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名
古
屋
城
総
合
事
務
所
整
備
室
学
芸
員
の
木
村
有
作
と
申
し
ま

す
。私

は
名
古
屋
市
生
ま
れ
で
、
木
曽
川
か
ら
取
水
し
た
水
道
の
水

の
産
湯
に
つ
か
り
、
大
学
の
と
き
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
名
古
屋
で

過
ご
し
ま
し
た
。
当
然
名
古
屋
城
は
ず
っ
と
昔
か
ら
歴
史
的
な
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
見
て
お
り
、
金
鯱
の
も
と
で
育
っ
て
き
た
と
自
分
で

も
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
年
は
、
名
古
屋
城
の
築
城
か
ら
四
百
年
と
い
う
非
常
に
記
念

す
べ
き
年
に
当
た
り
、
本
当
に
大
勢
の
お
客
さ
ん
に
来
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
特
に
一
〇
月
に
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
と
り
わ
け
一
〇
月
一
七
日
の
名
古
屋
ま
つ
り
の
と
き
な

ど
は
、
二
万
人
を
超
え
る
方
々
に
入
場
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
近
は
若
い
方
に
も
た
く
さ
ん
来
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、

特
に
人
気
な
の
は
「
お
も
て
な
し
武
将
隊
」で
す
。
い
わ
ゆ
る
イ
ケ

メ
ン
の
、
二
枚
目
の
ハ
ン
サ
ム
な
人
た
ち
が
や
っ
て
い
る
武
将
隊
に
非

常
に
人
気
が
集
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
と
に
か
く
い
ろ
い
ろ
な
方
に
来

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

只
今
、
名
古
屋
市
が
、
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す

本
丸
御
殿
の
復
元
は
、
皆
様
の
ご
寄
附
、
ご
協
力
の
も
と
、
鋭
意

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
年
の
一
〇
月
に
、

そ
の
途
中
経
過
と
し
て
玄
関
部
分
を
公
開
い
た
し
ま
し
た
。
ま
だ

途
中
で
す
か
ら
屋
根
裏
の
構
造
が
見
え
る
よ
う
な
状
態
で
し
た

が
、
模
写
の
虎
の
絵
な
ど
も
少
し
ご
紹
介
し
な
が
ら
公
開
し
ま
し

て
、
こ
れ
も
大
変
ご
好
評
を
得
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
お
城
の
水
堀
の
こ
と
で
す
が
、
私
が
修
理
を
担
当
し

て
お
り
ま
す
搦
手
馬
出（
か
ら
め
て
う
ま
だ
し
）の
下
の
と
こ
ろ
に

南
波
止
場
と
い
う
お
殿
様
が
使
っ
て
い
た
波
止
場
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
か
ら
西
北
隅
櫓
の
と
こ
ろ
ま
で
お
堀
め
ぐ
り
を
す
る
イ
ベ
ン

ト
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昔
か
ら
こ
こ
は
本
当
に
殿
様
し

か
立
ち
入
れ
な
い
お
堀
だ
っ
た
の
で
、
恐
ら
く
庶
民
で
こ
う
い
う
こ

と
を
経
験
で
き
た
の
は
今
回
だ
け
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
イ

ベ
ン
ト
に
も
非
常
に
大
勢
の
方
に
来
て
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
形

で
名
古
屋
城
の
魅
力
を
再
確
認
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
回
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
な
が
る
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
名

古
屋
城
と
い
う
の
は
、
演
題
に
も
挙
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
歴
史
遺

産
が
大
変
た
く
さ
ん
眠
っ
て
お
り
ま
す
。
単
に
天
守
閣
だ
と
か
金

鯱
だ
け
で
は
な
く
て
、
と
に
か
く
名
古
屋
城
に
は
い
ろ
い
ろ
な
歴

史
的
な
情
報
、
物
語
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
の
若
干
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
て
、
ま
た
皆
様
に

名
古
屋
城
を
よ
り
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

名
古
屋
城
に
は
、
実
は
私
も
勤
務
先
に
な
る
ま
で
よ
く
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
財
が
ご
ざ
い

ま
す
。
今
、
法
的
に
文
化
財
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で

も
、
本
当
に
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
城
の
主
要
部
で
あ
る

本
丸
、
二
之
丸
、
西
之
丸
、
御
深
井
丸
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
、
国

特
別
史
跡
名
古
屋
城
跡
と
い
う
こ
と
で
、
全
国
で
も
八
〇
例
ぐ
ら

い
し
か
な
い
特
別
史
跡
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
単
な
る
国
の
指
定

史
跡
で
は
な
く
て
、
特
別
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
主
要
部
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
三
之
丸
の
外
堀
も
国
特
別
史

跡
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
も
一
部
公
開
さ
れ
て
い
た
の
で
、
行

か
れ
た
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
名
勝
二
之
丸

庭
園
と
い
う
二
之
丸
御
殿
に
付
け
ら
れ
ま
し
た
お
庭
が
あ
り
ま

す
。
話
題
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
本
丸
御
殿
が
挙
が
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
二
之
丸
御
殿
と
い
う
の
は
、
元
和
以
降
、
江
戸
時
代
の
ほ

と
ん
ど
の
期
間
、
名
古
屋
城
の
藩
主
が
住
ま
わ
れ
た
り
、
あ
る
い

は
藩
政
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
。
本
丸
は
象
徴
的
な
部
分
と
い
う

資
料
編
「
考
古
２
」
の
内
容
を
紹
介

「
新
修
名
古
屋
市
史
」
編
さ
ん
事
業
は
、
本
文
編
に
続
き
平
成
十
四
年
度
か
ら
資
料
編
の

編
さ
ん
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
江
戸
期
の
完
結
編
と
な
る
「
近
世
３
」
を
今
年
三
月
に
刊

行
し
、
五
月
か
ら
発
売
で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
続
い
て
二
十
三
年
度
に
は
「
現
代
」

を
、
さ
ら
に
二
十
四
年
度
に
は
「
考
古
２
」、
二
十
五
年
度
に
は
「
近
代
３
」
を
そ
れ
ぞ
れ
発

刊
す
る
予
定
で
、
鋭
意
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
た
中
、
昨
年
十
二
月
十
一
日
、
ウ
イ
ル
あ
い
ち（
名
古
屋
市
東
区
）で
開
催
し
ま
し

た
「
第
26
回
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集
い
」
で
は
、「
考
古
２
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
一

端
を
二
人
の
執
筆
委
員
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
場
に
は
多
く
の
市
民
や
歴
史

愛
好
家
の
方
々
が
訪
れ
、
二
時
間
半
に
わ
た
る
充
実
し
た
集
い
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は

そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

資
料
編
「
考
古
２
」
か
ら

歴
史
遺
産
の
宝
庫
　
名
古
屋
城

〜
築
城
四
百
年
に
考
え
る
〜

「
考
古
２
」
執
筆
委
員
　
木
　
村
　
有
　
作

（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
整
備
室
学
芸
員
）

第
26
回
「
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集
い
」
か
ら
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と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
二
之
丸
は
実
際
の
政
治
の
舞
台
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
庭
園
が
今
一
部
残
さ
れ
て
お
り
ま

し
て
、
国
の
名
勝
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
重
要
文
化
財
の
建
物
が
あ
り

ま
す
。
何
度
か
機
会
を
見
つ
け
て
公
開
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

三
つ
の
隅
櫓
と
三
つ
の
二
之
門
と
呼
ば
れ
て
い
る
高
麗
門
が
あ
り

ま
す
。
残
念
な
が
ら
櫓
門
は
す
べ
て
焼
け
る
か
、
壊
さ
れ
て
無
く

な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
建
物
が
あ
っ
た
り
、
そ

れ
か
ら
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
国
の
宝
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も
、
旧
本
丸
御
殿
の
障
壁
画
も
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

歴
史
的
な
も
の
プ
ラ
ス
自
然
の
も
の
と
し
て
、
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
る
カ
ヤ
の
木
が
城
内
に
あ
り
ま
す
。
推
定
樹
齢
が
六

百
年
で
す
の
で
、
築
城
よ
り
前
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

あ
る
い
は
、
明
治
期
の
建
物
と
し
て
市
内
最
古
の
現
存
煉
瓦
建

築
物
「
乃
木
倉
庫
」
が
あ
り
ま
す
。
明
治
初
頭
の
建
築
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
の
研
究
者
の
方
は
実
際
の
と
こ
ろ
明
治

二
〇
年
代
ぐ
ら
い
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
指
定
で
は
な
く
て
、
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

近
世
の
建
物
の
基
礎
と
い
う
の
は
、
今
本
丸
御
殿
を
立
ち
上
げ
て

お
り
ま
す
の
で
、
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

あ
と
も
う
一
つ
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
考
古
学
か
ら
見

た
名
古
屋
の
文
化
財
と
い
う
こ
と
で
い
け
ば
、
埋
蔵
文
化
財
と
な

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
日
の
お
話
の
重
要
な
部
分
は
近
世
の
名
古

屋
城
の
遺
構
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
前
に
も
、
古
代
の
集
落

遺
跡
で
す
と
か
中
世
の
那
古
野
城
跡
も
含
ん
で
、
非
常
に
重
要
な

埋
蔵
文
化
財
が
今
の
名
古
屋
城
の
下
に
眠
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の

こ
と
も
記
憶
の
片
隅
に
と
ど
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ざ
っ
と
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
、
こ
う
い
っ
た
歴
史
遺
産
を
現

在
の
名
古
屋
城
の
中
で
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
、
名
古
屋
城
の
立
地
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
考
古
学

の
場
合
、
地
形
が
非
常
に
大
事
で
す
。
そ
の
遺
跡
が
ど
こ
に
立
地

し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
遺
跡
を
考
え
る
上
で
非
常
に
大

事
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
名
古
屋
城
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
典
型
的
な
場
所
に
あ
り
ま

す
。
お
城
の
建
っ
て
い
る
所
は
、
名
古
屋
台
地
と
い
う
台
地
の
西
北

端
に
あ
た
り
、
西
側
に
は
水
を
た
た
え
た
お
堀
が
あ
り
、
南
へ
は

堀
川
が
、
北
へ
は
黒
川
が
ず
っ
と
続
い
て
い
き
ま
す
。
城
の
北
側
が

今
の
名
城
公
園
、
江
戸
時
代
に
は
御
深
井
御
庭
と
呼
ば
れ
て
い
た

部
分
で
低
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
の
水
堀
は
台
地
の
下
で
、
非

常
に
水
の
湧
き
や
す
い
湿
地
帯
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。

家
康
が
な
ぜ
今
か
ら
四
百
年
前
の
慶
長
一
五
年（
一
六
一
〇
年
）

に
こ
こ
に
名
古
屋
城
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り

地
形
的
な
問
題
が
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
の
那

古
野
今
川
氏
あ
る
い
は
信
長
の
父
親
で
あ
り
ま
す
織
田
信
秀
が
お

城
を
つ
く
っ
た
の
は
二
之
丸
の
あ
た
り
で
す
。
搦
手
馬
出
を
含
む

こ
の
あ
た
り
に
中
世
の
戦
国
時
代
の
那
古
野
城
が
あ
っ
た
の
で
す
。

や
は
り
こ
の
お
城
も
、
断
崖
と
い
い
ま
す
か
、
台
地
と
低
地
を
う
ま

く
利
用
し
た
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら

に
近
世
の
名
古
屋
城
は
、
御
深
井
丸
を
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
張
り

