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よ
う
に 、
一
九
八
九
年
十
一

月
に
東
西
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
れ
ま
し
て 、

そ
れ

話
題
と
な
っ
た
の
で
す
が 、

動
を
し
て
お
り
ま
す
が 、

や
は
り 、

で 、

念
願
の
十
何
年
来
見
た
か
っ
た
絵
巻
を
見
て
参
っ
た
の
で
す 。

そ
こ
で
も

は
じ
め
に

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す 。

当 、

江
戸
東
京
博
物
館
は 、

開
館
し
ま
し
て
か
ら

十
二
年
を
迎
え
ま
す
が 、

ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
・

セ
ミ
ナ
ー

は
以
前
か
ら
催
し
て
お

り
ま
し
た 。
「
江
戸
東
京
の
歴
史
と
文
化」

に
つ
い
て
沢
山
の
当
館
フ
ァ
ン
の

一

緒
に
体
感
し
よ
う 、

歴
史
や
文
化
の
講
座
を
聴
こ
う 、

あ
る
い
は
見

学
会
に
行
こ
う
と 、

ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま
す 。

実
は
ご
多
分
に
も
れ
ず 、

博
物
館
も
今
大
変
な
時
代
に
な
り
ま
し
て 、
「
稼

げ」
「
集
客
し
ろ」

と 、

東
京
都
だ
け
で
は
な
く 、

日
本
全
国
だ
け
で
な
く 、

世
界
中
の
博
物
館
・

美
術
館
が
そ
う
い
う
目
に
遭
っ
て
お
り
ま
す 。

ち
ょ
っ
と
お
話
し
が
違
う
の
で
す
け
れ
ど 、
つ
い
九
月
の
初
め
に
ド
イ
ツ
ヘ

、

の
観
光
と
い
う
海
外
へ
の
旅
は
初
め
て
で
あ
り
ま
し
て 。

し
か
し 、

品
を
見
た
い
と
の
色
気
が
で
ま
し
て 、

巻
物
を
お
見
せ
下
さ
れ
ば
い
い
な
と 、

や
は
り
作

ベ
ル
リ
ン
公
立
図
書
館
で
―
つ
だ
け
絵

ベ
ル
リ
ン
の
あ
る
方
に
ち
ょ
っ
と
話
し

ま
し
た
ら 、

図
書
館
の
日
本
部
長
さ
ん
が
ど
う
ぞ
お
見
せ
し
ま
す
よ
と
言
う
の

ベ
ル
リ
ン
で
は
大
規
模
な
博
物
館
・

美
術
館
の
活

お
金
の
問
題
が
大
変
で
し
て 。

ご
承
知
の

私
と
し
て
は
大
変
珍
し
く
調
査
研
究
を
し
な
い
旅
を
し
て
参
り
ま
し
た 。

た
だ

方
が 、

【

総

論】

江
戸
城
と
丸
の
内

「
え
ど
は
く
カ
ル
チ
ャ
ー

」

と
江
戸
博
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と

張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

と 。

当
館
も
事
情
は
同
じ
で
あ
り
ま
す 。

以
降
ち
ょ
う
ど
東
ベ
ル
リ
ン
側
の
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・

ア
イ
ラ
ン
ド
と
い
う

ゾ
ー
ン
を
中
心
に 、

二
0
一
五
年
ま
で
に
先
端
的
な
博
物
館
・

美
術
館
等
を
集

め
た
い 、

建
て
た
い
と
い
う
大
事
業
が
進
ん
で
い
る
の
で
す
が 、

そ
こ
で
資
金

が
な
い
と 。

そ
れ
で 、

い
ろ
い
ろ
な
仕
掛
け
を
し
て
お
り
ま
し
て 、

今 、

恐
ら
く
最
先
端
の
博
物
館
活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
の
が
ベ
ル
リ
ン
だ
と
思

い
ま
す 。

し
か
し 、

そ
う
い
う
中
で
も 、

そ
う
し
た
館
長
さ
ん
を
は
じ
め
博
物

館
の
方
に
お
会
い
し
て
み
ま
す
と 、
「
お
金
が
無
い
」
「
人
が
無
い」
「
で
も
頑

こ
の
講
座
を
企
画
・

運
営
し
て
お
り
ま
す
の
が
都
市
歴
史
研
究
至
と
い
い
ま

す
が 、

国
の
博
物
館
に
は
そ
う
い
う
研
究
組
織
は
あ
る
の
で
す
が 、

い
わ
ゆ
る

県
立
ク
ラ
ス
の
博
物
館
に
は
あ
ま
り
な
い
組
織
で
あ
り
ま
す 。

そ
の
研
究
室
を

中
心
に 、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・

セ
ミ
ナ
ー
を
当
館
の
学
芸
員
や
研
究
員
が
取
り
回

し
て
い
る
の
で
す
が 、
も
う
少
し
や
は
り
学
術
的
な
も
の
を
皆
さ
ん
に
提
供
し 、

博
物
館
活
動
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
仕
掛
け
を
し
ょ
う
と
い
う
こ

＊
都
市
歴
史
研
究
室
長
・

教
授
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小澤 弘

「
丸
の
内」

の
ホ
ッ
ト
な
地
域
の
ホ
ッ
ト
な
戦
い
で
す
ね
。

た
い
と
思
い
ま
す 。

う
記
事
が
第
一

紙
面
に
大
き
く
載
っ
て
い
ま
し
た
。

土
曜
日
の
朝
早
い
時
間
に
オ
ム
ニ
バ
ス
講
座
を
仕
立
て
ま
し
た
。

と
を
考
え
ま
し
た
。

今
年
の
秋
か
ら 、

新
機
軸
の
「
え
ど
は
く
カ
ル
チ
ャ
ー

」

と
い
う
名
前
で

、

セ
ミ
ナ
ー
を
新
規
装
い
替
え
を
致
し
ま
し
た
。

何
か
パ
チ
ン
コ

店
み
た
い
で
す

け
ど
、

中
身
も
一

新
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で

、
「
講
座」

と
い
う
も
の
を

は
っ
き
り
打
ち
出
し
ま
し
た
。

ま
あ 、

れ
た
り
し
て
い
ま
す 。

い
わ
ば
大
学
的
な 、

し
か
し
大
学
の
よ

う
に
堅
苦
し
く
な
く 、

誰
で
も
参
加
で
き
て 、

博
物
館
の
モ
ノ
資
料
を
使
い
な

が
ら 、

皆
さ
ん
に
体
感
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
り
ま
す 。

い
く
つ

か
の
「
講
座」

が
あ
る
の
で
す
が 、
「
江
戸
城
と
丸
の
内」

と
題
し
て

、

毎
週

江
戸
東
京
博
物
館
は 、

先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
十
二
年
目
に
な
る
の
で

す
が 、

初
心
に
戻
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

、

二
年
前
に
「
日
本
橋」

と
い
う
地
域

を
取
り
上
げ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
致
し
ま
し
た
。

去
年
は
「
四
谷
塩
町」

と
い

う 、

今
の
四
谷
駅
の
北
側
の
地
域
を
取
り
あ
げ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
致
し
ま
し

た
。

今
年
は 、

今
最
も
ナ
ウ
い
町
で
あ
る
と
い
う 、

ま
あ
「
汐
留」

も
そ
う
な

ん
で
す
が 、

と
く
に
「
丸
の
内」

と
い
う
地
域
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

「
丸
の

内」

地
域
の
現
在
は 、

新
し
い
そ
の
中
通
り
を
中
心
と
し
た
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
と

か
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
「
オ
ア
ゾ
」

と
い
う
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
が
作
ら

つ
い
昨
日
も
「
日
経
M
J」

と
い
う
新
聞
に
「
六
本
木

ヒ
ル
ズ
を
超
え
る
」

と
い
う
リ
ー
ド

文
が
あ
っ
て
「
日
本
橋
vs

丸
の
内」

と
い

つ
ま
り
「
日
本
橋」

と

そ
う
い
っ
た
経
緯
の
な
か
で 、

地
域
活
性
化
と
観
光
都
市
「
江
戸
東
京」

と

い
う
も
の
を
目
指
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
よ
う
と
ス
タ
ッ
フ
に
相
談
し

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
し
た
。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

現
在
の
東
京
都
の
政
策
に
も
合
っ
て
い
ま
し
た

の
で

。

で
す
か
ら 、

研
究
室
も
「
丸
の
内」

を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
よ
う
と 、

若
い

米
山
助
教
授
を
中
心
に
企
画
・

運
営
し
て
や
っ
て
み
よ
う
と
。

し
か
し 、

近
代

の
「
丸
の
内」

だ
け
を
見
る
の
で
は
江
戸
東
京
博
物
館
ら
し
く
な
い
か
ら
と
い

う
こ
と
で 、

ー
で
す
か
ら
。

そ
こ
で
「
江
戸
城
と
丸
の
内」

と
い
う
テ
ー

マ
と
し
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
っ
て 、

新
装
新
た
な
「
え
ど
は
く
カ
ル
チ
ャ
ー

」

で

講
座
「
江
戸
城
と
丸
の
内」

を
組
も
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て

、

私
が
そ

の
前
座
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ 、

私
は
歴
史
の
完
全
な
プ
ロ
パ

ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で 、

テ
ー

マ
全
体
を
括
る
お
話
し
を
最
初
に
し
ょ
う
か

と
思
い
ま
す 。

実
は
来
週
お
話
さ
れ
る
松
尾
美
恵
子
客
員
教
授
が
歴
史
の
ご
専

門
で
あ
り
ま
す
か
ら 、

本
当
の
と
こ
ろ
松
尾
先
生
が
こ
の
最
初
に
総
括
的
な
御

話
し
て
頂
く
の
が
良
い
の
で
す
が 、

ち
ょ
う
ど
専
任
大
学
の
公
務
の
関
係
で
そ

れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

、

そ
れ
で
は
私
が
全
体
の
お
話
し
を
し
よ
う
と

そ
こ
で

、

今
日
は
映
像
資
料
を
見
な
が
ら 、

江
戸
城
か
ら
現
代
の
皇
居
ま
で

と 、
「
丸
の
内」

と
い
う
地
域
を
見
て
い
た
だ
く
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
り
ま
す 。

で
す
か
ら 、

こ
れ
か
ら
毎
週
つ
づ
く
「
講
座」

で
取
り
上
げ
る
可
能
性
の
あ
る

資
料
が
散
り
ば
め
て
あ
る
と
思
い
ま
す
が 、

ご
容
赦
い
た
だ
き
ま
す 。

そ
れ
で

は 、

映
像
を
ご
覧
頂
き
な
が
ら
「
江
戸
城
と
丸
の
内」

を
概
観
し
て
い
た
だ
き

つ
ま
り
江
戸
博
は
「
江
戸
東
京
の
歴
史
と
文
化」

の
発
信
セ
ン
タ
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江戸城と丸の内

用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
が 。

江
戸
城

最
初
に
江
戸
城
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が 、

実
は
私 、

昨
日

十
月一
日
は
都
民
の
日
で
し
た
ね 、

皇
居
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
り
ま
し
て

見
て
参
り
ま
し
た 。

皇
居
前
の
東
苑
や
外
苑
の
誠
に
長
閑
や
か
な
景
色
が
あ
る

一

方
で 、

丸
の
内
や
有
楽
町
で
は
建
設
が
進
行
中
の
ビ
ル
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り

ま
す 。

し
か
し 、

こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
方
が
大
規
模
で 、

あ
ち
こ
ち
の
都
市
で
今

建
築
ラ
ッ
シ
ュ
で
す
が 、
上
海
も
そ
う
で
す
ね 。
そ
う
い
う
都
市
を
見
ま
す
と 、

や
っ
ぱ
り
日
本
の
経
済
が
も
う
少
し
活
性
化
し
な
い
か
な
ぁ
と
思
う
ん
で
す

が 。

同
時
に 、

そ
う
し
た
意
味
で 、

皇
居
前
の
外
苑
の
広
場
も
な
ん
と
か
活
用
で
き
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か 。

東
の
御
苑
の
方
も
そ
う
で
す
け
ど
も 。

江
戸
城
の
本
丸
御
殿
を

復
元
し
て 、

ス
ク
ラ
ッ
プ
・

ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
し
な
い
で 、

元
の
建
物
を
活

で
き
れ
ば
大
名
屋
敷
も
一

家
分
建
て
て
で
す
ね 。

そ
う
す
る
と
観

光
都
市
と
し
て
の
資
源
の
意
味
が 、

文
化
財
復
元
と
と
も
に 、

と
て
も
あ
る
と

思
い
ま
す 。

大
阪
へ
行
く
た
び
に 、

復
元
大
阪
城
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
造

ら
れ
た
と
言
っ
て 、

建
て
ら
れ
た
時
に
は
非
常
に
批
判
さ
れ
た
の
で
す
が 。

こ

れ
は
パ
リ
の
鉄
塔
・

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
と
同
じ

様
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て 、

百
年

も
経
っ
て
み
ま
す
と 、

ま
ぁ
百
年
も
大
阪
城
は
経
た
な
い
の
で
す
が 、

今
は
あ

の
よ
う
に
立
派
に
緑
青
が
吹
き
ま
し
て 、

あ
の
傍
の
大
阪
市
の
歴
史
博
物
館
の

上
の
階
か
ら
見
ま
す
と 、

ま
さ
に
江
戸
時
代
に
戻
っ
た
感
じ
が
し
ま
す 。

人
間
と
い
う
も
の
は 、

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
を
バ
ー

チ
ャ
ル
に
描
く
こ
と

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

で
簡
単
に
出
来
ま
す
け
れ
ど 、

や
は
り
実
際
に
肉
眼
で
見

る 、

あ
る
い
は
入
っ
て
み
る 、

味
わ
っ
て
み
る 、

体
験
す
る
と
い
う
事
に
お
い

て
で
す
ね 、

歴
史
的
な
復
元
が
出
来
る
こ
と 、

そ
し
て
体
現
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と 、

そ
ん
な
思
い
が
い
た
し
ま
す 。

武
蔵
野
と
江
戸

さ
て
「
江
戸」

と
い
う
の
は 、

武
蔵
野
と
い
う
非
常
に
大
き
な
広
が
り
を
持

っ
た
関
東
平
野
の
付
け
根
に
位
置
し
ま
す 。

か
つ
て
歴
史
で
は 、

古
代
・

中
世

の
武
蔵
野
の
付
け
根
に
あ
っ
た
「
江
戸」

な
ん
て
い
う
所
は 、
ぺ
ん
ぺ
ん
草
が

生
え
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
ま
し
た 。
「
武
蔵
野
図
屏
風」

よ
う
に 、

ま
さ
に
太
陽
で
も
月
で
も
ぬ
っ
と
出
て
ぬ
っ
と
入
っ
て
し
ま
う 、

何

も
な
い
所
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り 、
『
落
穂
集』

な
ど
の
記
録
を
根
拠
に

そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た 。

も
っ
と
も
「
武
蔵
野
図」

は
「
伊
勢
物
語

し
か
し 、

こ
こ
武
蔵
野
に
は
非
常
に
古
い
時
代
か
ら
人
が
住
ん
で
い
て 、

営
々
と
生
活
が
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
が 、
埋
蔵
遺
跡
の
発
掘
だ
け
で
は
な
く 、

