跡

都
市
遺
構
の
係
作
、
と

活
用
に
向
け
て
ー
」

を
閉
会
と
し
ま
す
。

ご
参
加
、
あ
り
、
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小
林
克
／
こ
ば
や

L
－
か
っ
。
東
京
都
江
戸
東

京
樽
物
館
学
芸
員
。
…
九
五
九
年
生
ま
れ
。
開
本

大
学
史
学
科
卒
業
／
日
本
大
学
大
学
院
吏
学
専
攻

修
士
課
稼
修
了
。
著
書
に
一
匙
る
江
戸
六
「
統
美

術
館
－
博
物
館
は
吋
い
ま
ケ
A

日
外
教
義
選
書
〉
（
共

著
）
、
「
掘
り
出
さ
れ
た
都
市
i
江
戸
長
崎
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
＠
ロ
ン
ド
ン
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
企
画

展
ヘ
あ
か
り
の
今
昔
一
光
と
人
の
江
戸
東
京
史
い

読
書
案
内
大
江
戸
を
知
る
本
い
（
監
修
）
、
吋
腐

り
出
さ
れ
た
都
市
・
日
敵
出
土
資
料
の
比
較
か
ら
』

（
共
著
）
、
ー
特
別
展
都
市
の
記
憶
と
再
生
東
京

の
た
て
も
の
を
ま
も
る
、
（
展
示
問
録
）
、
「
近
世

考
古
学
・
再
生
と
活
用
一
、
「
真
砂
遺
跡
」
（
発
掘
調

査
報
告
書
）
、
「
今
戸
焼
い
（
誠
査
報
告
）
が
あ
る
。

近
世
考
古
学
か
ら
出
発
し
、
江
戸
・
東
京
の
物
質

丈
化
、
生
活
文
化
の
実
態
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
匂
応
戸
東
京
た
て
も
の
周
囲
で
、
日
九
九
八
年
に

特
別
展
「
都
市
の
記
憶
と
梓
生
」
を
手
が
け
、
建

物
の
保
存
＠
活
用
だ
け
で
な
く
、
都
市
の
中
で
の

考
古
資
料
の
活
用
に
つ
い
て
も
関
心
を
も
ち
、
提

…一泊する。
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話議一覧 （ ）内の所属は話題提供時のもの、合印i土地域見学会も実線

1986年

第l回 江戸東京フォーラム委桑会の進め方と話題提供・リj、木新迭｛歴史民俗博物館）

第2西 都市下層社会の形成と変容・・・・・..........・内 6l 雄 iき（東洋大学）

第3@] やわらかい者：市橋迭．．。....・・・・ e・e・・...・・ e ・＇j車内 秀信（法政大学）

第4密 考現三井の考京学e・e。..＜.・ E • e巴 e・q p・・ e・・..・ e・・噂・佐藤健 二（j主政大学）

第5@] 明治郊の道路｛街！ま）・路地の婚主主J毒殺について・石巴 頼房（東京都立大学）

1987年

第6U~ 博覧会と盛り場の明治ea・・・ e・・・・・..・ a巳・・・・・・・・吉見 俊哉（東京大学）

第7矧 明治期の繁華街の建築・＠・ a・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0 ・初回 亨｛工学院大学）