出
す
な
ど
し
て
、
こ
の
台
地
の
北
西
部
の
、
要
害
と
い
い
ま
す
か
、

非
常
に
い
い
立
地
の
と
こ
ろ
を
上
手
に
利
用
し
た
お
城
だ
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
北
西
の
方
は
ず
っ
と
平
野
が
続
き
ま
し
て
、
そ
の

先
に
木
曽
三
川
が
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
は
伊
吹
山
、
関
ケ
原

が
あ
る
。
そ
う
い
う
地
勢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
清
須
と
は
本
当
に
指

呼
の
間
と
い
う
感
じ
で
す
。

も
う
一
つ
大
事
な
の
は
名
古
屋
台
地
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
名

古
屋
台
地
の
南
の
端
は
ほ
ぼ
今
の
熱
田
神
宮
に
当
た
り
ま
す
。
俗

に
熱
田
は
、
伝
説
上
の
仙
人
が
住
む
神
仙
の
土
地
に
な
ぞ
ら
え
ま

し
て
、「
蓬
莱
山
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
熱
田
さ
ん
の
近
く
で
井

戸
を
掘
る
と
亀
の
足
と
か
頭
と
か
甲
羅
が
出
て
く
る
、
な
ど
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
し
た
よ
う
で
、
蓬
莱
山
が
亀
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う

伝
説
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
熱
田
は
蓬
莱
の
地
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
名
古
屋
台
地
の
南
の
端
な
の
で
す

ね
。
そ
し
て
、
ず
っ
と
北
へ
上
が
っ
て
い
っ
て
名
古
屋
城
の
と
こ
ろ
で

終
わ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
京
都
か
ら
見
る
と
右
に
熱
田
の
蓬
莱

が
あ
っ
て
左
に
名
古
屋
城
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
名
古
屋
城
は
、

蓬
莱
の
左
、「
蓬
左
城
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
も
蓬
左
文
庫

と
い
う
徳
川
美
術
館
に
隣
接
す
る
施
設
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
名
前
の
由
来
も
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の「
か
め
」
と
い
う
の
は
生
き
た
動
物
の
亀
な
の
で
す
が
、
こ

れ
が
同
時
に
水
が
め
も
意
味
し
ま
す
。
こ
の
後
の
水
野
氏
の
講
演

で
も
水
の
話
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
名
古
屋
台

地
で
は
、
雨
が
降
る
と
、
そ
こ
に
し
み
込
ん
だ
水
が
た
ま
っ
て
、
あ

る
程
度
の
と
こ
ろ
で
付
近
の
低
い
と
こ
ろ
へ
流
れ
出
し
て
き
ま
す
。

一
種
の
水
が
め
、
タ
ン
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
は
入

れ
物
の
か
め
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
入
れ
物
の
か
め
で
も
あ
り
、

生
き
た
亀
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
名
古
屋
台
地
で
し
て
、

地
形
だ
け
で
は
な
く
て
歴
史
的
な
意
味
も
含
ん
だ
場
所
に
立
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
山
下
氏
勝
が
推
薦
す
る
三
つ
の
候

補
地
の
う
ち
か
ら
家
康
が
今
の
名
古
屋
城
の
土
地
を
選
ん
だ
の

は
、
現
実
的
に
い
え
ば
熱
田
と
の
距
離
が
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
そ
う
い
っ
た
地
形
か
ら
選

ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
の
は
、
特
に
私
の
専
門
で
あ
り
ま
す
考

古
学
で
い
け
ば
、
石
垣
の
修
復
工
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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見
晴
台
考
古
資
料
館
に
い
る
八
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
こ
の
搦
手
馬

出
と
い
う
場
所
の
北
東
の
角
の
修
理
を
す
る
と
い
う
形
で
ず
っ
と

名
古
屋
城
で
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
今
日
は
ま
ず
石
垣
を
中

心
に
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

名
古
屋
城
の
場
合
、
石
垣
が
特
徴
的
と
い
い
ま
す
か
、
重
要
な

要
素
に
な
り
ま
す
。
特
別
史
跡
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
石
垣

づ
く
り
の
城
で
あ
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
要
素
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
名
古
屋
城
の
石
垣
の
特
徴
は
、
徳
川
幕
府
だ
け
で
つ

く
る
の
で
は
な
く
て
、「
天
下
普
請
」
あ
る
い
は
「
割
普
請
」
と
い
う

言
い
方
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
の
豊
臣
の
配
下
で
あ
っ
た
い

わ
ゆ
る
外
様
大
名
、
北
国
・
西
国
の
外
様
大
名
二
〇
家
に
命
じ
て

石
垣
を
つ
く
ら
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
は
ジ
ョ
イ
ン
ト

ベ
ン
チ
ャ
ー（
Ｊ
Ｖ
）と
い
う
言
い
方
を
す
る
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
は
る
か
に
大
規
模
な
も
の
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
徳

川
家
康
の
城
で
あ
っ
て
、
徳
川
家
康
が
自
分
の
息
子
で
あ
る
義
直

の
た
め
に
つ
く
っ
た
よ
う
な
城
で
あ
り
ま
す
。
義
直
の
上
に
忠
吉

と
い
う
息
子
が
い
た
の
で
、
彼
が
二
八
歳
の
若
さ
で
早
世
し
な
け

れ
ば
彼
が
城
主
に
な
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ

た
天
下
普
請
、
割
普
請
を
名
古
屋
城
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
大
阪
城
、
江
戸
城
と
い
う
の
が

ご
ざ
い
ま
す
。
名
古
屋
城
が
で
き
た
慶
長
一
五
年（
一
六
一
〇
年
）

は
、
関
ケ
原
の
合
戦
か
ら
す
で
に
五
年
た
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
ま
だ
豊
臣
家
が
存
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
家
康
は
非
常
に
危

機
感
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
城
を
つ
く
っ
て
豊
臣
家
、

大
阪
を
包
囲
す
る
よ
う
な
形
に
す
る
の
で
す
。
古
い
清
洲
城
で
は

と
て
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
海
道
の

要
衝
と
し
て
新
し
い
名
古
屋
城
が
企
画
さ
れ
、
築
か
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
や
は
り

石
垣
を
割
普
請
、
天
下
普
請
で
つ
く
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
が
非
常

に
大
き
な
歴
史
的
事
実
で
す
の
で
、
今
我
々
に
残
さ
れ
た
遺
産
は

天
下
普
請
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
石
垣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
記

憶
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
「
普
請
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
言
葉
を
少
し
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
現
在
は
家
を
建
て
る
こ
と
を
全
部
「
普
請
」
と
言
い
ま

す
が
、
昔
は
基
礎
工
事
、
土
木
工
事
の
み
を
「
普
請
」
と
呼
ん
で
お

り
ま
し
た
。
建
物
を
建
て
る
の
は「
作
事
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、

非
常
に
厳
密
に
区
別
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
土
木
の「
普
請
」

の
方
は
割
普
請
、
天
下
普
請
で
外
様
大
名
に
や
ら
せ
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
建
築
の「
作
事
」の
方
は
徳
川
幕
府
自
身
で
や
っ
て
お
り

ま
す
。
よ
く
誤
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
確
か
に
加
藤
清
正
が
一
人

望
ん
で
「
私
が
天
守
台
を
や
る
」
と
言
っ
て
手
を
挙
げ
、
名
古
屋
城

の
非
常
に
大
事
な
記
録
で
あ
る
幕
末
の『
金
城
温
古
録
』と
い
う
書

物
に
も
、
天
守
の
建
物
ま
で
清
正
が
つ
く
っ
た
と
書
い
て
あ
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
築
城
に
関
し
て
清
正
の
印
象
は
強
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、
事
実
と
し
て
は
、
清
正
が
つ
く
っ
た
の
は
天
守
台
、

石
垣
だ
け
で
、
金
鯱
も
含
め
た
上
の
天
守
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
幕

府
が
デ
ザ
イ
ン
し
、
設
計
し
、
施
工
し
て
い
る
の
で
す
。

名
古
屋
城
の
計
画
を
考
え
る
上
で
、
宮
内
庁
の
所
蔵
す
る
「
名

古
屋
城
御
城
石
垣
絵
図
」
と
い
う
重
要
な
資
料
が
あ
り
ま
す
。「
縄

張
り
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
各
大
名
が
ど
う
い
う
ふ

う
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
御
深
井

丸
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
わ
ず
か
一
八
〇

の
と
こ
ろ
に
二
〇

ぐ
ら
い
も
の
大
名
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
名
前
の

出
て
く
る
大
名
も
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
細
か
い
担
当

割
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
清
正
だ
け
は
天
守
台
を
担
当
す

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
大
天
守
、
小
天
守
の
石
垣
は
清
正
が

単
独
で
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
と
は
一
九
の
大
名
で
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
を
割
り
振
っ
て
お
り
ま
す
。

次
の
資
料
は
、
割
普
請
の
大
名
の
一
覧
で
す
。
石
高
の
多
い
順
、

つ
ま
り
力
の
強
い
お
金
持
ち
の
大
名
か
ら
順
に
書
い
て
あ
り
ま
し

て
、
一
番
に
加
賀
百
万
石
の
前
田
家
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。

前
田
家
は
石
高
が
多
い
の
で
、
当
然
割
合
も
高
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

あ
と
は
、
知

っ
て
い
る
名

前
も
あ
れ

ば
、
知
ら
な

い
名
前
も
い

っ
ぱ
い
出
て

お
り
ま
す
。

こ
の
大
名
た

ち
は
、
豊
臣

秀
吉
の
も
と

で
天
下
の
経

営
に
参
画
し

て
き
た
、
西

国
で
城
づ
く

り
あ
る
い
は
町
づ
く
り
を
い
ろ
い
ろ
と
経
験
し
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
の

役
で
は
向
こ
う
で
倭
城
を
つ
く
っ
て
き
た
、
そ
う
い
っ
た
メ
ン
バ
ー

が
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
時
で
言
い
ま
す
と
非

常
に
土
木
上
手
と
い
い
ま
す
か
、
工
事
が
非
常
に
得
意
な
大
名
の

名
前
が
並
ん
で
お
り
ま
し
て
、
家
康
は
そ
う
い
っ
た
大
名
の
力
を

非
常
に
う
ま
く
利
用
し
て
名
古
屋
城
の
石
垣
を
つ
く
ら
せ
て
お
り

ま
す
。

恐
ら
く
単
独
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
大
規
模
な
石
垣
は
で
き
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
三
之
丸
を
入
れ
ま
す
と
全
長
八

ぐ
ら
い
、
主

要
部
だ
け
で
も
六

ぐ
ら
い
の
、
一
番
高
い
と
こ
ろ
で
二
一

、
平

均
七
〜
八

ぐ
ら
い
の
石
垣
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。
石
の
数
を
よ

く
聞
か
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
〇
万
個
と
言
っ
た
り
二
〇
万

個
と
言
っ
た
り
、
実
は
ま
だ
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
た
数
は
わ
か
り
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ま
せ
ん
。
と
に
か
く
数
え
切
れ
な
い
石
材
が
使
わ
れ
、
作
業
を
し

た
人
た
ち
の
数
も
一
〇
万
、
二
〇
万
ぐ
ら
い
に
な
る
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
我
々
で
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
規
模
の