さ
て
歴
史
上 、

康
正
二
年
(
-
四
万
六）

に
太
田
道
灌
（
資
長）

が
江
戸
城

を
桜
田
の
郷
に
築
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す 。

あ
る
詩
人
の
詩
歌
（
爾
庵
龍

統
・

村
庵
霊
彦
ほ
か
『
寄
題
江
戸
城
静
勝
軒
詩
序」）

に
よ
り
ま
す
と 、

大
き

な
屋
敷
構
え
で 、

そ
の
前
に
江
戸
の
湊 、

松
の
枝
が
非
常
に
大
き
く

伸
び
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
詩
の
内
容
で 、

こ
れ
は
白
髪
三
千
丈
で
は
な
い
の
で
す
が 、

少
し
大
袈
裟
に
謳
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も 。

し
か
し 、

確

道
灌
の
江
戸
城
か
ら
家
康
の
江
戸
城
へ

最
近
の
研
究
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す 。

絵」

の
一
シ
ー
ン
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も 。
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小澤

丸 、

そ
し
て
紅
葉
山 、

西
の
丸 、

吹
上 、

と
い
っ
た
御
殿
や
施
設
な
ど
が
造
営

に
な
り 、
「
江
戸
城」

を
「
東
京
城」

と
改
め 、

―
つ
は

い
ま
す 。

一

度
京
都
へ
お
帰
り
に
な
っ

ムPJ
 

か
に
風
光
明
媚
な 、

今
の
日
比
谷
の
辺
り
が
入
り
江
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
時

代
の
こ
と
で
あ
り
ま
す 。

余
分
な
こ
と
で
す
が 、

も
し
現
在
の
東
京
の
地
層
を
一
キ
ロ
間
隔
ぐ
ら
い
で

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
す
れ
ば 、

地
層
か
ら
中
世
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
か 、

古
代
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
か 、

調
査
し
た
地
層
か
ら
当
時
の
地
形
図
が
出
来
る

と
思
つ
の
で
す
が 。
何
し
ろ
徳
川
家
康
以
来
の
大
造
成
工
事 、
埋
め
立
て
工
事 、

そ
し
て
明
治
・

大
正
・

昭
和
期
の
埋
め
立
て
工
事
に
よ
っ
て 、

地
形
が
随
分
様

変
わ
り
を
し
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で 。

そ
し
て 、

翌
年
の
康
正
三
年
（
長
禄
元
年）

に 、

江
戸
城
が
完
成
し
た
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す 。

こ
れ
か
ら
五
百
年
経
っ
た
こ
と
を
記
念
し
て 、

昭
和
三
一

年
(
-
九
五
六）

に
開
都
五
百
年
記
念
の
「
大
東
京
祭」

を
東
京
都
が
や
っ
て

そ
の
太
田
氏
の
後
に
上
杉
氏
が
入
っ
て 、

厨
ヶ
谷
上
杉
氏
の
居
城
と
な
り 、

そ
れ
が
ま
た
小
田
原
の
後
北
条
氏
に
占
領
さ
れ 、

遠
山
氏
が
城
代
と
し
て
力
を

持
ち
ま
し
た 。

そ
し
て
ご
承
知
の
よ
う
に 、

小
田
原
北
条
攻
め
の
後 、

徳
川
家

康
が
豊
臣
秀
吉
の
命
令
に
よ
っ
て
関
東
地
域
の
拠
点
と
し
て
こ
の
「
江
戸」
へ

、

駿
河
・

三
河
・

遠
江
の
国
か
ら
移
封
さ
れ
る 。

そ
の
時
に
目
を
付
け
た
の
が
桜

田
郷
に
あ
っ
た
旧
江
戸
城
の
地 、

そ
こ
へ
新
し
い
城
郭
都
市
を
造
ろ
う
と 、

江

戸
城
を
中
心
に 、

そ
の
前
を
開
竪
し 、

神
田
山
を
突
き
崩
し 、

堀
割
を
整
備
し 、

町
人
地
と
武
家
地
を
住
み
分
け
た 、

と
い
う
お
話
は 、

ご
存
知
の
通
り
で
す 。

徳
川
幕
府
の
拠
点
•

江
戸
城
は 、

御
城
内
の
本
丸
・

天
守
・

ニ
の
丸
・

三
の

整
備
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
が 、

度
々
の
火
災
に
遭
い
ま
し
た 。

吹
上
に
は 、

当
初
は
徳
川
御
三
家
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
が 、

明
暦
の
大
火
で
郭
外
へ
と
移

り
ま
し
た 。

ま
た
こ
の
大
火
で
焼
失
し
た
天
守
も 、

天
守
台
は
再
構
築
さ
れ
た

も
の
の 、

天
守
そ
の
も
の
は
再
建
さ
れ
ず
に
明
治
維
新
に
至
り
ま
し
た 。

そ
の
よ
う
に
内
郎
か
ら
外
郭
へ
と 、

城
郭
の
中
心
が
ど
ん
ど
ん
展
開
を
し
て

つ
ま
り
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ

そ
し
て
明
治
維
新
へ
と
時
代
は
飛
び
ま
す
け
れ
ど 、

江
戸
城
が
開
城
し
た
と

き
に
は 、

実
は
ほ
と
ん
ど
か
つ
て
の
江
戸
城
の
姿
は
無
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す 。

文
久
三
年
(
-
八
六
三）

に
本
丸
・

ニ
の
丸
・

西
の
丸
御
殿
が
罹
災

し 、
そ
の
後
西
の
丸
が
改
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す 。

そ
こ
を
仮
御
殿
と
し
て
明
治
天
皇
が
明
治
元
年
(
-
八
六
八）

十
月
に
お
入
り

た
の
で
す
け
れ
ど 、

ま
た
明
治
二
年
三
月
に
東
京
へ
来
ら
れ
た
の
で
す
が 、

そ

の
後
「
東
京
城」

は
「
皇
城」

と
な
り 、

そ
れ
以
降
殿
舎
の
修
築
工
事
が
す
す

ん
で 、

明
治
ニ
―

年
(
-
八
八
八）

に
「
宮
城」

と
改
め 、

そ
し
て
戦
後
と
な

っ
て
今
の
「
皇
居」

が
で
き
あ
が
る
と
い
う
経
緯
に
な
っ
て
お
り
ま
す 。

内
郭
の
変
化

こ
の
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で 、

と
て
も
大
き
な
変
化
と
い
う
の
は 、

江
戸
城
の
東
側
の
ゾ
ー
ン
が
大
き
く

様
変
わ
り
を
し
た
と
い
う
こ
と 、

つ
ま
り

近
代
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す 。

そ
の
変
化
を 、

後
で
映
像
を
見
て
い

た
だ
き
ま
す 。

と
く
に
「
大
名
小
路」

と
い
わ
れ
た
エ
リ
ア 、

そ
し
て
「
大
手

前」

と
呼
ば
れ
た
大
手
門
の
前 、

こ
れ
は
老
中
だ
と
か
要
職
の
大
名
屋
敷
が
あ

ン
ト

の
都
市
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う 。

い
っ
た
の
で
す 。

そ
う
し
て
堀
割
を
中
心
と
し
た 、

-- 4 -



江戸城と丸の内

修
工
事
を
私
の
小
学
校
の
時
代
や
っ
て
た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す 。

っ
た
フ
ィ

ル
ム
と
い
う
こ
と
で
す 。

ラ
マ
「
君
が
名
は
」

で
有
名
な
数
寄
屋
橋
も
そ
う
で
す
し 、

鍛
冶
橋
も
そ
う
で

か
え
る
も
果
て
し
な
け
れ
ば」

っ
た
と
こ
ろ
で
す 。
「
大
手
前」

名
小
路」

や 、

親
藩
・

譜
代
の
大
名
た
ち
が
い
た
「
大

の 、

武
家
屋
敷
が
そ
っ
く
り
明
治
維
新
後
に
無
く
な
る
わ
け
で
す 。

こ
れ
ら
の
江
戸
城
を
取
り
巻
く
内
郭
が
官
有
地
に
な
り
ま
し
て 、

半
分
ぐ
ら
い

が
陸
軍
の
土
地
に
な
り
ま
す 。

そ
こ
を 、

ご
承
知
の
よ
う
に
明
治
二
三
年
（
一

八
九
0)

に 、

明
治
政
府
が
「
丸
の
内」

と
「
神
田
三
崎
町」

の
一
0
万
余
坪

の
荒
地
を一
二
菱
に
払
い
下
げ
を
し
て 、

そ
の
一

部
の
払
い
下
げ
用
地
を
ま
た
売

る
と
い
う 、

ま
ぁ
よ
く
あ
る
仕
掛
け
で
す
が 、

そ
こ
へ
大
正――一
年
（
一
九
一

四）

に
東
京
駅
が
出
来
る
と 。

東
京
駅
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
旧
江
戸
城
前
の
空

間
が
非
常
に
大
き
く
変
わ
る
と 、

こ
う
い
う
よ
う
に 、

で
す 。

二
段
階
に
変
わ
る
わ
け

明
治―
一
七
(
-
八
九
四）

に
三
菱
ヶ
原
に
最
初
の
ビ
ル

で
き 、
こ
れ
か
ら
明
治
四
0
年
代
に
か
け
て
次
々
と
三
菱
の
ビ
ル
街
が
で
き
て 、

「
一

丁
ロ
ン
ド
ン
」

な
ど
と
称
さ
れ 、
そ
れ
に
応
じ
て
東
京
駅
が
出
来
た
の
で
す 。

そ
し
て
も
う
一
っ
大
き
か
っ
た
変
化
は 、

明
治
で
は
な
く 、

大
正
で
も
な
く

て 、

昭
和
に
入
っ
て
戦
後 、

昭
和
二
三
年
か
ら
二
九
年 、

そ
し
て
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
て
外
堀
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね 。

ラ
ジ
オ
ド

す
し 、

私
も
小
さ
い
頃
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
の
は 、

東
京
駅
の
八
重
洲
口
の

向
こ
う
側
を
大
き
な
工
事
を
し
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す 。
お
堀
を
埋
め
た
り 、

い
ろ
い
ろ
な
工
事
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す 。
今
思
い
ま
す
と 。
も
う
そ
の
頃
は 、

ほ
と
ん
ど
外
堀
は
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど 、

随
分
大
き
な
八
重
洲
口
の
改

「
武
蔵
野
と
い
づ
こ
を
指
し
て
わ
け
い
ら
ん

ゆ
く
も

て
い
い
で
す
ね 。

ら
す
武
蔵
野
の
原」
「
紫
の
ひ
と
も
と
故
に
武
蔵
野
の

花
は
見
な
が
ら
哀

三
菱一

号
館）

が

る
秋
の
夜
の
月」
「
今
日
も
ま
た
萩
の
う
ら
は
を
空
に
見
て

つ
ゆ
明
け
暮

「
出
づ
る
に
も
入
る
に
も
同
じ
武
蔵
野
の
尾
花
を
分
＜

草
に
こ
そ
入
れ」
（
万
葉
集
東
歌）

「
武
蔵
野
は
月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し
草
よ
り
い
で
て

万
人
の
話
題」

シ
リ
ー

ズ
の
「
江
戸
か
ら
東
京」

を
ま
ず
映
し
ま
す 。

五
十
年
前
の
皇
居
・

丸
の
内
の
映
像

こ
の
よ
う
な
お
話
を
具
体
的
な
事
例
で
見
て
い
た
だ
く
の
で
す
が 、

当
館
に

東
京
都
映
画
協
会
の
フ
ィ
ル
ム
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
て 、

こ
れ
が
な
か
な
か

面
白
い
の
で 、

そ
れ
ビ
デ
オ
に
編
集
し
ま
し
た
作
品
の
な
か
か
ら
「一
0
0
0

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

な
か
な
か
昔
の
フ
ィ
ル
ム
は
情
感
が
あ
る
の
で
す
ね 。

な
ん
と
言
う
こ
と
の

な
い
原
っ
ぱ
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど 。

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

れ
と
ぞ
み
る」

丁
度
今
の
季
節
で
す
ね 、

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

カ
ラ
ー

で
な
い
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
風
情
が
あ
っ

こ
の
フ
ィ
ル
ム
を
全
部
見
て
い
た
だ
く
と
時
間
あ
り
ま
せ
ん
か
ら 、

こ
こ
で

は
短
く
綱
集
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す 。

T
度 、

太
田
道
灌
築
城
記
念

五
百
年
の
年
の
映
像
で
す
か
ら 、

こ
の
フ
ィ
ル
ム
自
体
が
大
体
五
0
年
近
く
経

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
西
に
富
士 、

秩
父
の
連
山 、

北
は
荒
川 、

東
に
隅
田 、

南
の
多
摩
の
三
つ
の
流
れ
は
前
方
の
海
に
注
ぎ 、

水
陸
の
便 、

軍
事
交
通
上

5
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図1

図2

相生松

弁慶橋

「
で
は 、
こ
の
江
戸
城
と
共
に
繁
栄
し
た
江
戸
か
ら
東

四
十
六
年
前
の
映
像
だ
と
思
い
ま
す 。
皇
居
の
場
面
で
す
ね 。

る」 最
も
優
れ
た
地
性
と
断
じ
た
か
ら
で
あ
る 。
ま
た 、
国
は
武
蔵 、
郡
は
農
島 、

千
代
田・
宝
田・
祝
田
と
縁
起
の
良
い
三
つ
の
村
境
で
あ
っ
た
の
も 、
ゆ
く

ゆ
く
は
繁
栄
の
地
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う 。
太
田
道
灌
の
偉
大
な