;fl8河 東京の土地・住宅史・・・・・・ 0・・・・・・・・・・・・・・・・ a ・長谷川徳之斡（建設経演研究所）

第9Qfl 1工戸の構成と構造－ .・ a・..。 e・・・...... ・・・加藤 資（itfK教育委員会）

第！Ou自 水の者ト深）11成立史..........・・・・..・ ...... ，雪原、健郎（成城大学）

第l!U訂 江戸の建築技術e・0・・..・..・・・...............il'j 和夫（神奈川大学）

第12@] 松浦武i'9郊の 畳敷の警斎 ......・・・・ ・・ a・・ヘンリースミス（コ担ンピ7大学）

第13罰 徳）1 I <7> I自家庄のみた、江戸・東京・・・ ・・・ 0・・・・・・井 J::. 勲（学溜続大学）

第14@] 路上からJI,た江戸e東京。． e ・...。.......・ e・・盟主森 照イ言（東京大学）

第15回 東京書物探索入~~・ a ・・“..・ e ・・ e ・・... ＇・B・・・・・ e・・大広告 .！！：身（者目立中央図書館）

第16田 神田のサウンド・スケーフのの研究，， a・e・0・・・・・ 6・議定車けい子（j長波大学）

1988年

第17回 絵画史料にみる江戸の罫ト・＠・..目・・ 5・・・・・ e・・・・・・波多野 純（日本工業大学）

第四罰 明治期東京の欽料水販売....・・・・・...・・・・・ q・・・・松平 康夫（東京都公文書館）

第19回 江戸城御療の室内空間について・・・司・・・ー・.....ー西 和夫（神奈川大学）

－［＼章壁画下絵による復原一

第20田 小江戸＇－ J 11越のまちとすまい・・・・・・・・...・ a ・・ e 内問 縫 i査（東洋大学）

第21回 現代東京の祝祭－ ......・ ・・・ a ・a p ・・・・・・・・・松平 紘（立教大学〉

第22防 丸の内の変遷とそこに働くザラリーマンの職と住

...間ヰ； 哲志（岡京都市建築研究所）

第23回 浅草寺の境内・門前世界..・・・・...＇＇・・ 0・・・・・・..竹内 誠（東京学芸大学）

第24回 都心定伎を考える........，。.....＇.・・巳・・・・・・・・奥田 道大（立教大学）

一市街地の「初むの現代的怠味ー

第25@] 都市社会調査の歴史から・・・‘・ 0 帽.....・・・ー・ 0・・・・佐藤 健二（法政大学〉

第26@1 世界都市東京の光と景2・・ e・・ 0・・・・.....・・ t ・・町村 敬；志（筑波大学〉

1989年

第27四 都市の諮り出す物詩・ a ・・・ 0・司・・ a ・・ e・ ・・・・ e宮部 登（筑波大学）

第28回 江戸の都市計圏一江戸前島を中心としてー・・・・・鈴木理生（区立主主橋図書舘）

第29由 江戸の武家屋敷iこっし、て...・ 0 ・・・・ ...・ a ・・北原糸子

第30回 江戸の被差別。東京の被差別ー.....，.・・・・・・・大串 夏身（都立中央図書芸館）

ーもうひとつの江戸固東京一一

第31回 江戸東京の遊びーかるたを中心iこー・・・ ・・・・村井省 .'O（村井かるた館）

第32伺 森崎外の都市論・ ・・ 6 ・a ・・..... ．．‘・石田頼箆（東京都立大学）

第33[0] 東rm都心部における空間利用形態。 6・・・・・・・・・...山下 宗事J（筑波大学）

第34組 「響き！としての東京の衝なみ・・・・・・・・・・・・・・・・..鳥越けい子（サウンドストフデずイン）

一神rn地区における建物の形態が道の音環境iこ及ぼす影響を中心lこー

第35回 東京の都市構造の変寝とアンア系外調人問題・・・・奥田 道大（立教大学〕
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1990年

第36回 鶴緩南北の臨t!l霊・・喝＠＠＠・・・・・・＠・・・ a•• e・ea・・・ e。6 ・繍山 泰子（国際基督教大学）

第37回 東京と近代詩 e ・・..'' ............・ e・・・・・.≪行吉正 子（江戸東J丈博物館）

第38限 l司総会うぐし、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替え問題 ...・..吻白内陸 雄造（東洋大学）