造
作
を
、
清
正
の
天
守
台
で
い
け
ば
わ
ず
か
三
カ
月
、
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
も
八
〜
九
カ
月
で
す
べ
て
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
石
垣
の
工
事

だ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
非
常
な
短
期
間
で
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

大
変
驚
異
的
な
工
事
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
今
の
名
古
屋
城
の
石
垣

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
石
垣
の
修
理
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ

れ
が
石
垣
の
中
身
を
語
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

か
ら
で
す
。
石
垣
も
四
百
年
も
経
ち
ま
す
と
、
所
々
出
っ
張
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
な
っ
て
く
る
こ
と
を
、
女
性
の
妊
娠
し
た
お
な
か
に
例

え
ま
し
て
「
は
ら
む
」
と
よ
く
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
石
垣
用
語
な
の

で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
流
行
の
言
葉
で
言
え
ば
「
メ
タ
ボ
」に
な
っ

た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
石
垣
の
出
っ
張
っ
た
と
こ
ろ
、
異

常
な
と
こ
ろ
を
直
す
の
が
石
垣
修
復
工
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
今
修
理
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
本
丸
搦
手
馬
出
の

水
堀
の
部
分
で
す
。
実
は
こ
こ
か
ら
今
年
お
堀
め
ぐ
り
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
あ
る
石
垣
の
と
こ
ろ
を
直

し
て
お
り
ま
す
。

本
丸
搦
手
馬
出
の
石
垣
の
修
復
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
は
名

古
屋
城
の
石
垣
は
四
百
年
前
の
一
六
一
〇
年
に
つ
く
ら
れ
た
の
が

最
初
で
あ
り
ま
し
て
、
中
世
・
那
古
野
城
の
石
垣
は
今
の
と
こ
ろ

見
つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
古
く
と
も
四
百
年
前
の
石
垣
と
い

う
こ
と
で
す
。
あ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
時
代
に
手
を
入
れ
て
直
し
て
い

る
。
自
然
災
害
で
崩
れ
た
り
、
あ
る
い
は
手
抜
き
工
事
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
工
事
の

不
備
で
簡
単
に
崩
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
、
は
ら
み
と
い
い
ま
す

か
メ
タ
ボ
に
な
っ
た
石
垣
を
直
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
い

ろ
い
ろ
と
直
す
こ
と
が
石
垣
の
歴
史
み
た
い
な
形
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
築
城
期
の
石
垣
も
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、
江
戸
時
代

に
直
し
て
い
る
石
垣
も
ご
ざ
い
ま
す
。
尾
張
藩
の
と
き
に
直
し
て
い

る
石
垣
や
、
そ
れ
か
ら
、
明
治
に
な
っ
て
、
陸
軍
、
あ
る
い
は
本
丸

で
す
と
宮
内
省
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
国

の
機
関
が
直
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
年
に
、
本
丸
を
中

心
と
し
た
部
分
が
、
当
時
の
言
葉
で
い
う
と
下
賜
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
名
古
屋
市
に
移
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
ま
だ
陸

軍
は
お
り
ま
し
て
、
二
之
丸
に
第
六
聯
隊
が
あ
り
ま
し
た
が
、
戦

後
に
な
っ
て
、
今
度
は
史
跡
、
観
光
施
設
と
し
て
活
用
し
て
い
く
と

い
う
と
き
に
、
や
は
り
修
復
工
事
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
直
し

て
お
り
ま
す
。

近
年
、
特
に
搦
手
馬
出
の
石
垣
が
修
復
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
単
に
石
垣
を
安
全
面
の
た
め
に
直
す
の
で
は
な
く
て
、

景
観
と
し
て
、
石
垣
の
伝
統
的
な
工
法
も
視
野
に
入
れ
て
昔
の
歴

史
的
な
景
観
を
復
元
す
る
。
現
代
工
法
だ
け
で
直
す
の
で
は
な
く

て
、
当
時
の
伝
統
的
な
石
垣
技
術
も
含
め
て
も
と
の
よ
う
な
形
に

直
す
と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
〇
三
年
以
降
は
、
少
し
文
化
財
的
な

意
識
を
注
ぎ
込
ん
で
史
跡
整
備
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で

搦
手
馬
出
の
石
垣
の
修
復
を
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
お
堀
め
ぐ
り
に
来
ら
れ
た
方
は
こ
こ
か
ら
入
っ
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
長
期
通
行
止
め
に
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
も
と
は
大
き
な
ム
ク
の
木
が
生
え
て
お
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
御
舂
屋
門
（
お
つ
き
や
も
ん
）
と
い
う
搦
手

馬
出
の
南
の
入
り
口
、
南
の
枡
形
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
も
と
の

石
垣
も
、
工
事
の
と
き
に
車
両
を
搬
入
し
た
り
、
内
堀
側
が
膨
ら

ん
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
も
最
終
的
に
は
直
す
と
い
う
こ
と

で
、
ま
ず
最
初
に
こ
こ
の
御
舂
屋
門
の
北
側
枡
形
と
呼
ん
で
い
る

部
分
を
解
体
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
で

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
の
写
真
は
、
修
復
を
す
る
場
所
を
示
し
た
も
の
で
す
。
な
ぜ

修
復
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
だ
け
は
ら
み

が
出
て
い
る
様
子
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
の

東
北
の
隅
に
は
櫓
台
が
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
当
初
か
ら
上

に
建
物
が
無
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
櫓
台
だ
け
が
あ
っ
た
部

分
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
は
ず
し
て
い
き
ま
す
。
石

垣
の
場
合
、
と
に
か
く
上
か
ら
は
ず
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

も
の
で
す
か
ら
、
仮
の
足
場
を
組
ん
だ
り
し
て
、
非
常
に
手
間
と

お
金
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
修
理
を
し
て
お
り
ま
す
。

石
垣
の
裏
は
、
な
か
な
か
ご
ら
ん
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
石
垣
の
裏
に
は
ぐ
り
石
と
呼
ん
で
い
る
石
が

ご
ざ
い
ま
す
。
内
側
に
盛
り
土
を
し
て
、
石
垣
の
石
材
と
盛
り
土

の
間
に
ぐ
り
石
を
入
れ
ま
す
。
こ
れ
が
実
は
石
垣
の
構
造
で
は
非

常
に
大
事
な
部
分
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
の
質
が
高
い
か
低
い
か

で
石
垣
の
寿
命
が
決
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ぐ
ら
い
重

要
な
部
分
に
な
り
ま
す
。
石
垣
を
解
体
す
る
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん

測
量
も
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
測
量
し
た
後
、
ま
ず
は
図
面
に

番
号
を
振
り
ま
し
て
、
実
際
の
石
に
も
一
石
一
石
に
番
号
を
振
っ

て
、
図
面
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

ぐ
り
石
の
部
分
の
一
番
理
想
的
な
直
し
方
は
、
大
き
な
石
と
小

さ
な
石
が
適
当
に
ま
ざ
り
合
っ
て
隙
間
を
充
填
し
、
な
る
べ
く
隙
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間
が
生
じ
な
い
よ
う
に
埋
め
て
い
く
こ
と
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、こ
の
石
を
手
に
入
れ
る
の
も
非
常
に
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
川
原
石
が
一
番
い
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
近
い
と
こ
ろ
で
い
え
ば
矢
田
川
や
庄
内
川
あ
た
り
、
遠
い
と
こ

ろ
で
い
え
ば
木
曽
川
あ
た
り
か
ら
運
ん
で
こ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
し
、
相
当
な
量
の
石
が
要
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
石
垣
の
高

い
低
い
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
全
長
六

か
ら
八

全
部
に
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
目
に
見
え
る
石
材
だ

け
で
は
な
く
て
、
非
常
に
大
量
の
石
こ
ろ
ま
で
が
名
古
屋
城
に
運

び
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
の
ぐ
り
石
の
重
要
さ
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
が
な

く
て
土
が
直
接
石
垣
に
当
た
っ
て
お
り
ま
す
と
、
土
と
い
う
の
は

水
の
影
響
を
す
ぐ
に
受
け
ま
す
の
で
、
水
が
入
っ
た
ら
ど
ん
ど
ん

外
へ
流
れ
出
て
し
ま
い
ま
す
。
緩
衝
地
帯
で
あ
る
ぐ
り
石
が
な
け

れ
ば
、
す
ぐ
に
石
垣
を
押
し
出
し
て
、
恐
ら
く
あ
っ
と
い
う
間
に
崩

壊
し
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ぐ
り
石
の
部
分
で
調
整
す

る
と
、
こ
れ
が
緩
衝
と
な
る
。
こ
れ
を
通
し
て
土
が
ど
ん
ど
ん
し

み
て
い
き
ま
す
と
、
多
少
は
膨
ら
み
出
し
が
で
て
き
ま
す
が
、
あ

る
程
度
の
と
こ
ろ
で
止
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
安
定

し
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
一
回
止
ま
る
の
で
す
ね
。
こ

れ
が
石
垣
の
強
さ
の
秘
密
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
遍
に
崩

れ
る
こ
と
は
な
く
て
、
部
分
的
に
異
常
は
出
る
け
れ
ど
も
、
安
定

す
れ
ば
、
ま
た
そ
こ
で
し
ば
ら
く
の
間
そ
の
形
を
保
て
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

現
代
工
学
を
も
っ
て
し
て
も
、
ど
う
も
い
ま
だ
に
石
垣
の
強
度
は

計
算
が
難
し
い
ら
し
い
で
す
ね
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
擁
壁
は
計
算

で
き
る
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
石
垣
の
強
さ
に
つ
い
て
は
現
代
工

学
を
も
っ
て
し
て
も
計
算
が
困
難
な
ほ
ど
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
部
分
が

あ
っ
て
、
伝
統
工
法
恐
る
べ
し
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら

は
、
先
ほ
ど
言

い
ま
し
た
御
舂

屋
門
の
解
体
を

例
に
と
り
ま
し

て
石
垣
の
状
況

を
説
明
し
て
い

き
ま
す
。
上
の

写
真
は
、
根
元

と
い
い
ま
す
か

根
石
の
部
分
で

す
。
非
常
に
重
要
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
の
部
分
が

ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
査
し
な
が
ら
、
進
め
て
い
く
わ
け
で
す
。

こ
こ
の
部
分
で
言
い
ま
す
と
、「
地
山
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、
先

ほ
ど
言
っ
た
台
地
の
自
然
の
土
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
上
に

石
垣
が
乗
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
見
て
ほ
し
い
の
は
こ
こ
の
ち
ょ

っ
と
茶
色
っ
ぽ
い
黒
い
土
の
と
こ
ろ
で
、
実
は
中
世
の
盛
り
土
で
あ

り
ま
し
て
、
ど
う
も
中
世
の
お
城
の
遺
構
や
何
か
も
ま
だ
こ
の
下

に
残
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

石
は
徐
々
に
し
か
取
れ
ま
せ
ん
。
同
時
に
、「
ト
レ
ン
チ
」
と
呼

ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
前
に
土
の
埋
ま
り
方
を
調
べ
な
が

ら
一
石
一
石
取
り
外
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
石
垣
を
外
す
技