る
計
画
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
こ
の
か
き
あ
げ
土
手
の
江
戸
城
は
そ
の
後
上

杉 、
北
条
を
経
て
徳
川
家
康
の
入
国
に
よ
り
こ
の
地
に
幕
府
を
開
い
て
か
ら

は 、
な
に
し
お
う
天
下
の
お
膝
元 、
か
の
絢
爛
た
る
江
戸
時
代
を
つ
く
り 、

明
治
二
年
天
皇
の
お
住
ま
い
に
な
り 、
江
戸
も
ま
た
東
京
と
な
り
今
日
に
至

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

京
の
姿
を
訪
ね
て
み
よ
う 。
今
千
代
田
城
の
内
園
に
こ
の
長
い
歴
史
を
偲
ば

せ
る
樹
齢
六
百
年
と
言
わ
れ
る
相
生
松
（
図
1)

が 、
こ
れ
は
築
城
前
か
ら

生
え
て
お
り 、
姿
が
よ
い
の
で
道
灌
が
石
垣
を
作
る
に
も
枝
振
り
を
傷
つ
け

ぬ
よ
う
手
心
を
加
え
た
後
が
見
ら
れ
る」
「
カ
ル
ガ
モ 、
そ
し
て
松
の
緑
の

間
に
白
く
点
々
と
し
て
お
り
ま
す
白
鷺
の
大
集
団 。
道
灌
堀
は
そ
れ
程
奥
深

堀
割
の
今
よ
り
も
非
常
にサ早
が
茂
っ
て
お
り
ま
し
て 、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
み
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す 。
こ
の
頃
も
カ
ル
ガ
モ
が
い
ま
す
ね 。
白
鴬
も 。

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

士
の
高
嶺
を
軒
端
に
ぞ
見
る」
「
こ
の
有
名
な
歌
は 、
道
灌
が
こ
の
櫓
の
辺

り
か
ら
の
眺
め
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が 、
今
こ
の
櫓
か
ら
展
望
す
る
と
五

百
年
の
時
の
流
れ
は一
面
の
葦
の
原
野
の
干
潟
を
林
立
す
る
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ひび

で
埋
ず
め 、
箔
を
立
て
て
魚
を
捕
り
し
猟
師
町
の
日
比
谷
は
自
動
車
の
波
が

街
路
を
流
れ 、
電
気
と
ガ
ソ
リ
ン
の
大
都
会
に一
変
し
た
の
で
あ
る」
（
中

略）
「
明
治
初
年
の
牛
込
門
と
市
ヶ

谷
門 。
こ
の
辺
り
か
ら
四
谷
に
か
け
て

は
比
較
的
当
時
の
姿
を
思
い
描
く
こ
と
の
出
来
る
風
景
を
残
し
て
い
る 。
四

谷
見
附
の
四
谷
門 。
こ
こ
は
半
蔵
門
か
ら
甲
州
街
道
に
向
か
う
江
戸
の
入
口

で
も
あ
っ
た 。
こ
こ
か
ら
眺
め
る
と
大
木
戸
を
経
て
新
宿
方
面
は
近
年
素
晴

ら
し
い
発
展
を
続
け
て
い
る 。
赤
坂
御
門 。
し
か
し
弁
慶
橋
か
ら
赤
坂
門
跡

を
四
谷
方
面
を
望
め
ば
都
会
の
中
に
江
戸
の
情
緒
を
残
し
て
い
る
堀
の
景
色

っ
て
い
る 。
当
時
の
赤
坂
か
ら
虎
ノ
門 。
寛
永
十
三
年
に
築
か
れ
た
虎
ノ
門

は 、
今
は
そ
の
名
残
も
留
め
な
い 。
今
虎
ノ
門
の
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
地
点

か
ら
埋
め
立
て
ら
れ
た
新
橋 、
そ
し
て
京
橋
へ
と
展
望
し
て
み
る
と
全
く
当

時
を
偲
ぶ
よ
す
が
す
ら
な
い 。
高
架
線
に
沿
っ
て
高
速
道
路
は
建
設
さ
れ 、

が
美
し
い

図
2) 。
溜
池
付
近
は
今
日
で
は
自
動
車
販
売
の
中
心
地
と
な

の
時
代
に
修
復
し
た
も
の
で
あ
る」
「
我
が
庵
は
松
原
つ
づ
き
海
近
く

「
三
層
の
櫓
で
道
灌
が
築
い
た
八
方
正
面
の
櫓
を
徳
川

し‘
L— 

- 6-



江戸城 と 丸 の 内

ま
た 、
別
の
フ
ィ
ル
ム
の
ち
ょ
っ
と
触
り
だ
け
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
す 。

＊
映
像
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
皇
居
の
お
堀
端
を 、
石
垣
を
眺
め
な
が
ら
散
策
す
る

デ
ル
の
詩
で
あ
る 。
日
本
の
美
し
さ
を
日
本
人
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
残
念

な
が
ら
い
つ
も
外
国
人
で
あ
る 。
世
界
の
首
都
の
中
で
最
も
美
し
い
伝
統
を

の
を
日
課
と
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
あ
り
大
使
で
も
あ
っ
た
ク
ロ
ー

で
す」

い
わ
れ
た 。
八
重
洲
河
岸
か
ら
呉
服
橋
に
か
け
て
は
東
京
駅
を
中
心
と
し
て

大
ビ
ル
街
を
現
出
し
て
い
る 。
昔
の
呉
服
橋 。
こ
の
呉
服
橋
か
ら
鎌
倉
河
岸

を
通
っ
て
神
田
橋
へ
こ
の
上
流
は
旧
外
堀
の
型
を
比
較
的
よ
く
残
し
て
い

る 。
常
磐（
橋）
門
跡
を
み
よ
う 。
堀
の
石
垣
を一
部
残
す
だ
け
で
日
本
銀
行

を
中
心
と
し
て
日
本
橋
の
風
景
は
昔
の
日
本
橋
の
繁
栄
を
そ
の
ま
ま
受
け
継

い
で
首
都
東
京
の
姿
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る」
「
茫
々
た
る
霰
の
草
原
が

日
本
の
政
治
の
中
心
地
と
な
り 、
か
つ
て
の
海
岸
が
丸
の
内
日
比
谷
で
あ
り 、

そ
の
昔
波
の
上
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
銀
座
に
な
ろ
う
と
は」
（
中

略）
「
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
五
百
年
は
日
本
の
政
治
経
済
文
化
の
心
臓
と
し

て
発
展
し 、
今
や
世
界
の
東
京
と
し
て
の
弛
ま
ぬ
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る」

「
今
壮
大
な
オ
フ
ィ
ス
セ
ン
タ
ー

に
な
っ
て
い
る
丸
の
内
（
図
3
)

も 、
昔

は
三
菱
ヶ
原
と
呼
ば
れ
た
荒
れ
野 。
大
名
屋
敷
の
取
り

壊
さ
れ
た
跡
は
子
ど

も
の
遊
び
場
に
な
っ
て
い
ま
し
た 。
こ
こ
に
最
初
に
ビ
ル
を
建
て
た
の
は
三

菱
の
岩
崎
弥
之
助
と
い
う
人」
「
三
菱一
号
館 、
2
号
館 、
3
号
館
と
ビ
ル

が
建
ち
並
び 、
俗
に一
丁
ロ
ン
ド
ン
と
い
わ
れ
る
オ
フ
ィ
ス
街
に
な
り
ま
し

た 。
今
を
と
き
め
く
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
階
層
も
此
を
契
機
に
増
え
て
い
っ
た
の

地
下
鉄
は
走
り 、
か
つ
て
南
町
奉
行
所
の
あ
っ
た
数
寄
屋
橋
は
蛍
の
名
所
と

図 3 50年前の皇居前 か ら 丸の内方面の眺望

誇
る
と
い
わ
れ
る
皇
居 。
こ
こ
は
富
士
山
と
同
様
に
代
表
的
風
景
と
し
て
国

民
に
親
し
ま
れ
日
本
全
国
か
ら
集
ま
る
観
光
客
が
先
ず
最
初
に
足
を
運
ぶ
あ

こ
が
れ
の
観
光
地 。
外
国
か
ら
の
観
光
客
に
と
っ
て
も
大
き
な
魅
力
を
そ
そ

る
国
際
的
な
名
所
で
も
あ
る 。
高
村
光
雲
の
手
に
な
る
明
治
の
代
表
的
な
美

術
品 。
新
し
い
名
所
と
な
っ
た
皇
太
子
ご
結
婚
記
念
の
噴
水
塔 。
皇
居
に
向

か
え
ば
古
い
歴
史
を
感
じ 、
後
ろ
を
向
け
ば
新
し
い
時
代
が
あ
る 。
古
い
も

の
と
新
し
い
も
の
が
ひ
と
つ
に
溶
け
合
っ
た
美
し
い
眺
め 。
し
か
も
晴
れ
て

よ
し 、
曇
っ
て
よ
し 、
ま
た
降
っ
て
も
美
し
い
皇
居
の
周
辺
で
あ
る」

こ
の
フ
ィ
ル
ム
は
ま
だ一
0
分
位
あ
り
ま
す
の
で 、
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す 。
今
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
約
五
0
年
位
前
の
映

像
と 、
そ
れ
以
前
の
過
去
の
太
田
道
灌
以
来
の
時
代
を
綱
集
し
た
東
京
都
映
画
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協
会
の
フ
ィ
ル
ム 。
東
京
都
が
か
つ
て
作
っ
た
フ
ィ
ル
ム
で
あ
り
ま
す 。
当
館

に
は
こ
う
し
た
映
像
記
録
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て 、
こ
う
い
う
時
に
大
変
役

に
立
ち
ま
す 。
現
代
よ
り
も
う
少
し
前
の
時
代
に 、
ど
う
い
う
感
覚
で
江
戸
東

京
の
歴
史
を
見
て
い
た
か 、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
お
も
い
ま
す 。

現
代
の
江
戸
城
周
辺

そ
れ
で
は
今
度
は 、
画
像
資
料
で
「
江
戸
城
と
丸
の
内」
に
つ
い
て
見
て
い

き
ま
す 。
最
初
に 、
当
館
所
蔵
の
「
江
戸
絵
図
屏
風」
（
口
絵
l

参
照）

見
え
ま
す 。

で
す 。

こ
れ
は 、
江
戸
城
の
内
郭
と
外
郭
が
よ
く
わ
か
る
資
料
で
す 。
ま
た
町
人
地
も

次
が 、
昨
日
撮
影
し
ま
し
た
皇
居
外
苑
の
行
幸
通
り
の
写
真
で
す
（
図
4) 。

"彎9彎’`9彎1●9●I員1"’"’9’"’
9●l●I●I●I●99’●I●l●1" 
I●911●I●9●I●I●I·l"『9l
●I●I●l●9●I●I胃I●'111111
・111●Ill●渭111111111�1
●11111員1"l"""1
"1,III'III'IIIII'川I
IIIIIIIIIl●l●I胄Ill員頃I
nIIII胃IIIII·l""
II膚IIIIIIIII剛貴1員III , 
1員1111111胃IIIIl"19’ ’
111●l"III'l"l" 

＇ 

員II渭l冒I’’’'胃l胃I員l
1111'頃I
1111町員l
II胃I

図 5 丸 の 内 オ ア ゾ

ス
街
と
い
う
映
像
で
す 。

図
5) 。
右
手
の
方
に
は
有
名
な
東
京
中
央
郵
便
局
が
あ
り
ま
す 。

皇
居
か
ら
東
京
駅
ヘ
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
く
通
り
で
あ
り
ま
し
て 、
丁
度
銀
杏
が

少
し
黄
色
く
な
り
か
け
て
い
て 、
正
面
に
辰
野
金
吾
の
設
計
し
た
大
正
三
年
に

が
丸
ビ
ル 、
左
手
が
新
丸
ビ
ル
で
す 。
新
丸
ビ
ル
は
新
し
く
建
て
直
す
そ
う
で

今
は
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
ま
す 。
も
う一
っ
左
手
奥
の
方
に 、
今
話
題
の
「
丸
の

内
オ
ア
ゾ
0
A
z
o」
と
い
う 、
映
画
館
や
色
々
な
施
設
が
入
っ
た
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー

ル
と
ホ
テ
ル
と 、
そ
れ
か
ら
オ
フ
ィ
ス
と
い
ろ
い
ろ
兼
ね
た
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ト
ビ
ル
な
ど
の
6
つ
の
建
物
を
複
合
し
た
ビ
ル
群
が
建
っ
て
い
ま
す

次
の
写
真
が
「一
丁
ロ
ン
ド
ン」
と
通
称
い
わ
れ
て
お
り
ま
す 。
三
菱
ヶ
原

の
跡
に
三
菱
地
所
が
建
て
て
い
く 、
明
治
の
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
風
の
オ
フ
ィ

出
来
ま
し
た
東
京
駅
が
あ
り
ま
す 。
そ
の
東
京
駅
の
手
前
右
手 、
つ
ま
り
南
側

- 8 -



江戸城 と 丸の 内

図 6 東京駅

い
え
ば
上
野
東
照
宮
と
浅
草
寺
の
随
身
門
ぐ
ら
い
し
か 、

木
造
建
築
は
な
い
の

で
は 、

皇
居
周
辺
の
現
在
の
写
真
を
見
て
み
ま
す 。

ビ
ル
が
ニ
ョ

キ
ニ
ョ

キ

と
建
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は 、

か
つ
て
は
大
名
屋
敷
が
広
大
な
敷
地
を
持
っ
て
い

た
「
大
名
小
路」

の
辺
り
で
す 。

実
は
東
京
駅
の
南
半
分
は 、

か
つ
て
津
山
藩

松
平
家
の
藩
邸
で
あ
り
ま
し
た 。

江
戸
東
京
博
物
館
の
復
元
模
型
松
平
伊
予
守

こ
れ
が
東
京
駅
（
図
6
)