第39沼 東京の治イ面..・・.' ..・ 6 ・・ ・・・ ・e・・・・・・暗・ e句。前回 尚美（東洋大学）

第40痘］ 江戸の地価6 ・・・・・ e・.， ..・ e.....・ e・・・・・・＇ ..伊藤 好 （関東近代史研究家）

第一41閲 江戸のごみ処理..・..・・・・・・・・・・・・・・...・目・..，伊藤 好…（際東近代史研究家）

第421琵 都市農業と土治問題・・＠・・・ e ・・ e .........。旬。石出 頼房（東京都立大学）

第431§ 天皇巡幸と「帝都j としての東京.....・・・・・・...，吉見 俊哉（東大新際研究所）

第44[iil 江戸の名所・王子...・ a....・・・・・・...' e ・e・0 ・・加藤 賢（北区教育委長会）

第451§ t二オくからみた江戸の朝日市計i逝.....・・・ e・・・・・切 φa波多野 総（行本工業大学）

第4日間 江戸名所絵における遠近法・・・田..・・・・ e.......ヘンリースミス（コロンζγ大学）

1991年
第47@ 江戸rm扉嵐にあらわれた蕊俗・・町 e .............丸山 伶彦（墜史民俗得物館）

第48@ 鍬形慈斎の江戸 自主型車字通1.............・ e・e・リj、j哩 弘（調布学臨女子短大）

第49西 見立絵というもの...・・・・ ・・・・・・ e ...吻 a鈴木； E震三

第50郡 江戸住宅事情・.........・ ・・................片倉比佐子（東京都公文書事宣言）

第51包 江戸明治大王のすまい・・・・巳 e........・・・・・..平井 主主（Bg手口女子大学）

第52U目 最近のき治体住宅政策について e・.0 ......・ e...林 泰義（計蕗技術研究所）

策53回 東京市営住宅事業について e ・.....・・・ e・・ a内沼 青蔵（東工大附属高校）

第54聞 東京における水際土地手lj汚の変森・・・..... ・・切河本 哲；志（湾本都市建築研究所）

日本橋jIIと隅泊｝I iを中心として

第55回 江戸から東京への景観構造変化..・・・ e咽e・・・ e・e・・漂白 陽… （埼玉大学）

第56関 東H；都の都市計額とt可j11運河‘ 巴・ e p ・a・6・..・＠妻子住江（関東学院大学）

第57@ アジアのスラムと居住へのたたかい・・・・・・・ ...，内沼雄造（東洋大学）

1992年
第58！店 新宿ヤミ市の復原・・・・巳....・ e ・・.............・松平 紋（主主教大学）

第591§ 鋭uri慈斎筆のf黒髪山縁起絵巻」と ri工都名所法！会j在’めくーって

ι ・・・ a小；畢 弘（官時布学霊童女子短大）

第60回 芝居可と観客一都市文化の底流をさくる ・小木新造（江戸東京歴史Ml主）

第61目1 fよ総j を中心とした江戸火消しの活動・ 4 e・・・・ a鈴木 栄 （千代田区議員）

第62@1 近代演劇人による伝統の発見・・・・珍副・・・....・・...横山 泰子 (00際基管教大学）

第63伺 簿覧都市江戸東京。．目・・・・・・ 4 ・・...・・・・・守・ e・吉見 俊哉（東大新聞石f究所）
第64回 読売から新関までe・・ ・ ・・・・町・ e・包・・・・・・・・ ・ GERALD GROEMER 