術
を
持
っ
た
人
た
ち
で
な
い
と
、
石
垣
工
事
と
い
う
の
は
な
か
な
か

難
し
い
よ
う
で
す
。
最
初
の
う
ち
は
、
ぐ
り
石
が
随
分
入
っ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
に
自
然
の
土
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
面
を
慎
重
に
観
察
し
な
が
ら
、
し
か
も
一
気
に
掘
る
わ
け
に
い

き
ま
せ
ん
の
で
、
一

、
二

と
少
し
ず
つ
測
り
な
が
ら
下
へ
進

ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
発
掘
の
中
で
も
非
常
に
面
倒
く
さ
い

作
業
の
段
階
に
な
り
ま
す
。

次
の
写
真
は
隅
石
で
、
ほ
か
の
壁
の
石
と
違
い
、
非
常
に
大
き

く
て
立
派
な

石
が
入
っ
て

お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
ほ

と
ん
ど
地
山

と
い
い
ま
す

か
、
も
と
の

土
に
近
づ
い

て
い
る
状
況

で
す
ね
。
こ

の
状
況
で
す

と
、
こ
こ
に

見
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り
ト
レ
ン
チ
と
い
う
試
し
の
溝
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
下
の
あ
た
り
に
は
、
も
う
地
山
と
い
い
ま
す
か
台
地
の

本
来
の
土
が
出
て
お
り
ま
す
。
枡
形
基
底
部
の
と
こ
ろ
を
ト
レ
ン

チ
調
査
す
る
と
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
地
山
が
こ
う
や

っ
て
出
て
い
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
順
序
立

て
て
石
垣
の
解
体
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
修
復
の

た
め
の
解
体
工

事
に
伴
っ
て
や
ら

な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
、
そ
の

あ
た
り
で
も
ち

ょ
っ
と
難
し
い
と

こ
ろ
が
ご
ざ
い

ま
す
。

下
の
写
真
の

北
側
の
と
こ
ろ

は
、
上
の
方
に

石
垣
が
あ
り
ま
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せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
予
想
と
し
て
は
絶
対
下
に
あ
る
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
予
想
ど
お
り
、
こ
う
い
っ
た
石
垣
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
実
は
土
に
埋
ま
っ
て
い
て
見
え

な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
解
体
を
し
た
お
か
げ
で
見
つ
か
っ
た
石
垣
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
割
と
築
城
時
に
近
く
、
鍋

島
藩
が
つ
く
っ
た
石
垣
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
特
徴
を
示
す

刻
印
と
か
い
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
最
後
に
ト
レ
ン
チ
を

埋
め
戻
す
際
に
、
保
護
を
し
な
が
ら
慎
重
に
進
め
ま
す
。
最
終
的

に
は
石
垣
を
も
と
に
戻
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
丁
寧
に
土
に
埋
め
戻
す
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

本
丸
御
殿
跡
に
つ
い
て
は
、
今
の
建
物
を
建
て
る
前
に
、
調
査
を

し
て
お
り
ま
す
。
次
の
写
真
は
本
丸
御
殿
の
礎
石
で
す
。
何
を
調

査
し
た
か
と
い
う
と
、
実
は
こ
の
下
が
ほ
と
ん
ど
掘
れ
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
石
垣
の
礎
石
に
ど
ん
な
石
を
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

の
が
主
な
調
査
項
目
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
、
こ
う
い
っ
た
形
で

白
川
砂
が
撒
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た
礎
石
が
残
っ
て
い

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
下
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
み
た
い
な
も
の

が
出
て
き
ま
し
て
、
こ
れ
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
の
か
、
あ
る
い
は
昔

の
漆
喰
の
遺
構
な
の
か
、
そ
れ
す
ら
わ
か
ら
な
い
状
況
で
、
ま
ず

そ
れ
か
ら
調
べ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
調
べ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
上
台
所
の
一
番
北
の
端
で
溝
の
跡
も
出
て
き

ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は
も
う
既
に
素
屋
根
が
建
っ
て
い
る
部
分

で
す
の
で
、
皆
様
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
う
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
の
写
真
は
離
宮
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
防
火
用
水
で
す
。
こ

れ
は
明
治
時
代
に
煉
瓦
で
つ
く
ら
れ
た
非
常
に
頑
丈
な
も
の
で

す
。
排
水

溝
の
部
分

は
築
城
時

の
も
の
が

そ
の
ま
ま

使
わ
れ
て

い
る
と
こ

ろ

が

あ

り
、
中
を

見
る
と
一

辺

が

七

〇

ぐ
ら

い
あ
り
ま

し
て
、
ち

ょ
う
ど
人

が
一
人
腹

ば
い
に
な
っ
て
前
進
で
き
る
ぐ
ら
い
の
溝
で
す
。
こ
れ
に
は
ち
ゃ
ん

と
刻
印
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
恐
ら
く
築
城
時
の
暗
渠
排
水
溝
だ

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
発
掘
調
査
を
し
て
い
く
と
、
こ
う
い
っ
た
も

の
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
年
の
春
に
行
っ
た
排
水
管
、
埋
設
管
に
伴
う
調
査
の
と
き
に

見
つ
か
っ
た
お
も
し
ろ
い
遺
構
と
し
て
は
、
か
ま
ど
遺
構
が
あ
り
ま

す
。
下
台
所
と
い
う
建
物
の
中
に
あ
っ
た
か
ま
ど
遺
構
だ
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
ま
だ
正
式
に
発
表
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
出
て
い
る
こ
と
を
こ
の
機
会

に
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
れ
も
じ
っ
く
り
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
も
、
名
古
屋
城
で
は
、
本
丸
御
殿
と
か
石
垣
だ
け
で
は
な

く
て
、
今
庭
園
の
整
備
も
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
名
勝
二
之
丸

庭
園
で
す
が
、
非
常
に
き
れ
い
な
、
あ
る
い
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
石

づ
く
り
の
庭
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
白
眉
な
の
が

池
に
か
か
っ
て
い
る
石
橋
で
す
。
池
の
底
か
ら
四

ぐ
ら
い
の
比
高

差
が
あ
っ
て
、
非
常
に
立
体
的
な
庭
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
庭
な
ど
も
整
備
し
て
、
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

形
に
な
る
よ
う
、
今
進
め
て
お
り
ま
す
。

名
古
屋
城
は
、
文
化
財
等
、
魅
力
の
多
い
場
所
で
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
を
少
し
で
も
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
形
で
整
備
で
き
た
ら
い
い
な
と
い
う
の
が
私
個

人
の
願
い
で
も
あ
り
ま
す
。
少
し
ず
つ
名
古
屋
城
を
歴
史
的
、
文

化
財
的
な
も
の
も
含
め
て
皆
様
に
よ
り
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
な
形
に
し
て
い
き
、
未
来
に
残
る
遺
跡
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

大
切
に
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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水
野
と
申
し
ま
す
。
私
は
見
晴
台
考
古
資
料
館
と
い
う
と
こ
ろ

に
勤
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
資
料
館
は
南
区
の
笠
寺
に
あ
り
、
弥

生
時
代
の
集
落
遺
跡
が
名
古
屋
市
の
笠
寺
公
園
と
い
う
都
市
公
園

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
毎
年
夏
に
市
民
参
加
で
発
掘
を
行
っ

て
お
り
、
全
国
的
に
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
学
芸
員
と
い
う
肩

書
で
す
が
、
主
に
遺
跡
の
調
査
を
す
る
技
術
職
の
よ
う
な
仕
事
を

し
て
お
り
ま
す
。
市
内
で
は
、
港
区
を
除
く
一
五
区
に
、
遺
跡
と

呼
ば
れ
る
昔
の
人
の
暮
ら
し
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が

地
面
の
下
で
、
九
百
カ
所
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

の
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
を
行
政
と
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
講
演
の
名
古
屋
城
の
石
垣
の
修
復
な
ど
と
は
ま
た
ち

ょ
っ
と
違
い
、
ビ
ル
を
建
て
る
と
か
道
路
を
造
る
と
い
っ
た
開
発
に

伴
っ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
う
と
い
う

仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
名
古
屋
城
下
町
に
つ
い
て
お
話

さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
が
面
白
そ
う
だ
か
ら

掘
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
は
な
か
な
か
い
き
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら
で

は
掘
る
場
所
を
選
べ
な
い
と
い
う
仕
事
で
す
。
今
日
お
話
す
る
の

は
、
私
が
勤
め
て
か
ら
二
五
年
ぐ
ら
い
の
間
に
発
掘
調
査
を
行
っ
て

き
た
と
こ
ろ
の
内
で
、
小
規
模
な
地
点
も
含
め
て
色
々
城
下
町
に

関
係
す
る
地
点
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
ご
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

名
古
屋
市
内
に
は
、
縄
文
時
代
と
か
弥
生
時
代
と
か
い
う
古
い

時
代
の
遺
跡
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
取

り
上
げ
ま
す
遺
跡
は
、

名
古
屋
城
下
町
と
い
う

大
き
な
都
市
の
遺
跡
で

す
。
京
都
の
平
安
京
と

か
奈
良
の
平
城
京
と
か

い
っ
た
都
市
の
遺
跡
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

名
古
屋
の
都
市
の
遺
跡

と
い
う
と
、
や
は
り
名

古
屋
城
下
町
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
東
京
の
江
戸
も
そ
う
で
す
が
、
城
下
町

全
部
を
遺
跡
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
ま
す
と
も
の
す
ご
い
範
囲

と
な
り
、
と
て
も
開
発
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
一

部
の
可
能
な
地
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
単
独
の

遺
跡
は
、
各
自
治
体
で
重
要
と
思
わ
れ
る
地
点
を
遺
跡
と
し
て
扱

っ
て
よ
い
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
国
の
方
針
で
す
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
前
提
に
、
今
日
は
江
戸
時
代
の
名
古
屋
城
下
町
の
発
掘

調
査
の
成
果
を
お
話
い
た
し
ま
す
。

熱
田
神
宮
か
ら
名
古
屋
城
に
至
る
台
地
上
に
は
、
古
く
か
ら
の

遺
跡
も
分
布
し
て
い
ま
す
。
考
古
学
で
も
地
形
や
立
地
に
か
な
り

意
味
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
古
く
は
旧
石
器
時
代
、
名
古
屋
の
場

合
で
す
と
三
万
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
人
が
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
白
川
公
園
の
西
側
の
中
消
防
署
と
か
洲

崎
神
社
と
か
、
こ
の
辺
り
の「
竪
三
蔵
通
遺
跡
」
と
呼
ん
で
い
る
と

こ
ろ
は
、
名
古
屋
で
最
も
早
く
か
ら
人
が
住
ん
で
い
た
場
所
で
す
。

城
下
町
と
重
な
る
よ
う
に
、
縄
文
時
代
、
弥
生
時
代
に
わ
た
っ
て

ず
っ
と
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
名
古
屋
市
内
で
は
主
に
中
区
に

あ
た
る
場
所
の
歴
史
が
古
く
、
一
番
古
い
時
代
の
遺
跡
が
残
っ
て

い
る
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
の
お
話
は
城

下
町
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
の
区
域
は
、
お
城
の
三
之
丸
よ
り
外
側

の
中
・
下
級
武
士
と
か
町
人
が
住
む
部
分
、
お
城
か
ら
の
方
角
で

言
え
ば
南
側
、
東
側
、
そ
し
て
北
西
側
、
西
側
の
低
地
部
分
に
も

及
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
名
古
屋
市
の
形
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