で
す 。

す
っ
か
り
お
化
粧
直
し
を
し
て 、

こ
こ
に

は
美
術
館
が
あ
り
ま
す 。

な
か
な
か
素
敵
な
展
覧
会
を
や
っ
て
お
り
ま
す 。

こ

の
よ
う
に
外
側
は
な
る
べ
く
残
し
て 、

内
を
改
修
し
て
美
術
館
と
し
て
活
用
す

る
と
い
う
の
は 、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の
美
術
館
な
ど
が
や
っ
て
い
ま
す
ね 。

日
本
で

は
江
戸
時
代
の
建
物
は 、

ほ
と
ん
ど
焼
け
て
し
ま
し
ま
し
て 、

残
っ
て
い
る
と

で
す 。

大
変
残
念
に
思
い
ま
す
け
れ
ど 。

明
治
以
降
の
建
物
は
ま
だ
ま
だ
あ
る

福
井
藩）

邸
も
こ
の
辺
に
あ
っ
た
わ
け
で
す 。

図 7 新装の丸 ビル

の
で 、

是
非
残
し
て
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
が 。

帝
国
ホ
テ
ル
な

ど
は 、

明
治
村
に
移
さ
な
い
で 、

東
京
駅
の
よ
う
な
方
法
で
残
し
て 、

を
高
層
ホ
テ
ル
に
し
た
ら
よ
か
っ
た
と 。

せ
っ
か
く
ラ
イ
ト
さ
ん
の
素
晴
ら
し

い
設
計
の
建
物
も
原
位
置
に
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が 。

こ
の
写
真
（
図
7
)

が
丸
の
内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ 、

通
称
丸
ビ
ル
で
す
が 、

フ

レ
ー

ム
の
中
に
入
り

切
ら
な
く
て 、

そ
れ
く
ら
い
古向
い
ビ
ル
を
二
0
0
二
年
の

改
築
で
真
ん
中
に
追
加
し
て
建
て
た
の
で
す
ね 。

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
を
兼

ね
て 、

大
き
な
ガ
ラ
ス
張
り
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た 。

こ
の
写
真
は
（
図
8
)

は
和
田
倉
門
の
跡
で
す 。

そ
こ
か
ら
撮
っ
た
写
真
で 、

帝
劇
や
東
京
會
舘
が
見
え
ま
す
け
れ
ど 、

こ
う
い
う
な
か
に
第
一
生
命
ビ
ル
の

素
晴
ら
し
い
大
理
石
の
建
物 、

戦
後
G
H
Q
が
入
っ
た
建
物
で
す
ね 、

そ
う
い

う
堂
々
た
る
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
あ
っ
た
の
で
す 。

今
は
皇
居
側
を
保
存
し
て
別

R
\
 

一

音
分
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図 8 和 田 倉堀の眺望

，

 

図

た
の
で
す
が 。

一
方
で
神
田
川
と
い
う
名
前
に
な
っ

皇居外苑

を
開
竪
し
て
隅
田
川
へ
と
通
し
た
の
で 、

館
と
し
て 、
後
に
高
い
新
館
ビ
ル
を
建
て
ま
し
た
が 。

先
ほ
ど
ち
ら
っ
と
日
劇
が
映
画
に
あ
り
ま
し
た
が 、
今
は
も
う
無
く
て 、
そ

の
側
に
朝
日
新
聞
の
ビ
ル
も
あ
っ
て 、
そ
の
朝
日
新
聞
も
築
地
へ
移
転
し
ま
し

皇
居
の
お
堀
は
石
垣
と
こ
ん
も
り
茂
っ
た
緑 、
こ
こ
で
ほ
っ
と
す
る
わ
け
で

す
が 、
五
0
年
前
の
映
像
で
す
と
随
分
雑
草
が
生
え
た
り
し
て 、
そ
れ
か
ら
比

べ
る
と
今
は
と
て
も
き
れ
い
に
皇
居
は
な
っ
て
い
る
な
あ
と
思
い
ま
す 。
た
だ

水
草
が
多
く
て
淀
ん
で
い
る
部
分
が
あ
り
ま
し
て 、
流
れ
て
な
い
の
で
す
ね 。

映
画
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
先
ほ
ど 、
外
国
の
人
や
東
京
に
来
る
人
が
皆
皇
居

へ
行
く
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が 、
こ
の
頃
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
く
な
っ

て 。
だ
い
た
い
東
京
駅
に
も
降
り
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た 。
東
京
都
内
の

小
学
生
た
ち
に
聞
き
ま
す
と 、
東
京
駅
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
人
が
随
分
多
い

の
で
す
ね 。
皆 、
自
家
用
車
で
家
か
ら
直
接
出
掛
け
た
り 、

学
校
か
ら
ス
ト
レ

ー
ト
に
バ
ス
で
目
的
地
へ
出
掛
け
ち
ゃ
っ
た
り
と 。
そ
れ
で
東
京
駅
か
ら
修
学

旅
行
と
い
う
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て 。
新
幹
線
も
今
は
品
川
が
始
発
に
な

る
時
代
で
す
か
ら 、
ま
す
ま
す
東
京
駅
は
忘
れ
去
ら
れ
て 、
ま
し
て
皇
居
へ
は

こ
う
い
う
坂
下
門
の
風
景
も
見
な
い
と 。
こ
の
西
の
丸
大
手
前
に
あ
た
る
皇

（
図

9

) 、
本
当
に
平
ら
で
す
ね 。
こ
の
奥
の
方
に
江
戸
城
の
城
郭

た
い

か

が
見
え
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
大
慶
が
見
え
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど 、

し
か
し
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
見
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す 。

た
つ
み
や
ぐ
り

こ
れ
は
巽
櫓
（
図
10

)

で
す 。
現
在
四
つ
の
櫓
が
残
っ
て
い
ま
す
が 、
そ
の

―
つ
で
す
ね 。
そ
の
先
右
手
が
桔
梗
門 、
内
桜
田
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

こ
れ
は
大
手
門
（
図
11

)

で
す 。
ち
ょ
っ
と
今
は
貧
弱
に
感
じ
ら
れ
ま
す
け
れ

お
堀
の
柳
が
な
か
な
か
き
れ
い
で
す
ね 。
で
す
か
ら
新
緑
の
季
節
で
す
と 、

柳
が
芽
吹
い
て
み
ご
と
で
す 。
旧
江
戸
城
の
堀
割
を 、
ち
ょ
っ
と
散
歩
す
る
雰

囲
気
で
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す 。
せ
っ
か
く

撮
っ
て
き
ま
し
た
の
で 。

こ
れ
は
平
川
門 、
も
と
も
と
平
川
と
い
う
川
を
堀
割
に
し
た
の
で
す
が 、
今
の

日
本
橋
川
と
呼
ん
で
い
る
の
は 、
平
川
を
堀
割
を
作
っ
て
隅
田
川
の
方
へ
流
し

た
も
の
で
す 。
ま
た
平
川
は 、
神
田
山
を
切
り
崩
し
て
今
の
お
茶
の
水
の
辺
り

ど
も 、
桝
形
で
鍵
手
に
入
る
の
で
す
が 。

そ
の
た
め
に
青
藻
が
発
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す 。

居
外
苑
は

行
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。

た
ね 。
今
は
有
楽
町
マ
リ
オ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
が 。
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図 1 0 巽櫓

ど 。 の
地
下
を
巡
る 、

大
丈
夫
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
け
れ
ど 。
私
が
小
学
校
の
頃
は 、

図 1 1 大手門

さ
て 、
江
戸
で
は
火
災
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が 、
焼
け
跡
の
上
に
そ
の

度
に
土
盛
り
す
る 。
こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
他
国
も
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
あ
る
そ
う
で
す
け
れ
ど 。
ど
ん
ど
ん
地
下
へ
埋
め
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
そ

う
で
す 。
こ
の
間
あ
る
研
究
会
の
報
告
で
聞
き
ま
し
た
が 、
外
国
で
か
つ
て
の

都
市
を
全
部
埋
め
て
し
ま
い 、
そ
の
上
に
今
の
都
市
が
あ
る
と
い
う
の
で 、
そ

つ
ま
り一
階
分
過
去
の
都
市
が
地
下
な
の
で
す
ね 、
そ
こ
を

巡
る
ツ
ア
ー

が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す 。
そ
こ
ま
で
は
凄
く
は
な
い
の
で
す
け
れ

こ
ん
な
に
土
盛
を
し
て
い
る
か
ら 、
地
球
は
温
暖
化
時
代
に
入
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も 、
氷
河
の
氷
が
溶
け
て
き
て
も 、
し
ば
ら
く
は
東
京
も

よ
く
台
風

の
で
す 。

郭
に
相
当
し
ま
す 。

っ
て
い
う
と
水
が
出
ま
し
て 、
そ
れ
こ
そ
水
道
橋
の
辺
り
は
水
が
出
て 、
今
の

後
楽
園
下
の
マ
ン
ホ
ー

ル
か
ら
水
が
噴
き
出
す
の
は
当
た
り
前
で
し
た
が 、
今

は
も
う
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
ね 、
余
談
で
あ
り
ま
す
が 。

さ
て
「
大
手
前」
と
い
う
の
は
大
手
門
の
前
の
こ
と
で
す 。
御
城
地
つ
ま
り

城
内
の
本
丸
御
殿 、
そ
し
て
二
の
丸 、

つ
ま
り
西
の
丸
御
殿
に
入
る

三
の
丸
御
殿
へ
行
く
た
め
の
メ
イ
ン
ゲ

ー
ト

が
大
手
門
で
す
が 、
そ
の
大
手
門
へ
入
る
た
め
に
堀
を
渡
る
橋
が
あ
り
ま

す 。
そ
の
手
前
側
に
位
置
す
る
地
域
が 、
今
「
大
手
町」
と
い
っ
て
い
る
所
で

す 。
明
治
維
新
直
後
は 、
「
大
手
町」
「
永
楽
町」
「
銭
瓶
町」
な
ど
と
い
う
町

名
で
し
た 。
そ
れ
が
町
名
改
正
の
中
で
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す 。
そ
れ
に
対

し
ま
し
て 、
江
戸
時
代
に
親
藩・
譜
代
の
大
大
名
が
多
く
屋
敷
を
構
え
て
い
た

「
大
名
小
路」
と
呼
ん
で
い
る
地
域
が
あ
り
ま
し
て 、
後
に
東
京
駅
も
そ
の
地

域
に
作
ら
れ
る
の
で
す
が 。
そ
れ
か
ら 、
「
皇
居
外
苑」
と
呼
ん
で
い
る
地
域
が

あ
り
ま
す 。
こ
こ
は 、
現
在
松
の
林
が
あ
り
ま
し
て
だ
っ
だ
広
い
所
で 、
今
は

そ
こ
に
南
北
に
真
ん
中
を
突
き
抜
け
て
広
い
道
が
あ
り
車
が
沢
山
通
過
す
る
所

も
あ
り
ま
す 。
こ
の
「
外
苑」
が
西
の
丸
下
の 、

大
手
門
の
前
で
あ
り
ま
す 。
こ
の
「
大
手
前」
「
西
の
丸
下」
「
大
名
小
路」
が
内

後
で 、
明
治
時
代
に
描
か
れ
ま
し
た 、
江
戸
城
の
前
の
「
大
手
前」
と
「
西

の
丸
下」
の
屏
風
絵
を
お
見
せ
し
ま
す
け
ど 、
そ
れ
は
や
は
り
非
常
に
長
閑
な

風
景
で
あ
り
ま
し
て 、
そ
う
い
う
所
が
近
代
ど
ん
ど
ん
開
発
を
さ
れ
て
い
っ
た

大
手
前
・

西
の
丸
下
・

大
名
小
路

- 1 1 -
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冨ェ上地
亡コ ＊ 而 ｛ ＼ ／一—-- -―‘ 

図 1 2 大手前 ・ 西の丸下 ・ 大名小路

か
つ
て
は
江
戸
城
の
外
堀
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が 、

そ
の
外
堀
も
埋
め
ら
れ

て
い
く
と
。

つ
ま
り
八
重
洲
口
の
方
で
す
ね 。

も
う
一

度
説
明
し
ま
す
と 、

江
戸
城
本
丸
御
殿
の
跡 、

二
の
丸
御
殿 、

三
の

丸
御
殿
が
か
つ
て
こ
の
辺
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が 、

そ
こ
に
入

る
大
手
門 、

そ
の
手
前
が
「
大
手
前」

で
す
ね 。

そ
し
て 、

こ
の
大
手
前
が
常

磐
橋
だ
と
か
呉
服
橋
を
経
て
町
人
地
と
つ
な
が
る
の
で
す 。
「
大
手
前」

は
、

老
中
格
な
ど
幕
府
の
重
要
な
人
た
ち
の
屋
敷
地
が
あ
っ
て 、

当
然
な
が
ら
こ
の

大
手
前
の
所
へ

入
城
す
る
大
名
や
幕
閣
の
家
臣
団
が
こ
の
前
へ

詰
め
て
待
っ
て

い
る
わ
け
で
す 。

そ
れ
か
ら
西
の
丸
御
殿
で
あ
っ
た
所
に 、

今
の
宮
殿
が
建
っ

て
い
る
の
で
す 。

ま
た
今
の
吹
上
の
御
所
と
い
わ
れ
る
部
分
に 、

か
つ
て
徳
川

御
三
家
の
屋
敷
が
あ
っ
て 、

こ
れ
が
明
暦
の
大
火
以
降
に
外
郭
へ

出
て
い
く
の

こ
の
西
の
丸
御
殿
の
前
の
所 、

現
在
「
皇
居
外
苑」

と
呼
ん
で
い
る
所
が
か

つ
て
「
西
の
丸
下」

と
言
わ
れ
た
所
で
す 。

そ
れ
か
ら
「
大
名
小
路」

と
呼
ば

れ
て
い
る
親
藩
・

譜
代
の
屋
敷
が
あ
っ
た
所
で
あ
り
ま
す 。
江
戸
城
の
城
内
は 、

本
丸
・

―
一
の
丸
・

三
の
丸
・

紅
葉
山
・

西
の
丸
で

、

吹
上
も
後
に
城
内
に
含
ま

れ
ま
し
た 。

そ
し
て
「
大
手
前」
「
西
の
丸
下」
「
大
名
小
路」

は
内
郭
で
し
た

（

図
12

)