第65凶 音の風景と近代の；忘れもの・・・・ a・a.......・.....烏越 iずし、子（サウンドストプ機構）

一大分県竹医市瀧廉太郎産主題整備計国iをめく守って

第661§ 三越百貨店が演出した文化生活0・＇..........・・初出 亨（工学続大学）

第67淫l ヴェネツィアの経済＂＂荷ー交易・市場 d職人一..唱.p車内 秀｛言（法政大学）

第ES［司 都市のまつり・・・・..・・ e・・・・・・・ e・・・・・ e・e・a・aa宮岡 登（筑波大学）

1993年
第69閲 江戸、初期の土地問題・・・・・・・尽・・・...・・・・・..命吉原健ー郎（成i成大文学）

第70阻 江戸勤番武士の生活・・・...........・・・町 ・・竹内 誠（東京学芸大学）

第71間 江戸のおんな・・・・.........‘・田 e・e・・ a・・・・時・・ e附杉浦日向子（江戸底係研究家）

第72回 大名屋敷跡地の住宅地開発麻布霞関了の場合 ..加藤仁美（跡克学園短大）

第73回 新設・日本近代住宅史・・・・・・司・ a・・・・・ q ......・5事森 照 f言（東京大学生研）

第74回 幻の東京オリンピックと万博・・・・・・・・・咽...e・磯村英一（東京都立大学）

第751§1 東京市社会潟と都市役会務査・・・・・・・ ・・・・..・佐藤 健二（法政大学〉

37 



第76回 近代における東京の都市庶民住居的発足量.....・・ e江隠編入（文化庁文化財）

第77回 江戸の隠？と京都の罰T・。...・・・・・・・..。...・－－－－ーリI、）I [ 保 (ll青水建設矧技研）

第78罰 「まらj の死iこ立ち会うとき 汐入をめぐってー・伊藤 毅（東京大学）

第79怒 谷白墓地をめぐって・ 0 ・..・・・ a e ・・・・・・・・・・森 まゆみ（谷様千工房）

1994年

第80@] 首都の葬送空間 江戸・東京の火葬場と墓地 ・..八木津壮一一（東京電機大学）

第81泊 葬式的ブオークロ 7・・・..・ a・0・e色・・ a・・・・・ e・a・4・官田 登（筑波大学）

第82回 東京一極集中と今後の課題。 e••••• ' .......・ a・・・東郷 尚武（東京市政調窓会）

より設かな都市＂＂＇賂をめざしてー

第83回 東京都政の50年..・・・・・・・＠ ・・・ 0 ・e ・e ・・ e ・大串 夏身（昭和女子大短大）

第84回 博物館の住宅店主示を考えて ...... 0 ・・・・・ ・・・・シホヨルダン サント

一人々は生活史をどうみるかー

第85回 都市空間とセクシュアりティ・・ a・・・・・ ・・・・・・J:. m！千鶴子（東京大学）

第86回 メディアとしての絵はがき..・・ e・・・ e ・・ a・・ b ・・佐藤健二（法政大学）

第87回 メキシコシティと東京の務で 0・・・・・吻＠・‘ E・・・ a ・高気 俊哉（東大社会情報研）

第88国 北京と東京の比較都市議.........。。＠・＠目・・・ e・・・陣内 秀信（法政大学）

経史的さ苦情構造と近代化のメカニズム

第89回 JI ［越のまちなみの復元・・・・＠・ e・・..・ e・・ 0・・・・・・ 4・内田 紘 i韮（東洋大学）

浅井賢治（東洋大学）

第90沼 荷量品暁斎と江戸東京・..・ e・・ e・・・ 0 ・・ 5・・・・・・・・・・・4、木 新進（江戸東京読ま史財毘）

1995年

第91回 51、（澗布学陸自女子媛大）

第92回

第93@]

第94回

第95回

第96回

第970ヨ

第98~ヨ

第9由主司

第100回

第101@]

1996年

第102部

第103思

都市と美術舘と絵画・・・・・＠・・・・・・・..・ e・・・・・・・・ー小 j望

パ 1）・ロンドンと日本一

野村コレクション「小宇田厚手風Jとその周辺・・・..・丸山

終戦蓋後の東京の生活をさぐる資料・・＠巳・・・・ 0・帯。天皇子

歌謡曲のなかの東京...・ e・＠・・・町.......... a・e大串

江戸の着物文化・・ 0・・・・ p・..・・・ e・..・..・・・ e・・・..Hl中

江戸東京学への招待号式論・巴 e・a・・...・・ e・・・・・・・・・d、木

「境内」 からみた三者~.・ e ・・・・・・・・ e a・・・・・・・・・・・伊藤

一三者Eの比較都市史序説

軍基り場考e・・・・‘。 0・・ e・・・ e・a・・“ e・・・ t・..・ a・..・・神崎

近一関：都市空間の創出過程について・・ 0 ・・・..・・・・・ ·~I乙原

一都市構築の基皇室材調達の視点からー

江戸東京学への招待...・・・・ ・0 ・ ... －小木

生活の舞台としての都市空間一 陣内

高桜

田中

司会内田

都市の民俗学 色・音・匂の変化 ・..・・・・・ a・...・小林

イ申彦（震史民俗博物館）

陵子

主主身（昭和女子大綴大）

俊子（法政大学）

新進（江戸東京博物館）

毅（東京大学）

武

子

宣

糸

新造（江戸東京博物館）

秀信（法政大学）

秀爾（国立商洋美術館）

俊子（法政大学）

雄造（東洋大学〉

忠雄（隆史民俗博物館）

月

て

藤

大

い

佐
つ設建ハも住

．
通普ーと的り

活
く

止
工
つ

の
ち

ト
ま

一
興

パ

復
ア

る

色
町
ト
仇

柳

に

A
I
ム
E

満

満

開

閉

敏雄（東京大学）

滋（早稲田大学）
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第104回
第105閲

第J06回
第！07悶

第JC＇回
第109@]

第110@!