遺
跡
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
と
、
た
ま
た
ま
城
下
町
と
重
複

す
る
古
い
時
代
の
遺
跡
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代

や
古
墳
時
代
の
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
江

戸
時
代
に
な
っ
て
城
下
町
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
大
体
同
じ
地

盤
に
当
時
の
人
が
住
ん
で
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
台
地
の
上
で
す

と
、
本
当
に
五
〇

で
す
と
か
、
一

も
深
く
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ

こ
を
考
古
学
や
発
掘
調
査
で
は
「
地
山
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、

名
古
屋
台
地
を
つ
く
る
黄
色
っ
ぽ
い
土
が
出
ま
す
。
こ
の
部
分
に
、

縄
文
・
弥
生
時
代
と
か
江
戸
時
代
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
、
溝
を
掘

る
な
り
井
戸
を
掘
る
な
り
、
そ
の
地
面
で
作
業
し
生
活
を
営
ん
で

い
た
痕
跡
が
遺
跡
と
な
っ
て
見
つ
か
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
そ

う
い
っ
た
考
古
学
の
成
果
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
古
い
も
の
が
多
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、

考
古
資
料
の
ほ
か
に
関
連
す
る
文
献
資
料
も
あ
り
ま
す
の
で
そ
れ

を
先
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

名
古
屋
城
下
町
が
江
戸
時
代
に
ど
う
い
っ
た
ふ
う
に
記
録
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
城
下
絵
図
も
そ
の
一
つ
で
す
。
城
下
町
の
絵
図
が

あ
り
ま
す
と
、
今
度
こ
こ
の
遺
跡
を
掘
る
け
れ
ど
も
江
戸
時
代
は

何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
お
お
よ
そ
の
目
安
を
付
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
武
家
地
な
の
か
、
町
屋
の
場
所
な
の
か
、
寺
町
の
跡
な

の
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
分
か
っ
て
調
査
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
考
古
学
で
は
、
先
史
時
代
、
歴
史
記
録
の
無
い
時

代
で
す
と
な
か
な
か
無
い
こ
と
で
す
の
で
、
非
常
に
わ
く
わ
く
す

る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
文
献
資
料
、
絵
図
と
か
文
字
に
出
て
く

資
料
編
「
考
古
２
」
か
ら

名
古
屋
城
下
町
の
考
古
学

〜
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
〜

「
考
古
２
」
執
筆
委
員
　
水
　
野
　
裕
　
之

（
名
古
屋
市
見
晴
台
考
古
資
料
館
学
芸
員
）
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る
名
古
屋
と
い
う
の
を
、
資
料
に
よ
り
一
部
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』を
書
い
た
こ
と
で
有
名
な
滝
沢
馬
琴
と
い

う
人
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
が
関
西
方
面
へ
旅
行
を
し
た

と
き
の
記
録
の
中
で
、「
名
古
屋
は
男
女
の
風
俗
、
も
っ
ぱ
ら
大
坂

を
ま
な
ぶ
な
り
…
…
人
気
の
闊
達
な
る
は
江
戸
に
な
ら
う
な
り
。

吝
嗇（
り
ん
し
ょ
く
）は
京
を
ま
な
べ
り
」
と
名
古
屋
人
の
特
色
を

書
い
て
い
ま
す
。東
と
西
の
中
間
で
あ
る
名
古
屋
と
い
う
こ
と
で
は
、

現
在
も
な
る
ほ
ど
と
思
う
点
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
し
、
京
の
人
に

は
一
向
に
通
じ
な
い
江
戸
の
戯
作
狂
文
も
名
古
屋
ま
で
は
よ
く
通

じ
る
と
あ
り
ま
し
て
、
ア
ク
セ
ン
ト
的
に
は
、
愛
知
県
、
名
古
屋
ま

で
は
関
東
圏
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
も
何
か
関
係
す
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
次
に
は「
名
古
屋

の
女
子
顔
色
の
美
な
る
も
、
腰
は
大
に
太
し
、
一
人
と
し
て
細
腰

な
る
は
な
し
。
こ
れ
風
土
に
よ
る
に
や
。」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、『
尾
張
名
所
図
会
』と
い
う
幕
末
頃
の
地
元
の
記
録
で
す
。

こ
れ
は
、
小

田
切
春
江
な

ど
民
間
の
手

に
よ
る
地
誌

で
、
名
所
旧

跡
等
を
訪
ね

詳
細
な
絵
を

付
し
て
解
説

を
加
え
た
も

の
で
、
天
保

一
五
年
（
一

八
四
四
）に
城

下
の
本
屋
か

ら
出
版
さ
れ

ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
絵
か
ら
は
、
発
掘
調
査
す
る
城
下
町
遺
構
付
近
の
当
時
の

様
子
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
か
な
り
参
考
に
な

り
ま
す
。

上
の
図
は
巾
下
門
の
絵
で
、
名
古
屋
城
を
西
か
ら
眺
め
た
と
こ

ろ
で
す
。
右

上
に
「
巾
下

新
馬
場
よ
り

御
城
を
望
む

図
」
と
あ
り

ま
す
。
次
の

図
は
、
か
つ

て
三
之
丸
に

あ
っ
た
家
康

を
祭
っ
た
東

照
宮
の
絵
で

す
。
こ
の
絵

の
左
手
に
二

代
将
軍
秀
忠

以
降
の
歴
代

将
軍
の
御
霊

屋
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
名
古
屋
城
の
正
門
の
南
側
の
駐
車

場
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
能
楽
堂
の
す
ぐ
東
側
の
広
く
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
御
霊
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
東
側
に
こ
の
図
の
東

照
宮
が
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
東
側
に
天
王
社
が
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
の
御
霊
屋
の
敷
地
と
考
え
ら
れ
る
地
点
を
発
掘
調
査
い
た

し
ま
し
た
。

下
の
図
は
、
ご
存
じ
広
小
路
通
の
状
況
を
写
し
た
も
の
で
す
。

一
部
道
の
上
側
に
用
水
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
広

小
路
通
界
隈
は
、
遺
跡
に
な
っ
て
い
な
い
関
係
か
ら
な
か
な
か
掘
っ

て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
城
下
町
の
中
心
部

で
は
こ
う
い

っ
た
風
景
が

続
い
て
い
た

の
だ
ろ
う
な

と
見
て
と
れ

ま
す
。

次
頁
の
図

は
、
現
在
の

白
川
公
園
の

辺
り
で
す
。

今
は
、
科
学

館
と
か
美
術

館
が
建
っ
て

い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
に

は
南
寺
町
と

呼
ば
れ
て
い
た
地
域
で
す
。
美
術
館
を
建
て
る
前
に
お
寺
の
お
墓

に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
調
査
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
地
点
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
図
の
右
上
に
、
橋
が
架
か
っ
て
ち
ょ
っ
と
蛇

行
し
た
川
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
恐
ら
く
紫
川
で
す
。
科
学
館
の

北
西
で
南
へ
屈
曲
し
、
今
の
伏
見
通
の
西
側
を
南
下
し
、
若
宮
大

通
で
西
に
折
れ
て
洲
崎
橋
辺
り
で
堀
川
へ
つ
な
が
る
川
で
し
た
。

そ
れ
を
紫
川
と
呼
ん
で
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
部
分

も
一
部
残
っ
て
い
る
こ
と
が
調
査
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
の『
尾
張
名
陽
図
会
』に
は
、
大
変

興
味
深
い
絵
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。「
長
嶋
町
通
　
御
城
御
普
請
之

芥
捨
場
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
通
り
の
名
は
、
今
で
も

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
き
な
穴
を
掘
っ
て
、
お
城
の
普
請
の
と

き
に
出
た
瓦
礫
な
ど
色
々
な
も
の
を
そ
こ
に
捨
て
て
い
る
様
子
が

描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
考
古
学
の
発
掘
で
は
、
当
時
の
人
が
捨
て
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た
が
ら
く
た

が
詰
ま
っ
た

穴
を
「
廃
棄

土
坑
」
と
呼

ん
で
い
ま
す

け
れ
ど
も
、

ま
さ
に
そ
れ

が
造
ら
れ
て

い
る
情
景
が

描
か
れ
た
非

常
に
興
味
深

い
絵
な
の
で

す
。
私
ど
も

は
、
古
い
時

代
に
埋
め
ら

れ
た
も
の
を

見
つ
け
て
は
掘
り
返
し
、
茶
碗
の
か
け
ら
を
宝
物
の
よ
う
に
拾
っ

て
調
べ
る
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
江
戸
時

代
に
そ
の
穴
を
掘
っ
て
ご
み
を
捨
て
て
い
る
と
こ
ろ
の
様
子
が
描
か

れ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
当
時
の
情
景
を
目
に
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
つ
つ
、
次

に
、
私
が
す
る
様
々
な
都
市
の
遺
跡
に
つ
い
て
の
お
話
を
聞
い
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
こ
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
二
五
年
余
り
に
な

り
ま
し
た
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
を
掘
っ
た
り
、
古
墳
を
掘
っ
た
り
、

色
々
あ
り
ま
し
た
が
、
た
ま
た
ま
私
が
担
当
し
た
と
こ
ろ
で
も
城

下
町
と
絡
む
と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
簡

単
に
ま
と
め
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

名
古
屋
城
下
で
は
、
三
之
丸
の
重
臣
屋
敷
地
、
城
下
町
の
武
家

地
、
寺
社
地
、
町
地（
商
人
、
職
人
の
住
む
町
人
地
）の
区
画
割
が

慶
長
一
七
年（
一
六
一
二
）頃
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ

て
「
碁
盤
割
」の
町
割
や
道
路
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
区
画
割
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ

る
、
幅
、
深
さ
と
も
一

内
外
の
地
山
を
掘
り
込
ん
で
造
ら
れ
た

直
線
状
の
溝
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
又
、
三
之
丸
や
城
下
町
の
整

備
の
際
に
整
然
と
造
ら
れ
た
道
路
は
、
今
は
拡
幅
さ
れ
た
り
舗
装

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
面
影
は
街
の
随
所
で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
当
時
の
道
路
そ
の
も
の
の
検
出
例
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

名
古
屋
城
三
の
丸
遺
跡（
第
一
次
調
査
）や
幅
下
遺
跡（
第
四
次
調

査
）で
は
、
城
下
絵
図
や
明
治
時
代
の
地
籍
図
な
ど
か
ら
検
出
部

分
の
位
置
が
推
定
で
き
た
道
路
の
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
一
つ
具
体
的
な
発
掘
例
を
お
話
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
名

古
屋
城
三
之
丸
の
一
郭
で
、
今
は
名
古
屋
市
公
館
が
建
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
発
掘
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
は
か
な
り
身
分
の
高

い
武
家
地
で
し
た
。
国
税
局
の
す
ぐ
向
か
い
と
い
い
ま
す
か
横
に

な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
、
三
之
丸
の
街
区
の
道
の
跡
と
武
家
屋
敷

地
の
角
地
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
屋
敷
地
の
か
な
り
し
っ
か
り
し
た
塀
の
基
礎
の
跡
が

残
っ
て
い
ま
し
た
。
溝
が
切
っ
て
あ
り
ま
し
て
、
も
う
江
戸
時
代
の

初
期
に
は
埋
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
状
況
で
、
町
割
の
区
画
溝