。

そ
の
外
側
か
ら 、

見
附
ま
で
の
間
が
外
郭
に
相
当
し
ま
し
た 。

近
代
の
丸
の
内

の
所
が 、

今
こ
れ
か
ら
お
話
し
し
て
い
く
「
近
代
の
丸
の
内」

本
来
「
丸
の
内」

と
い
う
の
は

、
「
丸」

の
地
域
に
相
当

つ
ま
り
武
家
の
砦
を
意
味
す
る
言

葉
か
ら
始
ま
っ
て 、

城
の
中
核
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
し
た
。

そ
れ
が
だ
ん

だ
ん
ズ
レ
て
い
っ
て 、

現
在
の
「
丸
の
内」

と
い
う
概
念
に
な
っ
た
の
で
す 。

今
後 、

話
題
に
な
っ
て
い
く
の
が 、

皇
居
外
苑
を
ど
う
活
用
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
。

例
え
ば
地
下
駐
車
場
を
つ
く
る
と
か 、

い
ろ
い
ろ
な
案
が
出
て
い
ま
す

し 、

小
さ
な
江
戸
城
を
作
れ
ば
と
い
う
よ
う
な
案
も
あ
り
ま
す
し 。

東
御
苑
は

、

天
守
台
や
本
丸
跡
な
ど
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が 、
今
は
日
中
開
園
し
て
い
ま
す 。

そ
れ
か
ら
近
代
の
丸
の
内
地
域
で
は 、

日
比
谷
公
園
が
作
ら
れ
現
在
も
都
立
の

公
園
と
し
て
遺
っ
て
い
ま
す 。

東
御
苑 、

外
苑 、

そ
し
て
日
比
谷
公
園
が
緑
地

帯
と
し
て
現
在
遺
っ
て
い
る
の
が
幸
せ
と
い
え
ば
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す 。

し
ま
す 。

さ
て 、

現
在
の
「
丸
の
内」

の
一

部
と
「
有
楽
町」

と
呼
ば
れ
て
い
る
町
名

で
す 。
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図 1 3

江
戸
鳥
鰍
図
「
江
戸
名
所
之
絵」
（
図
13

)

図 1 4

タ
ウ
ン 、
つ
ま
り
下

町
に
相
当
す
る
と
い
う
訳
で
す 。
で
す
か
ら
こ
の
内
郭
の

江戸 名 所之絵よ り 〈 86200902 〉

江戸絵図屏風 〈 84200001 〉

り
ま
す 。
東
方
か
ら
の
神
と
い
う
か 、
そ
う
い
う
信
仰
が
あ
り
ま
す 。

さ
て 、
御
府
内
を
め
ぐ
る
外
堀
が
あ
り 、
四
谷 、
赤
坂 、
市
ヶ
谷 、
浅
草
橋

な
ど 、
橋
と
御
門
が
あ
っ
て 、
こ
れ
が
城
郭
都
市
江
戸
の
外
郭
と
な
り
ま
す 。

海
の
方
は
無
い
の
で
す
が 。
高
輪
辺
り
と
そ
れ
か
ら
東
側
の
隅
田
川
と
い
う
所

昨
日 、
当
館
に
お
越
し
の
方
は 、
ホー
ル
で
竹
内
誠
館
長
の

「
江
戸
っ
子
と

東
京
っ
子」
と
い
う
お
話
を
お
聞
き
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け

ど 。
大
川
と
い
う
川
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
市
街
地
の
区
分
け
に
な
っ
て
お
り
ま

す
ね 、
そ
れ
と
外
堀
と
神
田
川
が 。

「
の
て
っ

子」
と

「
町
っ

子」
と
い
う
お

話
し
が
あ
り
ま
し
た 。
江
戸
城
の
内
郭
か
ら
外
側
の
東
側
の
ゾー
ン
が
ダ
ウ
ン

が
ヽ

い
わ
ゆ
る
結
界
と
な
っ
て
お
り
ま
す 。

れ
は
藤
原
氏
な
ど
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
ね 。
春
日
の
信
仰
も 、
全
く
同
じ
で
あ

で
す 。

ら
の
ル
ー
ト
を 、
つ
ま
り
本
町
通
り
も
そ
う
で
す
け
ど 、
こ
れ
が
基
本
的
な
江

ち
ょ
っ
と
時
代
を
潮
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す 。
大
正一
0
年
(-
九
二

-
)
の
「
大
東
京
鳥
鰍
図」
で
は 、
東
京
の
中
に
お
け
る
皇
居
と
外
堀
が
遺
っ

て
い
ま
す 。
明
治
四
0
年
(-
九
0
七）
の
鳥
廠
図
「
大
日
本
東
京
全
景
之
図」

で
は 、
宮
城
と
そ
の
周
囲
の
堀
割
に
沿
っ
て
松
の
並
木
に
な
っ
て
い
る
様
子
な

ど
が
見
え
ま
す 。
そ
し
て 、
明
治
初
年
の
日
本
橋
の
鳥
鰍
図
で
す
が 、
江
戸
城

を
や
た
ら
と
櫓
ら
し
き
も
の
を
多
く
描
い
て
天
守
の
よ
う
な
感
じ
に
見
せ
て
い

ま
す 。
そ
れ
か
ら
享
和
三
年
(-
八
0
三）
の
江
戸
城
を
中
心
と
し
て
描
い
た

（
図
14

)

「
江
戸
絵
図
屏
風」

で
す
が 、
片
双
が
京
都
を
描
い
た
も
の
で
す 。
象
徴
的
に

江
戸
市
中

か
ら
富
士
山
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
で 、
富
士
山
を
左
手
に
描
い
て 、
そ
し
て

江
戸
前
の
海
を
描
い
て 、
品
川
辺
り
か
ら
東
海
道
筋
を
描
い
て
い
ま
す 。
都

市・
江
戸
を
表
現
し
た
ほ
と
ん
ど
の

「
江
戸
図」
が
こ
の
よ
う
で
す 。
そ
し
て

99
％
が
西
を
上
に
北
を
右
手
に
描
く
と
い
う
習
慣
で
す 。
と
い
い
ま
す
の
は 、

江
戸
城
に
向
か
っ
て 、
大
手
は
東
側
か
ら
入
城
す
る
と
い
う 、
正
式
に
東
側
か

戸
の
見
方
で
あ
り
ま
す 、
ま
た
江
戸
城
の
前 、
「
江
戸
前」
と
い
う
の
は 、

江

戸
湾
を
見
渡
す
東
方 、
ま
さ
に
東
照
大
権
現
で
は
な
い
で
す
け
ど 、
東
側
か
ら

照
ら
さ
れ
た
そ
う
い
う
力
を
利
用
し
て
将
軍
は
支
配
す
る
と
い
う
考
え
方 。
こ

そ
し
て 、
皆
さ
ん
に
資
料
と
し
て
お
配
り
し
た
館
蔵
の

- 13 -
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し
た 。

部
分
が 、

こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
近
代
に
展
開
し
て
く
る
部
分
で
あ
り
ま
す 。

こ
の
屏
風
絵
を
見
て
い
た
だ
く
と
分
か
り
ま
す
ね 。

大
手
前 、

大
名
小
路 、

西
の
丸
下
と
い
う
場
所
が 。

日
本
橋 、

中
橋
は
も
う
こ
の
図
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が 、

そ
し
て
京
橋
と 。

大
手
門
の
櫓
門
が
あ
り
ま
す 。

本
丸
御
殿
と 、
一
一
の
丸 、

三
の
丸
が
そ
の
脇 、

西
の
丸 、

後
に
紅
葉
山
が
あ
り
ま
す
（
口
絵
l

参
照）

。

こ
の
屏
風
絵
は
基
本
が
地
図
で
す
が 、

ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
し
た
も
の
が
「
江
戸

図
屏
風」
（
固
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵）

で
す 。

そ
の
江
戸
城
の
一

番
向
こ

う
側
に
御
三
家
が
あ
り
ま
す 。

こ
の
御
三
家
を 、

明
暦
の
大
火
の
後
で
内
郭
か

ら
外
に
出
し
て 、

よ
り
将
軍
の
権
力
を
強
く
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た 。

そ
の
こ
と
が
江
戸
が
外
へ
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
が 。

つ
ま
り
「
大
江
戸」

と
い
う
よ
う
な 。

江
戸
城
の
西
側
に
は
番
町
と
い
っ
て 、

将
軍
家
を
守
る
た
め
の
防
備
兵
が
居
住
し
た
地
域
が
あ
り
ま
す 。

そ
し
て 、

本

丸
御
殿
の
北
側
に
は 、

明
暦
の
大
火
で
焼
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
天
守
が
あ
り
ま

恐
ら
く
本
丸
御
殿
を
今 、

木
造
建
築
で
全
部
復
元
す
る
と 、

こ
れ
ほ
ど
広
い

空
間
の
あ
る
木
造
の
建
築
構
造
体
は
無
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね 、

そ
れ
だ
け

で
大
変
話
題
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。

こ
の
屏
風
絵
の
江
戸
城

内
部
を
見
て
み
る
と 、

的
場
と
か 、

弓
や
鉄
砲
の
訓
練
場
な
ど
の
内
部
が
詳
細

に
描
か
れ
て
い
ま
す 。

そ
れ
か
ら
左
側
が
西
の
丸
御
殿 、

そ
の
右
手
に
紅
葉
山

東
照
宮 、

こ
こ
は
丁
度――一
代
将
軍
家
光
が
紅
葉
山
東
照
宮
へ
参
詣
す
る
シ
ー
ン

が
あ
り
ま
す 。

こ
の
紅
葉
山
に
歴
代
の
廟
所
が
で
き
て
い
く
の
で
す
が 。

大
名

小
路
に
松
平
伊
予
守
の
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
ま
し
て 、

当
館
の
六
階
常
設
展
示

場
で
復
原
模
型
を
展
示
し
て
い
る
が
こ
の
屋
敷
で
あ
り
ま
す 。

こ
の
建
物
の
一

っ
て
お
り
ま
す
が 。

き
ま
す
と 、

慶
長
八
年
の
三
月
に
江
戸
城
下
の
拡
張
工
事
が
始
ま
っ
て 、

慶
長

九
年
に
は
石
材
運
搬 、

慶
長―
一

年
か
ら
本
丸 、

二
の
丸
御
殿
の
石
組
が
始
ま

り
ま
し
て 、

天
下
総
普
請
で
大
名
た
ち
が
分
担
し
て
普
請
を
し
て
い
く
の
は
ご

承
知
の
通
り
で
す 。
そ
の
間
に
本
丸
の
天
守
が
何
故
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も 、

三
度
造
り
替
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す 。

天
守
の
図
は
当
館
も
持

具
体
的
に
言
い
ま
す
と 、

先
ほ
ど
江
戸
城
の
復
原
の
模
型
を
お
見
せ
し
ま
し

た
が 、

そ
う
い
う
も
の
を
当
館
も
造
り
た
い
も
の
で
す 。

そ
う
い
う
こ
と
で
し

た
ら 、

皆
さ
ん
に
ご
寄
付
い
た
だ
け
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
が 。

ぜ
ひ
江
戸

江
戸
城
の
築
城
の
経
過
を
『
新
蝙
千
代
田
区
史』

か
ら 、

さ
ー
っ
と
見
て
い

茶
色
の
部
分
は
町
人
地
で
す 。

棟
だ
け
で
も 、

屋
敷
全
体
な
ら
ば
な
お
さ
ら 、

原
寸
で
復
原
す
る
と
大
名
屋
敷

と
い
う
も
の
が
具
体
的
に 、
立
体
的
に
よ
く
分
か
る
の
で
は
な
い
か
思
い
ま
す 。

ど
な
た
か
ご
寄
付
を
い
た
だ
け
れ
ば 、

ま
あ
ざ
っ
と
一

千
億
く
ら
い
は
か
か
る

の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
ど 、
外
観
だ
け
で
も
で
す
ね 、
土
地
は
別
で
す
が 。

さ
て 、

江
戸
へ
徳
川
家
康
が
入
っ
て
く
る
以
前
の
江
戸
と
い
う
の
は 、

よ
く

分
か
っ
て
な
い
の
が
実
際
で
す 。

で
す
か
ら 、

こ
の
江
戸
東
京
博
物
館
の
あ
る

横
網
の
場
所
も 、

本
所
地
域
に
入
る
わ
け
で
す
が 、

具
体
的
に
は
よ
く
分
か
ら

な
い 。

そ
れ
で
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
の
が
「
武
州
豊
島
郡
江
戸
庄
図」
（
図
15)

と
い
う
も
の
で
す 。

こ
れ
は
寛
永
時
代
の
江
戸
の
地
図
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が 、

現
物
が
寛
永
期
の
も
の
は
一

枚
も
遺
っ
て
い
ま
せ
ん 。

江
戸
の
後
期
に
作

ら
れ
た
も
の
が
何
種
類
か
現
存
し
ま
す 。

こ
の
地
図
で 、

内
郭
は
御
曲
輪
内
の
東
の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。
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い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す 。

城
展
を
や
り
た
い
と
思
う
の
で
す
が 。
江
戸
図
屏
風
で
は 、
上
下
の
比
率
が
水

平
面
に
対
し
て
高
す
ぎ
ま
す
ね 。
平
面
に
対
し
て
垂
直
面
が
高
く
強
調
し
て
描

か
れ
て
い
る 。
絵
画
資
料
を
使
っ
て
復
原
を
す
る
と
だ
い
た
い
三
倍
く
ら
い
倍

率
が
左
右
に
対
し
て
上
下
が
喬
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す 。
現
実
に
は 、
高
さ

さ
て
慶
安
三
年
（一
六
五
0

)

ま
で
の
築
城
工
事
が
細
か
く
な
さ
れ 、
こ
の

中
に
は
石
積
か
ら
始
ま
っ
て 、
堀
浚
い
か
ら
石
組 、
そ
れ
か
ら
本
殿
の
建
築
や 、

通
路
の
建
築
だ
と
か 、

す
ね 。

い
ろ
い
ろ
な
造
成
工
事
や
建
築
普
請
な
ど
が
あ
る
の
で

で
す
か
ら
大
名
普
請
に
よ
る
建
築
工
事
が
だ
い
た
い
五
0
年
近
く
延
々

と
御
曲
輪
内
で
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら 、
ま
あ
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
四 、
五
年
前
に
相
当
す
る
よ
う
な
土
木
建
築
工
事
を
五
0
年
ほ
ど