第111回

第112回

1997年

第ll3ITTI
第ll 4ITTI 
第115@!

第！16ITTI

第117ITTI

第118[21

第11骨＠］

第120！＇ヨ

第121@!

第122ITTI

第123@

1998年
第124約

第125ITTI

第12.6日］

第127閲

第12日間
第129@

第130自

第131呂

第132間

1999忽

第133限

第134図

第135問

第136凶

第137回

俗文化の体験の場としての博物館・.＇.，・ e・・..・ eリl、j軍 紀美子（東京主主芸大学）
縁切寺一東慶寺と打開徳寺一・・・ p ・e ＠＠＠昭＠匂昏跡高木 ｛立（関東絞殺大学）

考古学からみた江戸と他都市との比較e ・e・00・小林 克（康史文化財団）
日本パノラマ宣言と凌雲路・・・..・ e・e・・ e・・ 0・・ ae且・ u平弁 袈（日限和女子大学）

一浅草の2つの医大建築i土、当時の人々にどのような印象を残したかー
震災復興く大銀座〉の街波みからー..........⑤目。石 ）I [ 奈窓（清水連殺事詩）

明治初年の大火と貧窓分離縁・・...。.........。旬。石田 章賞房（工学院大学）

戦災復興計画の理念とその透綾・ E ・・ ........越沢 明（長問造形大学）

東京、他台、名古屋、神戸、広烏等をめくって
関東大震災後の東京の住宅地形成について・....・5事情洋保（東京工業大学）
カフェーとf喫茶店 ・． ．．．。...・ a ・ 0 ・初回 亨（工主主l&t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・..・・....・ 0・・・ e・ee篠涼
東京都都市長線マスクープラン凶・ e••••••• a・・ 0・e布施

一新たな景観まちづくりへの展照一

孝（日本大学）

修（東京大学）
六郎（東京都）

江戸・策京の湯豆．。．．．．．．． .....・.....＇.・寸法半 紙（女子栄養大学）
江戸城から宮城へ・...........・ e・ae・・ e・e・巳....米 Bl 綾子

一皇居を中心とする都市空騎の変容
江戸藩邸物語・・・..・・・・・・...・........, .... a加藤 賞

建築家、佐藤功ーと都市への視線 a •• ・ ... e 米山 第（江戸東京博物針i)
明治の都；言語にみる東京－－－－－－ ...... a ・e 大期 変身（昭和女子大短大）

r1工戸名所窓会Jと長谷川繋旦’“・....・ e・咽・当..・鈴木 章生（江戸東京博物舘）
町奉行所定火1自主主敷・聖堂＠よ水・・・・・・・“....。。。波多野 純（日本工業大学）

一絵E霊図函にみる江戸の都市方言設
参勤交代一巨大都市江戸のなりたち.... . ..... D京 51: i）ま（江戸東ノ京得物慾）

寛永13年江戸城外戚普請と周辺地域の変化e・...・槻木 真（新宿怒史博物館）
関東・東閣の部落史・・・・..・・・・・・.' .....・・・ 6φ。。藤沢 嬬介（部落解放研究所）

一部落史の「見渡しj 論議に引きつけてー
明治期の被差別部落 0・・・ ・・ e e ・e・・・ a ...・友常 勉（部落解放研究所）

一都市東京と檎民地主義の言説編制jからー
関東大震災と朝鮮人議殺事件・・・・....・・・....・..石田 主要（詩三五両手口教育協）

原宿の空間構造一人気の秘密を履史から読む 。凹t!r.瀬有志（法政大学）
横浜mの市営住宅事業について．．。 島........水沼淑子（腿東学院女子短大）
目白文化村とその変貌.......・a ••• ・....八木津壮 （東京電機大学）