と
思
わ
れ
ま
す
。
街
区
の
道
の
跡
で
は
、
大
き
な
穴
の
跡
も
見
つ

か
り
ま
し
た
。
道
路
が
で
き
て
か
ら
こ
ん
な
大
穴
を
掘
る
は
ず
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
築
城
工
事
の
際
に
屋
敷
を
建
て
た
と
き
の
廃

材
と
か
が
ら
を
捨
て
る
た
め
の
穴
が
道
路
に
大
き
く
掘
ら
れ
、
や

は
り
江
戸
時
代
初
期
に
は
埋
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

次
に
井
戸
の
跡
を
見
つ
け
た
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

名
古
屋
城
は
、
標
高
一
〇
〜
一
二

ほ
ど
の
台
地（
更
新
世
の
熱

田
台
地
）上
に
立
地
し
て
い
ま
す
が
、
堀
川
以
東
の
こ
の
台
地
上
の

城
下
町
で
は
、
生
活
用
水
と
し
て
井
戸
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

よ
く
建
築
現
場
で
地
盤
調
査
の
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
ボ
ー
リ

ン
グ
調
査
で
は
、
一
〇

、
二
〇

、
三
〇

と
掘
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
発
掘
場
所
は
御
霊
屋
が
見
つ
か
っ
た
名
古
屋
城
の
正
門

前
で
し
た
。
井
戸
は
、
直
径
が
一

一
〇

で
す
と
か
、
大
き
い

井
戸
で
す
と
一

五
〇

近
く
あ
り
ま
し
た
。
中
に
埋
ま
っ
た
土

は
、
井
戸
底
ま
で
は
安
全
上
な
か
な
か
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
が
、
た
ま
た
ま
こ
こ
の
地
点
は
中
部
電
力
の
地
下
変
電
所
を

造
る
た
め
に
事
前
の
調
査
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
の
ボ
ー
リ

ン
グ
工
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
契
約
し
、
二
カ
所
ほ
ど
パ
イ
プ
で

土
を
確
か
め
な
が
ら
地
質
調
査
で
井
戸
の
深
さ
を
調
べ
ま
し
た
。

後
か
ら
埋
め
た
土
は
、
地
山
の
黄
色
い
土
と
は
違
う
土
で
す
の

で
、
何

ま
で
い
け
ば
地
盤
の
地
山
の
黄
色
い
土
が
出
る
か
と
い

う
こ
と
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
大
体
八

ぐ
ら
い
で
し
た
。
こ
の
井
戸

が
使
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
江
戸
時
代
当
時
の
井
戸
は
八

ぐ

ら
い
の
深
さ
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
同
じ
く
、
戦
国
時
代
の
那

古
野
城
の
あ
っ
た
時
代
の
井
戸
も
こ
の
近
く
で
調
査
し
ま
し
た
が
、

そ
こ
は
七

ぐ
ら
い
で
し
た
。
こ
こ
の
工
事
の
人
に
デ
ー
タ
を
聞
い

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
は
一
〇

ぐ
ら
い
掘
ら
な
い
と
水
が

出
な
い
そ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
古
い
時
代
ほ
ど
浅
く
掘
っ
た

だ
け
で
水
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
少
な
い
例
で
大
ざ

っ
ぱ
で
す
け
れ
ど
も
、
昔
の
方
が
森
や
林
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
地

面
に
保
水
力
が
あ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
今
で
は
み
な
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
で
覆
わ
れ
、
水
が
全
部
浸
透
し
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
ど
ん
水
位
が
下
が
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

次
に
、
城
下
町
に
敷
設
さ
れ
て
い
た
水
道
の
お
話
を
い
た
し
ま

し
ょ
う
。
西
区
の
幅
下
小
学
校
の
体
育
館
を
建
て
替
え
た
と
き
の

調
査
で
す
。
城
下
絵
図
な
ど
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
は
町
人
が
住
ん

で
い
た
区
域
に
当
た
り
ま
し
て
、
真
っ
す
ぐ
溝
状
に
な
っ
て
い
る
箇

所
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
巾
下
水
道
」
と
呼
ん
で
い
る
も

の
で
し
た
。
お
堀
の
西
北
隅
櫓
の
近
く
に
龍
ノ
口
と
呼
ん
で
い
る

バ
ス
停
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
の
南
側
の
辺
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か
ら
ず
っ
と
浅
間
町
の
南
北
の
方
に
、
当
時
の
道
路
に
今
の
水
道

管
や
ガ
ス
管
と
同
じ
よ
う
に
引
か
れ
た
「
巾
下
水
道
」
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
の
地
点
で
は
、
現
在
の
地
表
か
ら
一

ぐ
ら
い
下
に
、

竹
の
節
を
抜
い
た
管
、
木
を
樋
状
に
く
り
抜
い
て
上
に
蓋
を
し
た

水
道
管
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
は
台
地
で
は
な
く
て
沖
積
地
で
し
て
、
江
戸
時
代
、

ち
ょ
う
ど
尾
張
藩
主
二
代
光
友
の
と
き
、
一
六
六
三
年
頃
か
ら
計

画
さ
れ
た
「
巾
下
水
道
」
が
生
活
用
水
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
現
在
の
守
山
区
竜
泉
寺
西
の
白
沢
川
が
庄
内
川
へ
流
れ

込
む
付
近
か
ら
取
水
し
、「
御
用
水
」
を
通
し
て
導
水
さ
れ
た
名
古

屋
城
の
堀
の
水
を
地
下
に
埋
設
し
た
木
樋
や
木
桝
で
つ
な
い
で「
巾

下
」の
武
家
屋
敷
地
や
町
人
地
へ
給
水
し
た
も
の
で
す
。
水
道
が
敷

設
さ
れ
た
理
由

で
す
が
、
城
下

町
の
う
ち
堀
川

以
西
や
北
西
部

の
低
地
に
位
置

す
る
所
で
は
、

地
下
水
の
水
質

が
悪
か
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
江
戸
後

期
に
な
る
と
深

掘
り
の
技
術
が

で
き
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
江

戸
初
期
の
当
時

は
、
深
く
掘
る
こ
と
が
で
き
ず
、
低
地
の「
巾
下
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
辺
り
で
は
、
ど
う
も
井
戸
水
が
ち
ょ
っ
と
美
味
し
く
な
か
っ
た
の

か
、
ど
ぶ
臭
か
っ
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
水
道
が
引
か
れ
た

よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
遺
構
が
多
く
見
つ
か
り
ま
し

た
。例

え
ば
、
二
五

角
ぐ
ら
い
の
木
の
水
道
管
や
竹
の
水
道
管
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
継
ぎ
手
が
あ
っ
て
、
差
し
込
ん
で
角
度
を
変

え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
隙
間
に
は
棕
櫚
縄
な
ど
ゴ
ム
の
パ
ッ
キ

ン
の
役
割
を
果
た
す
物
が
付
け
て
あ
り
ま
し
た
。
詰
ま
っ
た
り
腐

っ
た
り
し
て
し
ば
し
ば
付
け
替
え
た
よ
う
で
、
重
複
し
た
複
雑
な

状
況
で
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
水
道
施
設
の
一
部
で
あ
る
井
戸

も
見
つ
か
り
ま
し
た
。
上
水
井
戸
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

底
板
が
あ
っ
て
、
地

表
か
ら
一

ち
ょ
っ

と
下
で
す
か
ら
、
多

分
地
上
に
井
筒
が

あ
っ
て
、
柄
の
長
い

ひ
し
ゃ
く
で
汲
み

上
げ
て
使
わ
れ
て
い

た
も
の
で
す
。

次
に
、
旧
紫
川
の

跡
を
発
掘
し
た
と

き
の
お
話
を
い
た
し

ま
し
ょ
う
。場
所
は
、

若
宮
大
通
の
ち
ょ

う
ど
白
川
公
園
の

南
西
の
辺
り
で
す
。
一
九
八
〇
年
代
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
共
同
溝
の
建
設

の
と
き
の
調
査
で
、
か
な
り
古
い
調
査
な
の
で
す
が
、
川
の
跡
が

出
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
石
垣
は
角
石
と
玉
石
が
あ
っ
て
、
玉
石

の
方
は
ど
う
も
明
治
以
降
に
修
復
し
た
箇
所
の
よ
う
で
し
た
。

当
時
、
洲
崎
神
社
の
近
く
に
お
住
ま
い
の
高
齢
の
方
が
、
子
供

の
頃
は
こ
の
辺
り
に
川
が
あ
っ
て
紫
川
と
呼
ん
で
い
た
と
言
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
復
興
で
ご
み
捨
て
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

名
古
屋
市
が
埋
め
立
て
て
若
宮
大
通
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
戦
前
の
状
況
を
示
す
も
の
で
し
た
。
も
と
も
と
は
江
戸
時
代

に
造
ら
れ
て
、
整
備
さ
れ
て
い
た
川
で
す
。
先
ほ
ど
の
水
道
に
対

す
る
下
水
の
関
係
で
す
が
、
城
下
町
の
汚
水
と
か
排
水
を
、
紫
川

で
す
と
か
、
広
小
路
の
絵
図
に
用
水
み
た
い
な
も
の
が
幾
つ
か
あ

り
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
一
部
堀
川
に
流
し
込
ん
で
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
隣
接
す
る
南
寺
町
に
あ
っ
た
養
林
寺
と
思
わ
れ
る
敷
地

の
墓
地
で
あ
っ
た
地
点
の
調
査
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
は
科
学
館
の
南
東
側
の
美
術
館
予
定
地
で
、
こ
の
辺
り
一

帯
を
白
川
公
園
遺
跡
と
呼
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
、
白
川

公
園
の
と
こ
ろ
に
駐
留
米
軍
の
家
族
用
住
宅
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ

村
が
設
け
ら
れ
た
と
き
に
、
戦
前
ま
で
寺
町
に
あ
っ
た
お
寺
の
墓

が
す
べ
て
平
和
公
園
の
方
な
ど
に
整
理
さ
れ
、
お
寺
も
各
区
に
移

転
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
墓
標
と
い
う
か
墓
石
は
全
部

撤
去
さ
れ
た
の
で
す
が
、
残
り
の
下
の
方
は
全
く
置
き
去
り
に
さ

れ
た
よ
う
で
、
掘
る
前
は
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

頭
蓋
骨
と
か
歯
、
あ
ご
の
骨
と
か
、
百
体
以
上
出
て
き
ま
し
て
す

ご
い
状
態
で
し
た
。
明
治
時
代
ぐ
ら
い
の
も
の
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

江
戸
時
代
の
前
期
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
て
、
か
な
り
い
い
状

態
で
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
調
査
地
点
は
、
か
つ
て
南
北
に
並
行
し

て
延
び
る
墓
道
と
こ
れ
に
沿
っ
た
墓
坑
列
の
整
然
と
し
た
墓
地
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
検
出
さ
れ
た
墓
坑
は
、
以
前
作
ら
れ

た
墓
坑
と
重
複
し
て
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
敷
地

に
窮
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
墓
の
密
集
す
る
箇
所
と

な
い
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
概
ね
、
き
ち
っ
と
整
備
さ
れ
た
都

市
の
中
の
墓
地
と
言
え
る
と
思
い
ま
し
た
。

副
葬
品
も
色
々
出
土
し
ま
し
た
。
考
古
学
で
は
土
器
と
か
茶
碗

で
大
体
時
代
が
分
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
七
世
紀
末
か
一
八