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
時
は 、
首
都
高
速
道
路
を
通
す
た
め
だ
け
で
は
な
く 、

様
々
な
仕
掛
け
を
し
た
わ
け
で
す
が 。
ホ
テ
ル
も
造
っ
た
り
と
か 。
あ
あ
い
う

よ
う
な
状
態
が 、
非
常
に
集
約
し
て
江
戸
城
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
た
と
想
像
を

し
て
い
た
だ
く
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す 。
そ
し
て
こ
れ
が
寛
文
六
年
の
「
江
戸

大
絵
図」
で 、
は
っ
き
り
と
江
戸
城
の
内
郭・
外
郭
の
概
念
が
出
て
い
ま
す 。

あ
ま
り
地
図
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
お
見
せ
し
て
も
と
思
い
ま
す
が 。
ま
あ 、

は
っ
き
り
と
外
堀
の
ラ
イ
ン 、
内
堀
の
ラ
イ
ン 、
そ
の
中
を
区
切
っ
て
い
る
と

東
京
駅
は 、
こ
う
し
た
内
郭
の
「
大
名
小
路」
と
言
わ
れ
た
エ
リ
ア
に
相
当

の
範
囲
を
と
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
す 。
東
京
駅
の
東
側
が
堀
割
で
は
都
合
が
悪

い
の
で 、
そ
れ
で
ま
ず
東
京
駅
の
東
口
の
方
か
ら
堀
割
を
埋
め
て 、
そ
の
先
の

繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う 。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
ね 。

が
そ
ん
な
に
な
い
の
で
す
ね 、
水
平
面
に
対
し
て 。

図 1 5
ゴ遍し—←-=

武州豊嶋郡江戸庄図 （ 東京都立中央
図 書館原蔵） 〈 89900002 〉
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数
寄
屋
橋
の
方
も
埋
め
て 、
外
堀
を
ど
ん
ど
ん
埋
め
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う

江
戸
時
代
で
も
実
は
堀
割
と
い
う
も
の
は 、
埋
め
た
り 、
開
削
し
て
堀
に
し

由
に
よ
っ
て
開
削
し
て
み
た
り

埋
め
た
り
と 。
そ
ん
な
に
お
堀
も
深
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら 、
簡
単
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。

さ
て 、
甲
良
家
は
将
軍
家
お
抱
え
の
大
工
で
す
が 、
そ
の
江
戸
城
建
築
指
図 、

つ
ま
り
図
面
が
東
京
都
中
央
図
書
館
に
遺
っ
て
お
り
ま
し
て 、
そ
の一
部（
図
16

)

を
お
見
せ
し
ま
す 。

ま
た
「
江
戸
天
下
祭
図
屏
風」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
し
て 、
今
は
然
る
所

に
あ
る
の
で
す
が 、
か
つ
て
京
都
の
本
捌
寺
が
旧
蔵
し
て
お
り
ま
し
た 。
こ
の

絵
は
江
戸
の
寛
永
期
頃
に 、
山
王
祭
礼
が
江
戸
城
の
中
に
入
る
様
子
を
描
い
た

た
り 、
ま
た
埋
め
た
り
と 、
そ
の
時
々
の
経
済
や
あ
る
い
は
運
輸
や
様
々
な
理

）
と
に
な
っ
た
の
で
す 。
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図 1 7 ( 『 ビ ジ アル台東区史』 よ り 転載）

〈 86200902 〉

う
都
市
へ
入
っ
て
く
る
た
め
の
ゲ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る 、

と
い
う
概
念
が
は
っ

の
外
側
に
は
必
ず
門 、

つ
ま
り
櫓
を
も
っ
た
門
を
構
え
て 、

そ
こ
が
江
戸
と
い

今
で
い
う
常
盤
橋
御
門
の
近
く
か
ら
祭
礼
行
列
が
通
り

抜
け
て
い
く
の
が
わ
か

る
図
で
す 。

こ
の
大
英
図
書
館
所
蔵
の
「
諸
国
海
陸
安
見
絵
図
」

（
図
17

)

は
ケ
ン
ペ
ル

の
書
き
込
み
の
あ
る
江
戸
か
ら
京
都
を
経
て
長
崎
ま
で
の
道
中
図
の
一

部
で 、

貞
享
頃
に
版
本
絵
図
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
が 、

こ
の
図
に
お
い
て

も
江
戸
城
と
い
う
か
城
郭
都
市
・

江
戸
と
い
う
概
念
と
い
う
の
は
非
常
に
は
っ

き
り
し
て
い
ま
す
ね 。

堀
割
に
よ
っ
て
囲
ま
れ 、

そ
の
堀
は
石
垣
に
よ
っ
て
作

ら
れ 、

貞
享
期
当
時
は
江
戸
城
に
天
守
は
も
う
無
い
の
で
す
が 、

天
主
に
似
た

櫓
や
大
庇
を
も
っ
た
御
殿 、
つ
ま
り
大
屋
根
を
も
っ
た
建
物
で 、
し
か
も
も
う
城

屋
敷
の
縁
通
っ
て
行
く 、

い
わ
ゆ
る
吹
上
の
御
所
の
近
く
か
ら
入
っ
て
き
て 、

図
で
あ
り
ま
し
て 、

城
内
の
中
の
半
蔵
門
か
ら
吹
上
に
あ
っ
た
紀
伊
徳
川
家
の

江戸図屏風よ り

員会所蔵）
.,.. .、・ 食

図 1 9 （厚木市教育委

図20
． ．、

江戸図屏風よ り

員会所蔵）

（厚木市教育委

が
よ
く
分
か
り
ま
す 。

旗
本
が
登
城
し
て
く
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
ま
す 。

き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す 。
と
く
に
神
田
御
門
を
は
じ
め 、
浅
草
御
門
と
か

次
に 、

と
て
も
よ
く
売
れ
た
江
戸
を
俯
廠
し
た
大
大
判一

枚
摺
り
「
江
戸
名

所
之
絵
」

の
江
戸
城
の
部
分
図
（
図
18

)

で
す 。

江
戸
城
は 、

水
平
面
で
は
こ

の
図
よ
う
に
は
実
際
は
見
え
な
い
の
で
す
が 、

し
か
し
俯
廠
図
法
で
と
て
も
高

台
に
表
現
さ
れ
て
い
て 、

櫓
と
そ
れ
か
ら
石
垣
と
堀
割
と
御
門
と
い
う
も
の
が

非
常
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す 。

ズ
ー

ム
ア
ッ
プ
し
て

み
る
と 、

毛
槍
を
立
て
た
武
家
の
行
列
が
簡
略
に
描
か
れ
て
い
て
大
名
だ
と
か

次
は 、

厚
木
市
教
育
委
員
会
の
所
蔵
す
る
「
江
戸
図
屏
風」

で 、

元
々
は
お

そ
ら
く
細
川
家
の
家
臣
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が 、

地
図
か
ら

描
き
起
こ
し
を
し
た
江
戸
図
の
い
い
例
で 、

江
戸
城
や
大
名
屋
敷
な
ど
の
状
況

、

こ
。

し、
つ
卜

令
つ
i

- 16 
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景
（
図
20

)

で
す。

り
ま
す。

そ
し
て
そ
の
前
が
「
大
手
前」
（
図
19

)

辺
に
で
き
て
き
ま
す。

こ
れ
が
「
西
の
丸
下」

と
「
大
名
小
路」

楽
橋、

谷
は
ま
だ
少
し
石
垣
が
遺
っ
て
い
ま
す
ね。

こ
れ
が
赤
坂
御
門
で
す
ね。

江
戸
城
年
始
登
城
風
景
図
屏
風

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
館
蔵
品
の
「
江
戸
城
年
始
登
城
風
景
図
屏
風」

着
色
六
曲
一

双）

を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す。

こ
の
屏
風
に
つ
き
ま
し
て

年
(
-

八
九
八）

頃
に
描
い
た
と
言

（
紙
本

な
ん
で
す
が、

こ
の
絵
は
明
治

こ
れ
が
大
手
門
で
す
ね、

こ
れ
が
二
の
丸
三
の
丸
が
恐
ら
く
あ
っ
て、

こ
れ

が
本
丸
御
殿、

そ
れ
で
平
河
門
は
大
変
有
名
で
す
け
れ
ど
も、

ま
あ
吉
良
上
野

介
を
浅
野
内
匠
頭
が
刃
傷
に
及
ん
だ
時
に、

犯
罪
人
を
こ
の
門
か
ら
出
す
と、

あ
る
い
は
大
奥
の
女
中
た
ち
の
出
入
口
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま

す。

現
在
は、

比
較
的
頻
繁
に
使
わ
れ
る
東
御
苑
へ
入
っ
て
行
く
ゲ
ー
ト
で
あ

で
す
ね
。

今、

こ
こ
の
所

を
大
き
な
道
路
が
通
っ
て
い
る
訳
で
す
ね。

こ
の
ち
ょ
う
ど
こ
の
辺
あ
た
り
に

毎
日
新
聞
社
が
建
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。

こ
れ
が
外
堀
で
す
ね。

こ
こ

が
近
代
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
訳
で
す。

東
京
駅
あ
た
り
が
ち
ょ
う
ど
こ
の

の
辺
り
の
風

こ
の
絵
は
天
保
期
の
江
戸
の
絵
図
で
す。

巽
櫓
と
い
う
の
は
や
は
り
隅
に
あ

っ
た
の
で
非
常
に
描
き
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
ま

す。

坂
下
御
門、

西
の
丸
へ
入
っ
て
い
く
た
め
の
大
手
門
で
す
ね、
こ
こ
に
は
非

常
に
細
か
く
松
平
上
総
守
の
屋
敷
だ
と
か
で
す
ね、

松
平
肥
後
守
の
屋
敷
だ
と

か
み
ん
な
こ
う
書
い
て
あ
っ
て
特
徴
立
っ
た
も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す。

逆

に
外
堀
の
御
門
を
ち
ょ
っ
と
見
て
み
る
と、

こ
れ
が
西
の
丸
御
殿
で
す
ね、

極

四
谷
御
門。

さ
っ
き
も
う
見
る
べ
き
姿
も
な
い
と
言
い
ま
し
た
が、

四

う
谷
文
麗
と
い
う
大
変
有
名
な
絵
師

ヨ。
ヒ
ョ
っ
て
跳
ね
た
字
で。

そ
う
い

て、

文
見
の
「
晟」

と
い
う
字
が
ピ

と
言
わ
れ
た
作
品
が
多
く
あ
り
ま
し

ら
い
な
の
で
す
が。

俗
に
「
烏
文
見」

ら
い
作
ら
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
く

昆
の
作
品
は
日
本
全
国
に
あ
り
ま
し

谷
文
見
と
い
う
絵
師
は、

寛
政
の

子
さ
ん
に
あ
た
る
絵
師
が
描
い
た
屏

う
谷
文
見
の
お
弟
子
さ
ん
の
又
お
弟

風
絵
で
す。

改
革
で
有
名
な
松
平
定
信
の
御
用
絵

師
で
あ
っ
た
人
で
あ
り
ま
す。

谷
文

て、

偽
物
も
大
変
多
く
て、

ど
の
く

の
お
弟
子
さ
ん
の
又
お
弟
子
さ
ん
の

い
ま
す。

こ
の
絵
は
佐
竹
永
湖
と
い

の
概
観
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

と
思
い
ま
す
の
で、

皆
さ
ん
に
は
そ

リ
ー
ズ
の
講
座
で
丁
寧
に
報
告
す
る

細
か
な
こ
と
は
当
館
の
専
門
研
究
員

の
石
山
秀
和
さ
ん
が、

後
日
こ
の
シ

図22 〈 90203531 〉 図21 〈 90203530 〉

江戸城年始登城風景図屏風 に 描 か れ た 施設名 を 書 き こ ん だ イ メ ー ジ
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前 わ
れ
て
お
り
ま
す 。

こ
の
原
図
と
思
わ
れ
ま
す
も
の
が 、

学
習
院
大
学
の
史
料

館
に
あ
る
そ
う
で
す 。

私
も
ま
だ
調
査
を
し
て
い
な
い
の
で
す
が 。

要
す
る
に

江
戸
時
代
の
大
名
の
年
始
の
江
戸
城
登
城
の
風
景
を 、

江
戸
時
代
の
史
料
や
さ

ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
使
っ
て
復
元
し
た
絵
と
言
っ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す 。

そ

う 、

お
正
月
の
江
戸
城
の
年
始
儀
礼
と
い
う 、
大
変
め
で
た
い
絵
で
あ
り
ま
す 。

し
つ

ら

こ
の
屏
風
絵
は
金
泥
引
き
の
絵
で 、

ま
さ
に
武
家
の
最
上
の
設
え
で
す
ね 。

書
院
の
間
な
ど
の
表
座
敷
の
空
間
は
基
本
的
に
は
極
彩
色
で
は
な
く
て 、

水
墨

そ
れ
で 、

向
か
っ
て
右
の
方
の
屏
風
を
右
隻
（
図
21)

と
言
う
の
で
す
が 、

そ
れ
を
見
ま
す
と 、

大
手
堀
が
あ
っ
て 、

そ
し
て
大
手
門 、

本
丸
御
殿
が
奥
の

方
に
見
え
て 、

恐
ら
く
数
寄
屋
橋
櫓
だ
と
思
う
櫓
が 、

た
ぶ
ん
細
長
い
高
い
建

物
が
多
分
数
寄
屋
橋
櫓 、

そ
れ
か
ら
桔
梗
門
が
あ
り
ま
す 。

そ
こ
に
大
名
が
年

始
に
江
戸
城
へ
登
城
す
る
の
で
す
が 、

そ
れ
を
御
付
の
人
た
ち
が
皆
大
手
門
の

つ
ま
り
大
手
前
で
待
っ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
ね 、

雨
で
も
降
っ

た
り
し
た
ら
大
変
な
の
で
す
け
ど 、

そ
れ
で
も
ご
主
人
様
を
待
っ
て
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
す 。