地域学の明日を考える・・・・・・ ....・・・ 0・・・...リj、木 新造（江戸東京博牧館）

橋爪紳也（京都精華大学）
結城登美雄（まちづくり 7"7けー）
森 まゆみ（作家「名噌千j主宰）

司会罪室内秀信（法政大学）
江戸歌舞伎の特色.....................・ e • a。，服部幸雄（日本女子大学）

東京・明治大豆の人口問題・・...・ 9・・・・......ノト木

江戸東京フォーラムと住総研・・・・・・...・・・・・・..大坪

嬰壷（伝統的な）の寝援書・岨岨・・・ e・e・a・e・－吉田

「ふるさとJとしての東京深Ji[....・・・・・・・・ e・..) I i沼

あるlili人的な感想ー

新進（江戸東京博物館）
自直（住宅総合研究対面）

良太（住宅総合研究財際）

順造（広島市立大学）

都市と農村の皇室月時代・・ 0 ・・・・・ e・e ・・・・・・・・・・1.工波戸一 日話（明治大学）

一近郊農業の展開と流通の変化一

永井待E乱と東京・ 。..・・・・ e・・・・・・ E・a・・・ a・e...・湯 ）11 説子 （江戸東京f専物館）



第138問 地域雑誌からみた町・回 E・・，，・・・＂・・ ea・・・・・・ －立駿 王子（fここは牛込、神楽阪）

里子口由紀子（「武蔵野から」）

大野照子（Iまち雑誌千住J)

司会森 まゆみ（作家7谷線千j主審）

2000年

第13百四 fニュースの誕生j 浪と江戸東京学ea・e・......＇木下 康之（東大総合研究博物白書）

北原 糸子（烹大社会情報研究所）

佐緩縫二（東京大学）

吉見 俊哉（東大社会情報研究所）

富深 1幸三（神大常畏文化研究所）

第140店 長続出島の復j京と「海を渡った火工道具浪J" •• i"l 和夫（神奈川大学）

千里子香織（学窓際大学）

波多野 純｛日本工業大学）

第141居合大久保にみる都市の殴際化 .... ＇・＂.・ ae・・・・ a・稲葉 イモ子（帰γト7。ランニンn
第1421尽力持Ill多留Joo＇・. . .. e・＜ ' .....・ 0 ・e・・・・小藤周五夫（千代医忍まちづく公社）

一漠災復興の fまちj から見えるものー

第143@J 築地・横浜の外間人コミュエデイ..・ e・e・・・・・5接出 版子（お茶の水女子大学）

第144回 江戸東京フォーラムの果たした役割ae・・・・・・・・・町太田惇太郎（日本学工院）

小木新造（江戸東京博物館）

陣内秀信（法政大学）

第145阪遺跡から江戸の生保文化を探る・・。 ...。．．．．．波多野 総（E：本工業大学）

一江戸考在学最新情報一 後藤：；＞）；樹（刊畑区盟番町資料館）

槻木 英（車rrz苦控室史博物館）

司会小林 克（江戸東京博物慌）

2001年

第146回 江戸の見t生物a・・・ ... ＠・ ・・..・..。...・・・・JIl添 絡（見世物丈イヒ研究所）

第147回世千伎の沼丁おこしと地域情物宣言の取り組み....・ E所 理喜夫（起立区立郷土薄物館）

荒居 f長司月（町並み研究家）

波多野 純（日本工業火学）

大野煩子（首「雑誌f千住J)

第14日間 祭ネしからみた都市設関の変森と地域コミュエティの形成

神医祭りを主な素材として ・・・ ・・・・・ e・凶伊藤裕久（東京理科大学）

第149閲 江戸の女性と者橋進頂会一立ell博物館の試みー・鳥越けい子（聖心女子大学）

米原 寛（立はJ博物宮官）
第150閉 都心ぽ伎の再考.....・ d .....・..・ a.....・・・ p・・・・波多野 純（日本工業大学）

江戸東京の生活史・文化史の視点から 初回 亨（工主主fi完大学）

:i:；月敏雄（東京理科大学）

森 まゆみ（作家今谷担千l主宰）

策 孝光（建築家千鰻工火）

司会陣内秀信（主主政大学）
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第155回 関 と近代大阪の再創造...a・・ e・...・ e・ジェフリー・ヘインズ（オレゴン大学）