世
紀
初
め
ぐ
ら
い
の
伊
万
里
焼
と
呼
ん
で
い
る
染
付
磁
器
も
あ
り
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ま
し
た
。
六
道
銭
や
土
人
形
な
ど
の
ほ
か
、
生
前
愛
用
し
て
い
た

も
の
が
一
緒
に
埋
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
女
性

の
方
で
す
と
か
ん
ざ
し
と
か
鏡
と
か
、
あ
と
、
煙
草
の
煙
管
と
か

徳
利
と
か
お
茶
碗
と
か
碁
石
な
ど
も
あ
り
ま
し
て
、
様
々
な
副
葬

品
が
出
て
参
り
ま
し
た
。
お
酒
好
き
の
人
の
お
墓
で
あ
っ
た
と
か
、

碁
が
好
き
な
人
で
あ
っ
た
と
か
。
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
想
像
さ

れ
ま
し
た
。

次
の
お
話
は
、「
巾
下
水
道
」
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
見
つ
か
っ
た
商

家
の
跡
に
つ
い
て
で
す
。
名
古
屋
城
下
町
の
う
ち
町
人
の
住
む
地

域
の
発
掘
調
査
は
少
な
く
、
貴
重
な
事
例
で
し
た
。
昭
和
初
期
の

住
居
地
図
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
見
た
と
こ
ろ「
井
桁

屋
」
と
表
示
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
子
孫
の
方
に
伺
い
ま
す
と
、
清

洲
越
し
以
来
、
味
噌
、
た
ま
り
、
お
酒
を
造
る
醸
造
業
を
営
ん
で
い

た
そ
う
で
、
こ
こ
に
は
、
周
り
を
粘
土
と
瓦
の
破
片
で
固
め
た
よ

う
な
焚
き
口
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
大
き
な
釜
戸
を
置
い
て
、
恐
ら
く

は
米
や
大
豆
を
蒸
す
「
釜
場（
か
ま
ば
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
作
業
場

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
以
外
に
、
大
き
な
木
で
組
ん
だ
浴
槽
状

の
搾
り
場
み
た
い
な
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
「
槽
場（
ふ
な
ば
）」
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
も
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
は

水
道
を
引
く
こ
と
は
、
か
な
り
の
お
金
が
掛
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
や
は
り
こ
う
い
う
町
屋
の
造
酒
屋
さ
ん
と
い
っ
た
所
で
水
道

が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
、
そ
う
い
っ
た

調
査
地
点
で
し
た
。

次
に
竪
三
蔵
通
遺
跡
と
呼
ん
で
い
る
場
所
の
お
話
を
い
た
し
ま

す
。
こ
こ
か
ら
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
の
も
の
も
見
つ
か
り

ま
す
が
、
江
戸
時
代
こ
の
辺
り
は
、
城
下
の
南
端
に
近
い
南
寺
町

の
西
側
に
位
置
し
、
物
資
の
運
搬
に
便
利
な
堀
川
に
沿
っ
て
尾
張

藩
の
蔵
を
囲
む
よ
う
に
建
ち
並
ぶ
中
級
・
下
級
武
士
の
住
む
武
家

屋
敷
地
で
、
当
時
は
敷
地
が
広
い
も
の
で
す
か
ら
、
建
物
以
外
の

ス
ペ
ー
ス
で
裏
庭
と
い
っ
た
場
所
に
穴
を
掘
っ
て
は
ご
み
を
捨
て
て

箔
瓦
の
一
部
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

又
、
屋
根
の
大
棟
の
飾
り
に
付
け
ら
れ
た
三
葉
葵
紋
の
胴
板
瓦

も
複
数
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
普
通
の
い
ぶ
し
焼
き
の
瓦

で
は
な
く
て
、
こ
げ
茶
色
の
鉄
釉
が
掛
か
っ
た
陶
器
質
の
瓦
で
し

た
。
瀬
戸
や
美
濃
で
こ
れ
を
焼
い
て
い
た
場
所
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
特
別
注
文
で
ど
こ
か
の
場
所
で
焼
か
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
部
に
金
粉
だ
か
金
泥
の
付
い
て
い
た

名
残
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
多
分
こ
う
い
っ
た
も
の
に
も
金
が
張
っ

て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
瓦
の
裏
に
は
、
鉄
釉
で
「
焼
師
市
左
衛
門
」
と
書
か
れ
、
さ

ら
に
「

享
二
年（
一
七
四
五
）

丑
十
一
月
」
と
い
う
年
号
と「
瓦

し
　
権
右
門
作
　
御
瓦
師
　
加
藤
彦
兵
衛
　
斎
加
六
左
衛
門
」
と

刻
ま
れ
、
尾
張
藩
の
御
用
瓦
師
等
の
名
前
が
あ
り
ま
し
た
。
考
古

学
で
は
、
年
号
が
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
も
の
を
一
級
資
料
な
ど

と
い
い
ま
す
。
焼
き
物
な
ど
で
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
も
の
が
見
つ
か

り
ま
せ
ん
の
で
、
な
か
な
か
制
作
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し

い
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
貴
重
な
資
料
も
そ
の
と
き
に
見
つ
か

延
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い
た
よ
う
で
す
。
ご
み
の
穴
が
無
数
に
あ
り
、
大
き
な
も
の
で
は
、

三

、
四

ぐ
ら
い
の
径
の
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
単
な
る
ご
み
捨
て
穴
で
は
な
く
て
、

土
蔵
の
役
目
を
は
た
し
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
江
戸
や
京

都
で
も
、
地
下
室（
ち
か
む
ろ
）と
い
っ
て
、
火
災
の
と
き
に
大
事
な

も
の
を
放
り
投
げ
て
お
く
地
下
蔵
み
た
い
な
役
割
を
持
つ
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
地
点
で
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
形
の
整
っ
た
も
の

は
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
地

点
の
発
掘
調
査
か
ら
は
、
建
物
の
ス
ペ
ー
ス
と
地
下
室
や
井
戸
な

ど
の
設
け
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
が
、
江
戸
時
代
前
半
と
後
半
で
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
あ
る
程
度
固
定

化
さ
れ
た
敷
地
内
で
の
土
地
利
用
の
仕
方
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

次
に
御
霊
屋
が
あ
っ
た
付
近
の
発
掘
の
お
話
を
い
た
し
ま
し
ょ

う
。
名
古
屋
城
の
正
門
前
に
天
王
社
、
東
照
宮
が
あ
り
、
そ
の
隣

に
御
霊
屋
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
五
年
ぐ
ら
い
に
陸
軍
用
地
に

な
っ
た
際
に
、
御
霊
屋
な
ど
を
全
部
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
、
巨
大
な
穴
を
掘
っ
て
瓦
礫
な
ど
を
捨
て
た
と
こ
ろ
で
す
。

木
材
部
分
な
ど

は
腐
っ
て
見
つ

か
り
ま
せ
ん
で

し
た
け
れ
ど

も
、
瓦
で
す
と

か
陶
磁
器
が
見

つ
か
り
ま
し

た
。
中
に
は
御

霊
屋
に
使
わ
れ

て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
三
葉
葵

紋
が
付
い
た
金
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り
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
雲
に
乗
っ
た
立
体
的
な
姿
の
龍
の
装
飾
付
き
の
瓦

が
ば
り
ば
り
に
壊
れ
た
状
態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
緑
色
の
釉
と

鉄
色
の
釉
と
白
い
素
地
で
も
っ
て
三
色
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
焼

成
状
態
や
胎
土
か
ら
恐
ら
く
先
ほ
ど
の
三
葉
葵
紋
の
瓦
と
同
時

代
、
一
八
世
紀
中
頃
の
作
品
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
緑
色
の
釉
が

掛
か
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
江
戸
前
期
に
織
部
焼
き

が
つ
く
ら
れ
、
幕
末
に
は
再
び
織
部
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
あ
ま
り
緑
色
の
釉
薬
が
使
わ
れ
て

い
な
い
時
期
で
す
の
で
、
な
か
な
か
貴
重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

残
念
な
が
ら
頭
の
部
分
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
爪
と
か
角
の

破
片
は
一
部
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

次
は
火
災
の
跡
の
お
話
で
す
。
先
ほ
ど
も
お
話
し
た
井
桁
屋
さ

ん
と
い
う
味
噌
や

た
ま
り
を
造
っ
て

い
た
場
所
で
現
在

の
幅
下
小
学
校
の

辺
り
の
こ
と
で
す

が
、
こ
の
地
点
の

調
査
で
焼
け
た
陶

磁
器
や
焼
け
た

土
、
瓦
な
ど
が
い

っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た

穴
が
一
〇
カ
所
ほ

ど
見
つ
か
り
ま
し

た
。
ど
の
穴
か
ら

も
大
体
西
暦
一
八

〇
〇
年
前
後
に
使

わ
れ
た
陶
磁
器
の
破
片
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
恐
ら
く
は
そ
の
頃

に
こ
の
場
所
が
火
事
で
焼
け
、
そ
の
後
に
焼
け
た
物
を
整
理
・
処

分
し
た
土
坑
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
火
事
の

記
録
の
一
部
が
、
市
消
防
局
か
ら
昭
和
四
八
年
に
発
行
さ
れ
た

「
名
古
屋
の
火
災
記
録
集
成
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一
七
七
八

年
頃
と
か
一
八
〇
四
年
頃
に
江
川
端
、
六
句
町
、
戸
田
町
一
帯
の

区
域
を
焼
失
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
ど
れ

か
に
よ
り
こ
の
辺
り
も
類
焼
と
い
う
か
大
火
事
が
あ
っ
た
、
そ
う

い
う
こ
と
を
示
す
遺
構
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
火
打
金
と
火
打
石
の
お
話
を
い
た
し

ま
し
ょ
う
。
火
打
金
は
、
錆
が
付
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
が
、
竪

三
蔵
通
遺
跡
で
火
打
石
と
共
に
出
土
、
ま
た
幅
下
小
学
校
で
は
火

打
石
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
火
を
付
け
る
道
具
で
す
が
、

明
治
十
数
年
に
な
っ
て
マ
ッ
チ
が
で
き
る
ま
で
、
お
そ
ら
く
古
墳
時

代
か
ら
か
、
奈
良
時
代
に
は
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
が
、
同
じ
よ

資
料
編
刊
行
計
画
（
予
定
）

平
成
二
十
三
年
度
　
現
代

平
成
二
十
四
年
度
　
考
古
２

平
成
二
十
五
年
度
　
近
代
３

55555555

55555555

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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う
な
も
の
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
火
打
金
は
形
で
分
か
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
火
打
石
は
、
普
通
の
石
こ
ろ
と
な
か
な
か
区
別
が

つ
か
な
い
の
で
、
発
掘
調
査
で
見
つ
け
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い

も
の
で
す
。
火
花
の
出
る
石
と
い
う
の
は
、
ガ
ラ
ス
質
と
い
う
か
多

く
は
、
チ
ャ
ー
ト
と
い
う
石
で
す
。
石
器
時
代
の
石
器
と
似
て
い
る

の
で
す
け
れ
ど
も
、
角
が
あ
る
稜
線
の
と
こ
ろ
が
細
か
く
つ
ぶ
れ

て
、
物
に
よ
っ
て
は
鉄
さ
び
が
付
い
て
い
ま
す
。
江
戸
で
使
わ
れ
て

い
た
火
打
石
を
見
つ
け
出
し
た
人
の
報
告
書
な
ど
を
見
ま
し
て
、

名
古
屋
に
も
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
、「
小
さ
な
小
石
も
、
出
て
き
た