殿
さ
ま
が
お
城
へ
入
っ
て
行
っ
て 、

そ
し
て
帰
っ
て
来
る

ま
で
待
っ
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い

。

こ
れ
は
堪
ら
な
い
で
す
ね 。

皆
さ
ん
だ
っ
た
ら 、

き
っ
と
こ
の
辺
に
待
っ
て
い
る
た
め
の
茶
屋
で
も
作
っ

て 、

そ
こ
で
下
城
を
待
っ
て
い
る
従
者
た
ち
を 、

待
っ
て
い
る
間
に
飲
み
食
い

さ
せ
て
と
お
考
え
に
な
る
で
し
ょ
う 。

芝
居
茶
屋
だ
と
か
相
撲
茶
屋
だ
と
か
と

同
じ
よ
う
に 。

し
か
し 、

そ
う
い
う
事
は
で
き
な
い
ん
で
す
ね 。

そ
れ
で
た
だ

ひ
た
す
ら
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら 、

と
く
に
正
月
で
寒
い
で
す
し 、

腹
も

減
っ
て
く
る
し 、

ち
ょ
っ
と
一

杯
飲
み
た
い
な
と
か
ね 。

そ
う
し
た
中
で 、

武

図23

ぶ 二 § -I

図24

a

 

I

ー、

鑑
を
売
る
者
が
い
た
り
と
か 、

物
売
り
も
出
て
く
る
わ
け
で
す 。

そ
れ
か
ら
見

話
し
を
す
る
と
か 、

そ
う
い
う
風
景
が
こ
の
絵
に
は
見
ら
れ
る
の
で
す 。

左
隻
（
図
22)

の
方
は 、

右
隻
に
連
続
す
る
画
面
な
の
で
す
が 、

巽
櫓
が
あ

っ
て
坂
下
門 、

そ
れ
か
ら
伏
見
櫓
と
い
う
ち
ょ
っ
と
細
長
い
櫓
が 、

そ
し
て
西

の
丸
の
大
手
門
が
見
え
ま
す 。

や
は
り
奥
に
定
番
の
富
士
山
が
見
え
る
と
い
う

部
分
を
さ
っ
と
見
て
い
き
ま
し
ょ
う 。

こ
れ
は
大
手
門
と
松
飾
り
の
シ
ー
ン

（
図
23) 、

正
月
で
す
の
で
橙
を
飾
っ
て
注
連
飾
り
を
し
て 、

そ
し
て
大
き
な
門

松
が
あ
り
ま
す 。

そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
細
か
く
見
ま
す
と 、

下
馬
札
が
あ
り
ま
し

て 、

こ
こ
で
ど
ん
な
に
偉
い
人
で
も
馬
を
降
り
な
さ
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね 。

そ
う
す
る
と 。

今
で
い
う
リ
ム
ジ
ン
カ
ー

で
来
た
人
は
皆
そ
こ
で
黒
塗
の
車
を

に
金
泥
引
き
の
絵
と
い
う
の
が
武
家
好
み
で
あ
り
ま
す 。

景
観
に
な
っ
て
い
ま
す 。

知
っ
た
中
間
同
士
で
話
し
を
す
る
と
か 、

隣
り
の
屋
敷
の
大
名
の
家
来
同
士
で

18 -
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図25

こ
の
図
（
図

24

)

と
い
う
の
で
す 。

図26

い
ろ
ん
な
も
の
を
こ
う

待
た
し
て
お
く
と
い
う
事
に
な
る
訳
で
す 。

そ
う
す
る
と
運
転
手
さ
ん
や
お
付

き
人
が
皆
さ
ん
こ
こ
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。

で
す

か
ら
駕
籠
や 、

馬 、

そ
し
て
陸
尺
や
従
者
た
ち
が
こ
の
辺
り
で
待
機
し
て
い
る

の
よ
う
に 、

た
だ
供
を
連
れ
て
馬
で
来
る
人
も
い
て 、

ま

た
ご
贈
答
品
を
持
っ
て
歩
く
ん
で
す
け
ど
も 。
「
熙
代
勝
覧」

と
い
う
絵
巻
が

昨
年
ベ
ル
リ
ン
か
ら
里
帰
り
を
し
ま
し
た
が 、
あ
の
中
に
も
沢
山
で
て
き
ま
す 。

そ
し
て
こ
の
人
が
主
人
で
す
ね 。

付
き
人
が
こ
の
よ
う
に
付
く
と
い
う
こ
と
で

す 。
槍
持
ち
は
セ
ッ
ト

で
す
ね 。
そ
れ
か
ら
番
人
が
こ
こ
に
い
ま
す 。
駕
籠
で
待

っ
て
い
る
人
も
い
ま
す 。
そ
れ
で
こ
う
い
う
蛇
腹
式
の
籠 、
折
り
た
た
み
な
ん
で

す
が
非
常
に
便
利
な
も
の
で
こ
れ
に
合
羽
で
す
と
か 、

折
り
畳
ん
で
入
れ
て
あ
っ
て 、

そ
れ
で
着
ち
ゃ
う
と
バ
タ
バ
タ
と
畳
ん
じ
ゃ
え

い
ま
す 。

に
か
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
ね 。

る
と
い
う
非
常
に
簡
便
な
ま
あ
ケ
イ
タ
リ
ン
グ
の
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
り
ま
す
ね 。

こ
の
図
（
図

25

)

の
よ
う
に 、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
中
で
毛
槍
を
立
て
て
い
ま
す

か
ら 、

沢
山
の
大
名
・

家
来
が
こ
こ
で
皆
で
寒
い
し 、

皆
で
べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
し

ゃ
べ
り
な
が
ら
何
か
食
べ
な
が
ら
待
っ
て
い
る
と
い
う
風
景
で
あ
り
ま
す 。

こ

う
い
う
姿
あ
の
白
い
装
束
で
す
ね 。

こ
れ
は
ま
あ
公
式
の 、

特
に
こ
う
い
っ
た

あ
ら
た
ま
っ
た
行
事
の
時
は
布
衣
と
い
っ
て
五
位
以
下
の
地
下
人
が
本
来
宮
中

で
着
る
装
束
で
す
が 、

ま
あ
そ
う
い
う
の
を
着
せ
て
衣
冠
束
帯
姿
で
出
て
い
く

よ
う
な
大
大
名
に
な
っ
て
く
る
と 、

こ
う
い
う
装
束
の
連
中
を
自
分
の
衣
裳
に

合
わ
せ
て
部
下
も
そ
う
い
う
服
装
を
し
て
出
て
い
く
の
で
す
ね 。

で
す
か
ら
こ

う
し
た
外
見
の
衣
装
に
よ
っ
て
身
分
も
分
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す 。

馬
も
鼓
を
飾
り
立
て
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
り 、

駕
籠
も
装
飾
が
立

派
な
も
の
で
あ
っ
た
り 、

そ
れ
に
家
紋
が
あ
り
ま
す
か
ら 、

こ
れ
に
毛
槍
の
形

と
武
錯
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
調
べ
て
い
く
と 、

ど
こ
の
大
名
か
が
分
か
る

ま
あ
寝
そ
べ
っ
た
り
色
々
な
仕
草
を
皆
し
て
お
り
ま
す 。

主
人
を
待
っ
黒
塗

車
の
運
転
手
さ
ん
た
ち
の
風
景
と
同
じ
で
す
ね 。

欠
伸
を
し
て
い
る
人
も
い
れ

ば 、

読
売
や
武
鑑
な
ど
を
買
っ
て
い
た
り 。

武
鑑
は
毎
年
出
ま
す 。

布
衣
姿
の

人
た
ち
も
い
ま
す 。

だ
ん
だ
ん
挟
み
箱
を
持
っ
た
り
し
て 、

ま
た
書
状
箱
か
な

こ
れ
は
餞
頭
か
な
に
か
よ
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど 、

こ
う
し
た
簡
単
な
食

べ
物
が
と
も
か
く

売
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね 。

そ
れ
で
担
い
で
売
っ
て
い
る
も
の

は
蕎
麦
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が 、

詳
し
い
こ
と
は
石
山
さ
ん
が
報
告
す
る
と
思

の
で
す
け
れ
ど
も 。
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図27

図29

ま
た
「
江
戸
に
多
き
も
の
に
伊
勢
屋
や
稲
荷
や
犬
の
糞」

じ
ゃ
な
い
で
す
け

れ
ど
も 、

犬
が
必
ず
登
場
し
ま
す
ね
（
図
26

)

。

そ
れ
か
ら
子
供
た
ち
も
何
故

か
登
場
し
ま
す 。

こ
ん
な
武
家
の
男
た
ち
だ
け
の
世
界
に
登
場
し
て 、

こ
う
し

た
年
始
登
場
風
景
が
面
白
い
か
ら
見
に
来
る
の
で
し
ょ
う
か 。
子
供
が
わ
ず
か 、

ほ
ほ
え
ま
し
く
登
場
し
て
き
ま
し
て 、

こ
れ
は
絵
師
が
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
た
の
か

駕
籠
で
行
く
人
と
馬
で
行
く
人
が 、
「
い
や
あ
ど
う
も」

と
い
っ
た
挨
拶
を

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が 、

槍
の
袋
の
形
な
ど
で
相
手
が
判
り

ま
す
の
で 、
あ
あ
友
達
が
来
た
な
あ
と
挨
拶
を
す
る 。
そ
れ
で
面
白
い
こ
と
に 、

主
人
同
士
と
付
き
人
の
側
近
同
士
が
挨
拶
を
し
て
い
ま
す
が 、

後
の
人
た
ち
は

知
ら
な
い
顔
で
い
ま
す
ね
（
図
27

)

。

す
れ
違
う
間
皆
挨
拶
を
や
っ
て
い
た
ら 、

ど
こ
か
で
転
け
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
け
れ
ど
も 。

主
人
と

側
近
だ
け
が
挨
拶
を
し
て 、

後
は
知
ら
ぬ
顔
っ
て
い
う
の
も
変
で
す
が 、

そ
う

い
う
挨
拶
の
仕
方
が
あ
っ
た
の
で
す
ね 。

こ
の
絵
は
明
治
三
0
年
代
に
描
か
れ

ど
う
か 、

現
実
の
風
景
な
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん 。

こ
れ

図31

た
と
い
い
ま
す
か
ら 、

江
戸
時
代
の
名
残
を
よ
く
調
べ
て
描
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
が 、

非
常
に
面
白
い
シ
ー
ン
で
す
ね 。

こ
れ
が
坂
下
門
の
の
入
口
で
す
（
図
28

)

。

こ
こ
に
小
さ
な
橋
が
こ
う
あ
っ

て
つ
き
出
し
て
い
て
小
橋
に
な
っ
て
い
ま
す 。

こ
こ
も
下
馬
札
が
あ
り
ま
す 。

お
供
の
人
た
ち
も
寝
ち
ゃ
っ
た
り 、

も
う
ふ
て
く
さ
れ
て
ど
う
で
も
良
い
と
い

う
感
じ
で
す
ね 。

こ
の
大
大
名
の
行
列
は
す
ご
い
形
で
す
ね 。

こ
の
行
列
が
延
々
と
続
い
て
い

く
の
で
す 。

衣
冠
束
帯
姿
で
す
の
で 、

相
当
格
の
高
い
大
名
と
し
か
思
い
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん 。

あ
る
い
は
御
三
家
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も 。

（
図
29

)

は
煙
管
の
羅
宇
を
直
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
が 、

ど
う
で
し
ょ
う
か 。

こ
の
箱
に
煙
管
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で 。

羅
宇
の

中
に
煙
草
の
脂
が
詰
ま
り
ま
す
と
駄
目
に
な
る 。

そ
こ
で
羅
宇
竹
を
取
り
替
え

る 、

つ
ま
り
す
げ
替
え
る
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
す 。

な
に
か
色
々
と
食
べ
物
だ
と
か
飲
み
物
を
い
ろ
ん
な
も
の
を
持
っ
て
き
て
い

図30
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ま
す
ね 。
こ
れ
は
馬
に
水
を
や
る
柄
杓
を
身
に
付
け
て
い
ま
す
の
で
馬
喰
で
す 。

ち
ゅ
う
If
ん

馬
の
お
尻
の
正
面
を
見
せ
て
描
く
な
ん
て 。

中
間
同
土
が
こ
れ
か
ら
博
打
で
も

や
り
そ
う
な
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す 。

渡
り
中
間
が 、
「
お
前
の
所
の
方
が
給
金

良
さ
そ
う
だ
な 、

そ
っ
ち
行
く
か」

な
ど
と
喋
っ
て
い
る
よ
う
で 、

彼
ら
は
ほ

な
に
か
商
っ
て
い
る
娘
さ
ん
が
い
ま
す
ね 。

武
鑑
売
り
が 、

そ
し
て
煙
草
を

く
ゆ
ら
し
た
物
売
り
が
き
て
い
ま
す 。

こ
の
よ
う
に 、

江
戸
城
年
始
の
登
城
を

待
つ
従
者
た
ち
を
目
当
て
に 、

沢
山
の
物
売
り 、

食
べ
物
売
り

（
図

30

)

が
江

戸
城
の
前
に
出
て
い
ま
す 。

そ
う
し
た
食
べ
物
の 、

こ
ぼ
れ
た
も
の
を
食
べ
に

来
る
の
で
し
ょ
う
か 、
犬
の
姿
も
よ
く
見
え
ま
す 。
こ
の
立
ち
売
り

（
図

31

)

は 、

ど
う
も
甘
酒
売
り
の
よ
う
で
す
ね 。

も
う
一

方
は 、

ど
う
も
い
い
お
酒
の
よ
う

で
あ
り
ま
し
て 。
ま
あ 、
新
年
だ
か
ら
い
い
だ
ろ
う
っ
て
理
屈
を
つ
け
た
の
か
ど

う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が 。

寒
い
で
す
か
ら
外
で
こ
う
い
う
風
景
で 。

そ
の
中

を
万
歳
が
通
り
ま
す 。

本
当
に
万
歳
師
が
大
手
前
に
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
り

ま
せ
ん
が 、

新
年
の
風
景
な
の
で
絵
師
が
描
き
込
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

江
戸
城
は 、
水
平
面
で
見
る
と
こ
ん
な
に
も
突
出
し
て
も
見
え
な
い
く
ら
い 、

実
は
城
の
高
さ
と
い
う
の
は
そ
う
無
い
も
の
で 、

天
守
が
見
え
た
く
ら
い
だ
ろ

安
政
の
大
地
震
の
瓦
版
に
「
丸
の
内」

と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
の
で 、

そ
の
部
分
を
点
線
で
囲
っ
て
示
し
ま
し
た
（
図

32

)