コメンテータ：石田頼渓（東京都立大学）
II F句田雄 i貴（東洋大学）

i最献ピュスト （東／宗大学）

2003年

第1561!iJ 大江戸八百八町と日本橋界猿...・コメンテータ波多野 純（臼本工業大学）
『照代勝覧』の"ti!:界一 II 森 まゆみ（作家。！谷根千J主宰）

II 竹内 誠（江戸東京博物館）
II 市 ）Ii 寛明（江戸東京博物館）

コーディネータ小津 弘（江戸東；lzt専物館）
第157回もう つの東京の近代住宅史私論・..........・山口 蹟（日本大学）
第158回 江戸のモノづくり＇ .......・ ........基調講演守金 持運（緯国科学技櫛粉林院）

文化と荻宇野のク口スオーハー コメンチータ jl；問 販逃（神奈川大学）

II 高田誠二（北海道大学）
II 中村 士（冨立天文台）
II 橋本毅彦（東京大学）
II 波多野 純（日本工業大学）

II 渡遺 品（竹中大工道具館）
コーディネータ小襟 弘（江戸東京博物館）

II 鈴木 …義（限立科学1博物館）
第159＠大巨木近代の集合住宅のj原点としての fTl昔震」。掘江 マ（日本大学）

松山 議（東北公益文科大；蛍）

高橋幹夫（文化誌研究家）
第160!.ii] 幻想まから映悶へ転換絞め映像メディアー ... e 岩本慧 ll:（早稲f巨大学）
第161罰 都市への記憶 「満州医」建築〈のまなi''L・ ・・・古賀議桜子（コロンピア大学）

コメンテータ沼津泰法（名古農大学）

2004年

第162回 音楽の世界における〈邦楽と洋楽＞・ ..巴・ e・・・ ・e z秋山 君主（日本大r苧）
第163@1 江戸東京に於けるスラムの発生と変容・...・・・...内 FF! 雄造（東洋大学）

立メンテ｝タ加藤 貴（早L稲田大学）
第164凹穴銀座の歴史と都市文化を考えるー..・・ e・・町 e・0 剛 ・frill本 哲志（関本都市建略研究所）
第165閉 よみがえれ江戸遺跡桐 q・...・ e・・ e・・ e。・基調報告谷｝II 賞雄（早穏自大学）