ら
全
部
拾
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
作
業
を
し
て
き

ま
し
た
と
こ
ろ
、
や
っ
ぱ
り
幾
つ
か
出
て
き
ま
し
た
。
火
打
金
と
火

打
石
と
い
う
よ
う
な
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
生
活
の
道

具
も
遺
跡
に
残
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。以

上
、
ご
紹
介
で
き
ま
し
た
の
は
、
全
体
の
発
掘
調
査
の
ほ
ん

の
一
部
で
す
け
れ
ど
も
、
名
古
屋
の
城
下
町
の
様
々
な
暮
ら
し
ぶ

り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
寺
町
だ
っ
た
り
、
町

屋
の
部
分
だ
っ
た
り
、
あ
と
、
三
之
丸
か
ら
は
大
き
な
屋
敷
と
築

地
塀
の
よ
う
な
基
礎
が
出
て
き
た
り
、
場
所
に
よ
っ
て
徐
々
に

色
々
見
え
て
き
て
い
ま
す
。
名
古
屋
市
史
の
資
料
編
に
も
都
市
の

遺
跡
と
し
て
の
城
下
町
を
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
紹
介
し
て
い
け
た

ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

﹇
出
土
品
・
遺
構
の
写
真
は
、
名
古
屋
市
見
晴
台
考
古
資
料
館
提
供
﹈
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『新修 名古屋市史』資料編（7巻）・本文編（全10巻）発売中

『新修名古屋市史』は現在の名古屋市域を対象とした、原始・

古代から現代に至るはじめての通史です。図・表・写真を豊富

に取り入れ、それまでの研究成果を踏まえつつ、平易に読める

市民のための市史として本文編全10巻を発刊しています。

また、本文編に引き続いて、資料編（全11巻）の刊行を継続し

ています。現在までに資料編を７巻刊行しており、この５月には資

料編「近世３」の販売の開始を予定しています。

●定　　　　　価 各巻4,500円
●販　売　方　法 市民情報センター内販売コーナー（市役所西庁舎１階）、市政資料館、名古屋城

内正門横売店、名古屋都市センターまちづくりライブラリー（金山南ビル12階）
で購入できます。また最寄りの書店からも注文できます。

●お問い合わせ先 名古屋市市政資料館 〒461-0011 名古屋市東区白壁一丁目3番地
TEL（052）953-0051 FAX（052）953-4398

本文編（監修者　学習院大学名誉教授　故大石　慎三郎）

●巻　構　成

資料編（監修者　元愛知県立大学長　塩澤　君夫）

巻 時　代　等 編集委員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付図等

近代１ 明治４年～40年頃 名城大学非常勤講師 故小林　賢治 915頁

近世１ 尾張藩創設～明治４年 愛知学院大学名誉教授 林　　董一 968頁

考古１ 旧石器～古墳時代 愛知県立松蔭高等学校長 加藤　安信 965頁

自　然 自然編 名古屋大学教授 海津　正倫 548頁　オールカラー　目録 228頁

近代２ 大正～昭和時代（戦前）名古屋学院大学教授 笠井　雅直 997頁

民　俗 民俗編 元名古屋芸術大学非常勤講師 津田　豊彦 974頁

近世２ 江戸時代前期 愛知学院大学名誉教授 林　　董一 879頁

近世３ 江戸時代後期 愛知教育大学名誉教授 吉永　　昭 約900頁　平成23年５月販売開始の予定

巻 時　代　等 編集委員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付図等

第１巻 旧石器～平安時代 日本福祉大学 福岡　猛志 894頁　遺跡地名表・遺跡分布地図

第２巻 鎌倉～安土・桃山時代 名古屋大学教授 三鬼清一郎 868頁　円覚寺領尾張国冨田荘絵図　他２点

第３巻 江戸時代前期 愛知学院大学教授 林　　董一 984頁　享元絵巻　他２点

第４巻 江戸時代後期 愛知教育大学名誉教授 吉永　　昭 922頁

第５巻 明治時代
前愛知県立大学長 塩澤　君夫

金城学院大学教授 故近藤　哲生
931頁　改正愛知縣名古屋明細圖　他２点

第６巻 大正～昭和時代（戦前）金城学院大学教授 故近藤　哲生 945頁　名古屋市實測圖　他２点

第７巻 昭和時代（戦後） 元名古屋市博物館副館長 故久住　典夫 1,017頁

第８巻 自然編 名古屋大学教授 海津　正倫 428頁　オールカラー

第９巻 民俗編 名古屋芸術大学非常勤講師 津田　豊彦 924頁　

第10巻 年表・索引 450頁　第１～９巻本文収録のＣＤ－ＲＯＭ
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公文書等の公開について（市政資料館の閲覧室で閲覧・複写していただけます。）
○「公文書」の公開
市政資料館では、明治から昭和に至る名古屋市の公文書を整理・保存し、公開（閲覧・複写）しています。平

成22年度は、昭和54年度までに完結し整理の終了した公文書513簿冊を新たに公開しました。このうち、149簿
冊については個人情報等を保護するため、簿冊の一部を利用制限しています。これまでの公開分とあわせて、
10,161冊が利用できます。

［新たに公開した主な公文書］ ＊「 」内は簿冊名、（ ）内は簿冊の完結年度

「分所移転に関する書類（東区） 大正12年３月」（大正11年度）

「功績者表彰に関する綴（東区） 昭和６年11月３日」（昭和６年度）

「監査結果の報告関係書類（監査復命書） 昭和７年６月～昭和８年７月」（昭和８年度）

「公舎関係書類　昭和15年度～17年度」（昭和17年度）

「東山荘建物関係書類」（昭和18年度）

「監査計画書類（計第１号） 昭和９年６月～昭和18年５月」（昭和18年度）

「決算審査関係書類綴　昭和21年度分 （昭和22年６月起）」（昭和22年度）

「出納検査関係書類　昭和28年３月分～昭和29年5月分」（昭和29年度）

「庁舎及び財産並びに契約に関する綴」（昭和32年度）

「設立認可申請書　高杉土地区画整理組合」（昭和32年度）

「耐火建築国庫補助綴　昭和31年度起」（昭和34年度）

「仁王門地区・白川町地区防災建築街区指定申請　昭和36年度」（昭和36年度）

「監査委員会議録　昭和52年度」（昭和52年度）

「名古屋都市計画中央卸売市場変更決裁綴」（昭和53年度）

「公衆便所の都市公園内第三者設置許可関係綴」（昭和54年度）

「就園奨励補助（国庫補助金） 昭和54年度」（昭和54年度）

○「行政資料」の公開
名古屋市が発行した刊行物や地図・写真など59,112冊（平成22年12月末時点）を利用できます。

○「市史資料」の公開
新修名古屋市史の編さん過程で収集した資料のうち整理が終わったものを複製（紙焼本）により1,898冊公

開しています（個人情報等を保護するため、資料の一部を利用制限しています）。

名古屋汎太平洋平和博覧会ポスター　昭和12年

（名古屋市市政資料館所蔵）

戦前では国際的かつ最大規模の開催となった博覧会の公式

ポスター。名古屋生まれの今でいうグラフィックデザイナーで

あった杉本健吉氏のデザインを採用し、海外の観客誘致のため

制作されたもの。
表
紙
の
説
明
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消失前の本丸御殿と天守閣

（名古屋市市政資料館所蔵）

かつて名古屋城の本丸には、天守閣の南側

に本丸御殿があった。勇壮な天守閣と優美な

御殿が並び建ち、ともに国宝に指定されたが

惜しくも昭和20年５月の空襲により、天守閣、

本丸御殿ともに焼失。
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赤夷談
（刈谷市中央図書館所蔵）

ロシア女帝エカテリーナ二

世の肖像画。この資料は口

絵に掲載されています。

資
料
編
「
近
世
３
」
刊
行
の
お
知
ら
せ

資
料
編
「
近
世
３
」
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
本
文
編

第
四
巻
と
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

資
料
編
「
近
世
３
」
刊
行
に
あ
た
っ
て

「
近
世
３
」
編
集
委
員
　
吉
永
　
昭

資
料
編
近
世
で
は
、
全
三
巻
刊
行
を
予
定
、
既
に
近
世
１
・
２
が
刊
行
さ
れ
、

今
回
、
そ
の
最
後
に
あ
た
る
近
世
３
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
資
料
編
で
は
、
既
刊
の
本
文
編
第
四
巻
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
収

集
し
た
資
料
を
中
心
に
、
そ
れ
以
降
新
し
く
発
見
さ
れ
た
資
料
を
も
加
え
、
全

体
を
四
章
構
成
に
分
け
て
各
章
ご
と
に
良
質
の
資
料
を
選
択
、
収
録
す
る
こ
と

に
努
め
ま
し
た
。

第
一
章
の
藩
政
の
展
開
で
は
、
当
時
に
お
け
る
社
会
経
済
の
変
化
や
青
松
葉

事
件
を
も
含
む
緊
迫
し
た
時
期
の
資
料
な
ど
を
、
第
二
章
の
商
工
業
の
発
展
と

生
活
の
変
化
で
は
、
町
民
ら
の
生
活
必
需
品
の
流
通
や
城
下
の
拡
大
と
そ
こ
で

の
人
々
の
生
活
の
実
態
を
示
す
資
料
な
ど
を
、
第
三
章
の
交
通
で
は
、
鳴
海
・

熱
田
両
宿
を
中
心
に
、
そ
の
実
態
を
示
す
資
料
を
、
第
四
章
の
文
化
で
は
、
国

学
・
儒
学
・
洋
学
・
医
学
や
大
衆
文
芸
、
さ
ら
に
出
版
・
芸
能
な
ど
に
関
す
る

諸
資
料
な
ど
を
収
録
し
ま
し
た
。

今
回
、
資
料
編
に
収
録
で
き
た
資
料
は
、
全
体
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
ず
、
な

お
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

収
集
資
料
が
今
後
、
市
民
の
方
々
の
共
有
財
産
と
し
て
永
久
に
保
存
さ
れ
、
広

く
公
開
・
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
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名古屋市市政資料館 

公共 
交通機関を 
ご利用下さい 

所 在 地／〒461-0011　名古屋市東区白壁一丁目3番地 
　　　　　〈TEL〉052-953-0051 〈FAX〉052-953-4398 
交通案内／地下鉄名城線「市役所」下車　東へ徒歩8分 
　　　　　市バス・名鉄バス「清水口」下車　南西へ徒歩8分 
　　　　　市バス・名鉄バス「市役所」下車　東へ徒歩8分 
　　　　　市バス・メーグル「市政資料館南」下車  北へ徒歩5分 
　　　　　名鉄瀬戸線「東大手」下車　南へ徒歩5分 
開館時間／午前9：00～午後5：00 
休 館 日／月曜日（休日の場合はその直後の平日）、 
　　　　　毎月第3木曜日（休日の場合は第4木曜日）、 
　　　　　12月29日～1月3日 
ホームページは「名古屋市市政資料館案内」で検索してください。 
公文書目録のダウンロードや集会室（半日1,000円～）・展示室（全日1,000円～） 
の予約状況などがご覧いただけます。 
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