。

そ
こ
で
は 、
「
丸
の
内」

は
ど
う
も
本
丸
を
中
心
と
し
た
御
殿 、

将
軍
の
居
城
で
あ
る
地
域
と
い
う
意
味

明
治
期
の
「
丸
の
内」

う
と
思
い
ま
す 。

と
ん
ど
着
の
身
着
の
ま
ま
の
連
中
で
す
か
ら
ね 。

か
な
と
思
い
ま
す 。

図32

図33

地震方角付（ 山名新聞歴史資料館所蔵）

〈 90204691 〉

つ
ま
り
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
見
た
時
の 、

誇
張
さ
れ
な

で
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
か
考
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
で
す 。

そ
れ
か
ら
江
戸
城
と
言
い
ま
す
と
刃
傷
沙
汰
の
こ
と
が
話
題
と
な
り
ま
す 。

た
と
え
ば
桜
田
門
外
の
変 、

こ
れ
は
当
館
所
蔵
の
瓦
版
（
図

33

)

で
す 。

ま
た

北
斎
が
描
い
た
と
伝
え
る
江
戸
城
の
櫓
の
図
で
す
が 、

す
ご
く
高
す
ぎ
る
の
で

い
の
こ

す
よ
ね 。

そ
の
堀
端
で
衛
士
が
焚
火
を
し
て
い
る 。

恐
ら
く
玄
猪
の
頃
の
風
景

だ
と
思
い
ま
す
ね 。

恐
ら
く
こ
れ
は
辰
ノ
ロ
の
辺
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が 、

半
月
が
出
て
い
ま
し
て 、

な
ん
と
な
く
不
気
味
な
絵
で
あ
り
ま
す 。

も
っ
と
珍
妙
な
絵
な
の
で
す
が 、

明
治
期
に
入
っ
た
頃
の 、

日
本
・

中
国
・

シ
ャ
ム
の
風
景
を
描
い
た
中
の
「
江
戸」

の
風
景
な
の
で
す
が 、

大
手
門
ら
し

い
も
の
に
ガ
ラ
ン
と
し
た
光
景
が
描
か
れ
て
い
て 、

印
象
と
し
て
妙
な
の
で
す

が 、

ま
あ
江
戸
城
の
門
構
え
と
大
手
前
な
ど
の
広
場
の
感
じ
は
よ
く
出
て
い
る
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は
解
決
し
て
い
か
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も 。

一

遍
に

そ
れ
と
本
部 。

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ

、
一

番
重
要
な
こ
と
は 、

天
皇
の
住
ま
い

簡
単
に
は
空
地
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
け
ど 。
一

番
先
に
官
有
地 、

そ
れ
か
ら

い
よ
う
な
感
覚
を 、
つ
ま
り
等
身
大
の
感
じ
と
い
っ
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
か 、

そ
う
い
う
意
味
で
の
江
戸
城
の
一

光
景
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す 。

実
は
明
治
初
年
に
な
り
ま
し
て
大
名
屋
敷
は
そ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
遺
っ
て
い

る
の
で
す
が 、

明
治
天
皇
が
江
戸
へ
来
て
東
京
と
い
う
名
前
が
改
ま
っ
て 、

日

本
の
首
都
と
な
っ
て
い
く
ん
で
す
が 、

ど
う
し
て
京
都
か
ら
江
戸
を
首
都
に
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 、

い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す 。

明
治
新
政
府

の
首
都
の
候
補
地
は 、

大
坂
も
候
補
地
で 、

京
都
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
っ
た

の
で
す 。

京
か
ら
そ
の
ま
ま
動
か
な
く
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と 。

た
だ
新

し
い
政
府
を
作
っ
て
い
く
時
に 、

新
し
政
治
の
省
庁
の
官
舎 、

軍
隊
を
設
置
す

る
場
所 、
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
外
国
の
公
館
や
大
使
館
を
設
置
す
る
場
所 、

そ
れ
か
ら
新
し
い
近
代
施
設 、

た
と
え
ば
学
校
だ
と
か
病
院
だ
と
か
そ
う
い
う

も
の
を
つ
く
つ
て
い
く
た
め
の
空
間
が
京
や
大
坂
で
は
無
い
と 。

そ
れ
に
対
し

て
江
戸
は 、

大
名
屋
敷
や
旗
本
屋
敷
の
上
地
と
い
う
の
は
基
本
的
に
幕
府
が
貸

し
て
い
る
土
地
で
す
か
ら 、

大
名
や
旗
本
・

御
家
人
が
全
部
い
な
く
な
れ
ば 、

そ
の
敷
地
が
新
し
い
空
間
と
し
て
利
用
で
き
る
と
い
う
事
が 、

江
戸
を
新
政
府

の
首
都
と
し
た
大
き
な
理
由
の
一
っ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す 。

官
軍
が 、

江
戸
城
無
血
開
城
で
早
速
入
っ
て
く
る
の
で
す
が 、

最
初
は
そ
う

上
級
の
役
人
と
言
い
ま
す
か
新
し
い
明
治
政
府
の
要
人
の
住
ま
い
と
い
う
か
官

舎 、

そ
れ
か
ら
当
時
は
陸
軍
が
中
心
で
す
か
ら
陸
軍
の
教
練
地
と
い
い
ま
す
か

を
ど
う
い
う
風
に
造
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
か
ら 、

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す 。

明
治
一
六
年
(
-

八
八――-)

に
陸
軍
の
陸
地
測
量
部
が
調
べ
て
制
作
し
た
地

図
が
あ
り
ま
す 。

こ
の
地
図
で
は 、

皇
居
の
所
は
秘
密
の
ゾ
ー
ン
で
す
か
ら 、

こ
れ
は
か
つ
て
の
江
戸
城
と
同
じ
で
ま
っ
さ
ら
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど 。

し

皇
居
の
周
囲
は 、
か
な
り
軍
の
敷
地
で
す
ね 。
法
学
校
な
ど
の
学
校
も
こ
の
地

域
に
置
か
れ
て
い
ま
す 。
そ
れ
か
ら
後
に
日
比
谷
公
園
に
な
る
場
所
は 、
元
毛
利

家
な
ど
の
屋
敷
地
で
あ
っ
た
の
が 、
陸
軍
の
練
兵
場
と
な
っ
て
い
ま
す 。
陸
軍
参

謀
本
部
が
赤
坂
田
町
に
あ
り
ま
す
が 、

元
の
溜
池
の
近
く
だ
と
思
い
ま
す 。

こ
の
よ
う
に
明
治
一

六
年
の
段
階
で
は 、

官
庁
と
軍
の
施
設 、

そ
れ
か
ら
岩

倉
邸
の
よ
う
に
明
治
維
新
政
府
の
要
人
の
屋
敷
が 、

旧
内
郭
の
地
域
に
建
っ
て

こ
う
い
う
問
題
が
明
治
一

六
年
に
な
る
前
か
ら 、

東
京
を
ど
う
い
う
風
に
し

て
い
く
か
と
い
う
政
府
の
様
々
な
会
議
の
中
で 、

陸
軍
を
皇
居
周
辺
か
ら
神
田

の
方
へ
と
移
っ
た
り
い
ろ
ん
な
事
の
方
向
転
換
を
図
っ
て
い
こ
う
と 。
つ
ま
り 、

直
接
皇
届
の
周
り
を
最
初
守
る
意
味
が
あ
っ
て
軍
隊
を
置
い
た
訳
で
す
が 、

だ

ん
だ
ん
外
国
の
手
前
と
か
い
ろ
ん
な
政
府
の
省
庁
を
建
て
て
い
く
と
か
い
ろ
ん

な
都
合
上
そ
う
い
う
近
く
に
あ
っ
て
は
困
る
と
い
う
事
で 、

こ
れ
を
先
ほ
ど
出

て
き
ま
し
た
よ
う
に
三
菱
の
岩
崎
へ
売
る
こ
と
に
な
る
の
で
す 。

地
を
払
い
下
げ
で
す
ね 。

こ
れ
は 、

官
軍
に
貸
し
た
金
の
か
た
に
つ
ま
り 、

軍

資
金
の
か
た
を
安
田
に
し
ろ 、

三
井
に
し
ろ 、

三
菱
に
し
ろ 、

い
わ
ば
官
有

五
代
に
し
ろ 、

取
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら 。

そ
う
い
う
形
で
安
く

払
い
下
げ
を
し
て 、

そ
れ

で
そ
こ
へ
す
ぐ
に
は
建
物
を
建
て
ら
れ
な
い
の
で 、

更
地
に
な
っ
た
陸
軍
の
跡

地
が
三
菱
ヶ
原
と
呼
ば
れ
て 、

ま
あ
桑
畑
で
も
や
る
か
茶
畑
で
も
や
る
か
な
と

か
し
北
の
丸
御
殿
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
ま
す 。
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い
ま
す 。

俗
に
言
わ
れ
る
原
っ
ぱ
の
時
代
が
少
し
あ
っ
て 、
そ
こ
へ
東
京
駅
が
で
き
る
計

画 、そ
れ
が
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
け
ど 、
世
界
の
主
要
都
市
で
コ
ア
に
な

る
所
に
直
接
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
言
い
ま
す
か
ね 、
「
ハ
フ
ト

バ
ン
ホ
フ」
と
ド

イ
ツ
語
で
言
う 、
い
わ
ゆ
る
「
中
央
駅」
が
で
き
る
と
い
う
例
は
ほ
ど
ん
ど
無

い
で
す
ね 。
京
都
で
も
八
条
口 、
あ
る
い
は
北
の
鞍
馬
へ
入
っ
て
い
く
所 、
あ

る
い
は
三
条
蹴
上 、
あ
る
い
は
二
条
と
い
う
風
に
で
す
ね 、
中
心
部
か
ら
御
所

か
ら
非
常
に
離
れ
た
所
に
中
央
駅
が
最
初
造
ら
れ
ま
し
た 。
こ
れ
は
パ
リ
で
も

北
駅
や
東
駅 。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
で
も
動
物
園
駅
と
東
駅
が
あ
っ
て 、

今
そ
の
中
間
に
造
っ
て
い
ま
す
け
ど 。
ロ
ン
ド
ン
で
も
パ
デ
ィ
ン
ト
ン
だ
と
か

幾
つ
か
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
分
散
し
て
あ
り
ま
す
が 、
真
ん
中
の
コ
ア
に
直
接

に
で
は
決
し
て
な
い
ん
で
す 。
し
か
し 、
明
治
政
府
の
東
京
で
は 、
大
変
珍
し

い
こ
と
に
皇
居
の
ど
真
ん
前
に
こ
の
中
央
駅
「
東
京
駅」
を
造
っ
た
の
で
す 。

し
か
も
後
で
両
国
駅
を
は
じ
め
と
し
て 、

線
で
繋
げ
て
し
ま
の
う
の
で
す 。
こ
う
い
う
国
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
ね 。
皇

居
の
前
に
中
央
駅
を
造
っ
た
こ
と
は 、
非
常
に
思
い
切
っ
た
政
策
だ
ろ
う
と
思

そ
れ
で
結
局 、
旧
陸
軍
の
跡
地
を
三
菱
は
再
開
発
し
て 、
明
治
の
末
年
に
ビ

ル
を
ど
ん
ど
ん
建
て
て
い
っ
て 、
そ
の
延
長
上
に
現
在
の
丸
の
内
の
ビ
ル
街
が

で
き
て
き
た
の
で
す 。

そ
れ
で
ビ
ル
だ
け
じ
ゃ
な
ん
だ
と
い
う
事
で 、
今
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
あ
る
い

は
娯
楽 、

タ
ー
ミ
ナ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
環
状

ア
ー
ト
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て 、
観
光
都
市
の
目
玉
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
が
丸
の
内
地
域
の
大
き
な
開
発
計
画
に
な
っ
て
い
る
の
で
す 。

つ
ま
り
鉄
道
計
画
が
出
来
て 。

り
ま
す 。
で
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 。

と
い
う
計
画
が
あ
る
そ
う
で
す 。

発
計
画
の
中
心
の一
っ
と
し
て
こ
の
オ
ア
ゾ
と
い
う
も
の
が
で
き
た
ん
だ
そ
う

で
す
が 、
私
昨
日
は
近
く
ま
で
行
っ
て
い
て 、
中
は
見
て
来
な
か
っ
た
ん
で
す

け
ど 。
丸
の
内
の
ホ
テ
ル
や
い
ろ
ん
な
施
設
が一
緒
に
な
っ
て 、
元
国
鉄
の
ビ

ル
が
あ
っ
た
所
で
す
ね 、
私
の
記
憶
で
は 。
丸
ビ
ル
が
新
し
く
な
っ
て
新
丸
ビ

ル
を
今
度
新
し
く
す
る
と
い
う 。
こ
の
真
ん
中
の
中
通
り
を 、
再
開
発
し
よ
う

観
光
都
市・
東
京
と
い
う
の
を
目
指
す
東
京
都
と
し
ま
し
て
は 、
も
う一
回

地
域
開
発
の
見
直
し
と
い
う
事
の
中
に 、
「
丸
の
内」
も
「
汐
留」
も
「
浅
草」

も
「
上
野」
も 、
そ
し
て
こ
の
「
両
国」
の
地
域
も
で
す
ね 、
ま
さ
に
あ
る
訳

で
す 。
こ
の
後 、
毎
週
の
よ
う
に
「
江
戸
城
と
丸
の
内」
の
講
座
が
続
き
ま
す 。

沢
山
の
方
が
通
し
券
を
買
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て 、
本
当
に
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す 。
江
戸
博
を
今
後
も
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す 、
と
同
時
に
企
画
展
も

常
設
展
も
そ
れ
か
ら
図
書
室
も
様
々
な
施
設
利
用
が
で
き
ま
す
の
で 、
ど
う
ぞ

お
訪
ね
く
だ
さ
っ
て 、
ま
た
来
週
お
目
に
か
か
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お

（
本
稿
は 、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
江
戸
城
と
丸
の
内」
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た 、
平

成一
六
年一
0
月
二
日
の
え
ど
は
く
カ
ル
チ
ャ
ー

「
江
戸
城
と
丸
の
内」
講
座

記
録
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る）

そ
し
て
最
後
に 、
丸
の
内
オ
ア
ゾ
周
辺
で
大
手
町・
丸
の
内・
有
楽
町
再
開
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