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����

　
静
岡
県
興
津
町（
現
静
岡
市
清
水
興
津
）に
生
ま
れ
た
私
は
、駿
河
湾
の
一

角
で
あ
る
興
津
の
砂
浜
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。夏
は
毎
日
の

よ
う
に
こ
の
砂
浜
へ
行
っ
て
泳
ぎ
、燈
籠
流
し
を
眺
め
て
夕
涼
み
を
楽
し
ん
だ
。

駿
河
湾
を
抜
き
に
し
て
私
の
幼
少
時
代
は
考
え
ら
れ
な
い
。三
保
を
近
景
に
、長

く
横
た
わ
る
伊
豆
半
島
を
遠
景
に
海
辺
に
連
な
る
東
海
道
の
街
並
み
は
、万
葉

時
代
か
ら
歴
史
の
重
み
と
深
い
文
化
の
香
を
漂
わ
せ
て
い
る
。こ
の
最
大
の
演
出

者
は
、湾
岸
を
洗
う
波
で
あ
り
、遠
景
の
極
致
と
も
言
え
る
富
士
山
で
あ
る
。�

　
そ
の
興
津
海
岸
も
、高
度
成
長
期
に
清
水
港
に
取
り
込
ま
れ
、海
に
は
バ
イ
パ

ス
道
路
が
築
か
れ
、西
園
寺
公
が
愛
で
た「
坐
漁
荘
」の
海
は
埋
め
立
て
ら
れ
、か

つ
て
の
袖
師
の
海
水
浴
場
も
、興
津
の
砂
浜
も
失
わ
れ
た
。失
わ
れ
て
初
め
て
私

た
ち
は
、海
辺
の
街
の
価
値
を
知
る
。海
辺
、川
辺
、湖
畔
に
お
い
て
こ
そ
人
間
と

自
然
は
触
れ
合
い
、語
り
合
う
、か
け
が
え
の
な
い
機
会
を
持
つ
。�

����

　
一
九
三
五
年
、私
は
興
津
町
か

ら
静
岡
市
へ
引
っ
越
し
た
。
静
岡

市
は
久
能
山
東
照
宮
と
駿
府
城
、

そ
し
て
安
倍
川
の
街
で
あ
り
。
名

物
は
わ
さ
び
漬
け
と
安
倍
川
餅

で
あ
っ
た
。少
年
の
頃
の
私
に
と
っ

て
、安
倍
川
は
大
河
で
あ
っ
た
。家

か
ら
三
〇
分
ほ
ど
歩
く
と
安
倍

川
に
到
達
し
た
が
、ま
ず
そ
の
川

幅
に
圧
倒
さ
れ
た
。そ
れ
よ
り
も

安
倍
川
は
市
民
の
膝
元
に
あ
っ
た
。

駿
河
湾
の
海
辺

安
倍
川
と
静
岡
市

安倍川から富士山を望む
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こ
ん
こ
ん�

現在の隅田川・吾妻橋付近の風景

後
か
ら
判
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、静
岡
市
民
の
飲
料
水
の
大
部
分
は
、安
倍
川
の

豊
か
な
伏
流
水
だ
か
ら
で
あ
る
。静
岡
市
の
西
北
郊
外
に
拡
が
る
広
大
な
平
野

の
ど
の
家
に
も
、掘
り
抜
き
井
戸
の
湧
き
水
が
四
六
時
中
、滾
々
と
湧
き
出
て
い

た
。地
下
水
で
あ
る
か
ら
ほ
ぼ
定
温
で
、夏
は
冷
た
く
冬
は
温
か
く
感
じ
、味
は

良
く
、ま
こ
と
に
有
り
難
い
水
で
あ
っ
た
。し
か
も
、そ
れ
を
当
然
の
よ
う
に
利
用

し
て
い
た
。ほ
と
ん
ど
は
使
わ
な
い
水
で
あ
る
か
ら
、そ
の
ま
ま
家
の
前
の
幅
一
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
溝
に
流
出
し
て
い
た
。そ
の
溝
に
は
、い
つ
も
メ
ダ
カ
・
ド
ジ
ョ
ウ
・
小