一都市遺構の保存と活用に向けて－ II 波多野 純（日本工業大学）
事例報告後線宏和j（千代限区四番荷7資料館）

11 佐藤 攻（東京都様膨文化財＇＂＇ ) 
II 松 ｝t, 1，＇： 裕（大板市文化財協会）
II 扇浦 正義（長崎県都市盤備桝摺）

号会小林 克（江戸東京↑専物館）

2005年



開催案内

フォーラムは、江戸東京ブオ｝ラム委員会で企廊を検討し、年5@rn者催しています。

開催案内は、インターネットの当財団ホームベージでご覧iこなれます。

URL: http: //w糊 jusoken.or.jp/edotokyo.htm

発刊物など

(1）研究論文・報告

①「江戸東京、生活＂＂＇需 jの研究」、研究所報No.14培、 A4級19ページ、

住宅総合研究員tE君、 198自

②「江戸東京フォーラム委員会活動j ( 1）～（7）、研究年報No.18～24、

Ml坂51ページ、住宅総合研究員オ湖、 1992～1998

(2）…般書籍

①「江戸東ノ京を読むj 、AS）坂295ページ、筑摩醤湾、 1991

②「江戸東京学への招待（1）文化＂＂簸 J、86絞290ページ、日本／点送佐i版協会、 1自95

③「江戸東京学への招待（2）都市誌篇」、 B6放282ページ、日本放送出級協会、 1995

③「江戸東京学への招待（3）生活総繍」、自己絞273ページ、日本放送出版協会、 1宮前

(3）記録小附子

。「地域学の明日を考えるj 、日51波59ページ、住宅総合研究財団、 1999

②「地減雑総からみた向fj、85絞27・くージ、住宅総合研究員オ問、 2000

③「遺跡から江戸の生活文化を探る 江戸考古学賞受新情報 j、85版27ページ、

住宅総合研究員オ問、 2001

③ 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 j、Bo絞44ベ｝ジ、

住宅総合研究財団、 2002

C]i) r江戸のそノづくり 文化と技術のク口スオーバー J、出版55ベャジ、カラー、

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「江戸のそ／づくり j総括経／住宅総合

研究財閥／匿立科学博h物館／東京都江戸東京博物宣言

(4）住宅総合研究財ff]機関誌 fすまいろんJの伎総研ニューズレタ一ページ
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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丹に住宅

総合研究財団の助成研究として発足し、 7月

lこ第 1図のフォーラムを隣催しました。翌年

度から、当財団の活動として、現在に恋って

います。

フォーラムは委員会で企画がつくられま

す。委員会の構成メンノι は下記の通りですG

主な参加メンバ~1士、建築史・都市計在留・

歴史学・民俗学・社会学・文学・美術史.~自

滅学・地浬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、自由で

活発な議論や；意見交挽が行われます。各分野

での先端約な鵠題意識も示され、お五；いの刺

激と示唆を与えあう場です。

フコナ←ラムの目的i立、 …言で言えば、東京

を再考することですじ東京i士、政治、経済、

情報、文化が一棟集中しています。都市機能

が雑然と混ざり合って、栂めて車高模した多重

構造都市とも言えます。この東京を解明する

方法i士、江戸から今日までの“寅した視座で

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、街ICフ口アで情報や：意見

交換をして、共通の研究主毒殺を持つこと、 ず

なわち、学際的に股間をすることです。この

ような立場で、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よみがえれ江戸遺跡

一都市遺構の保存と活用に向けてーj

2C:l5年3月31日発行。

編集江戸東京フォーラム委員会
発行人口峰政克義

発行＝前回法人住宅総合研究員す鴎
干 156・0055

東京都t在田谷区船橋[ll.]丁目 29番8号

Tel. 03・3484一5弓81 Fax. 03』 3484一5794
E町 mail:suz

URL: httpゴ／、V、、、V.jusol《en.or.jpi

印昂I］所＝1'先式会宇土七車具

20（］年度から、フォーラムを{t腐するに

あたり、企画の基本柱をつくっています。

その基本柱は、次の4つですっ

③「言白書j としての都市

②［地域研究J(f)綴り下げ

③文化学・都市文化学で i]920～ 30年代を

きる」

④情報縞の構築を江戸明治に学ぶ

21 世紀は都市の時代目だと言われていま

す。全t世界の人口の大半が都市や都市化社会的

中で住活を営むようになると雷われています。

そのような持代をifllえ、江戸東京フォトラムで

は、引き続き東京を舞台iこ総合的な都市研究に

取りま且む所存です。

フォーラム委員会

委員長

小木新進 （財）東京都歴史文化財閥顧問

委員

,I、j撃弘東京都i工戸東京博物館教授

陣内秀信法政大学工学部建築学科教授

波多野純 日本工業大学工学部建築学科教綬

森まゆみ作家／地域雑誌「谷根千l発行人

積山泰子法政大学工学部一般教脊担当勃教授

吉見俊哉東京大学大学院情報学療教授

(5D音勝）

住宅総合研究財団について

当財閥i士、 1948（昭和 23）年、戦後の著しい住

宅不足が重大な社会問題となっていた時期に、
東京都の許可を得て設立された公益法人であるc

当5寺の清水建設社長・清水康雄氏の束、対のー
部を主主金とし、住宅の総合研究と、その成果の
公開・実践・普及を目的としてし、る。

往生活の向上に貢献しうる府究の委託や助成、
ンンポジウムやフォーラムの掠催、機関誌「す
まいろんJ の発行、 「伎j に演する専門関委書館
の公照など、学問と実践をつなぐ研究の場の提
供やその普及活動を行っている）
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