鮒
が
群
を
な
し
て
泳
い
で
い
た
。我
が
家
へ
の
泊
ま
り
客
の
中
に
は
、そ
の
溝
で
洗

面
し
、口
を
漱
ぐ
人
も
い
た
。安
倍
川
は
静
岡
市
の
下
も
流
れ
、市
民
を
潤
し
て

い
た
の
だ
。�

����

　
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
七
年
、

東
大
入
学
と
と
も
に
静
岡
を
離

れ
、東
京
西
部
へ
と
引
っ
越
し
た
。

東
京
の
川
と
い
え
ば
、江
戸
時
代

以
来
、隅
田
川
で
あ
り
、山
手
の

人
々
に
と
っ
て
は
多
摩
川
で
あ
っ

た
。し
か
し
、そ
れ
ら
の
川
の
す

ぐ
近
く
に
住
む
人
々
以
外
、必

ず
し
も
親
し
い
川
で
は
な
か
っ
た
。

敗
戦
の
痛
手
ま
だ
癒
え
ぬ
東
京

人
に
と
っ
て
、川
辺
を
散
策
す
る

余
裕
は
な
か
っ
た
。�

　
一
九
五
七
年
の
あ
る
夕
、私
は

恩
師
・
井
口
昌
平
先
生
の
渡
仏

記
念
送
別
会
に
、友
人
を
誘
っ
て

隅
田
川
畔
へ
赴
い
た
。日
本
を
し

ば
ら
く
離
れ
る
先
生
に
江
戸
情
緒
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
の
趣
旨
で
あ
っ

た
。ず
っ
と
隅
田
川
へ
行
っ
て
い
な
か
っ
た
私
は
、干
潮
時
の
隅
田
川
が
こ
ん
な
に

臭
い
と
は
露
知
ら
ず
、事
前
調
査
も
し
な
か
っ
た
の
は
不
覚
で
あ
っ
た
。江
戸
時

代
、庶
民
の
集
い
の
場
と
し
て
繁
昌
し
た
隅
田
川
は
、積
極
的
に
人
々
を
拒
否
す

る
川
と
化
し
て
い
た
。川
の
水
質
は
極
度
に
悪
化
し
、川
辺
周
辺
の
景
観
は
劣
化

を
極
め
た
。戦
後
の
国
土
復
興
か
ら
高
度
成
長
期
に
か
け
て
、全
国
の
ほ
と
ん
ど

の
都
市
河
川
は
、経
済
成
長
と
引
き
替
え
に
、見
る
影
も
な
く
な
っ
て
い
た
。当

時
、多
く
の
日
本
人
は
、都
市
に
お
け
る
川
の
重
要
性
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

経
済
成
長
の
数
値
目
標
に
の
み
政
策
の
重
点
が
置
か
れ
、川
が
都
市
の
象
徴
で

あ
る
と
の
認
識
は
消
え
去
っ
て
い
た
。水
辺
の
無
視
は
、人
々
の
精
神
不
安
定
を

も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。�

����

　
そ
の
二
年
後
、私
も
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
し
、ま
ず
セ
ー
ヌ
川
の
パ
リ
を
見
た
。や
が

て
留
学
先
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
ロ
ー
ヌ
川
の
支
流
イ
ゼ
ー
ル
川
に
接
し
た
。フ
ラ
ン
ス

に
限
ら
な
い
。ロ
ン
ド
ン
と
テ
ー
ム
ス
川
、リ
ヨ
ン
と
ロ
ー
ヌ
川
、オ
ル
レ
ア
ン
や
多
く

の
古
城
と
ロ
ア
ー
ル
川
、ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
と
ネ
ッ
カ
ー
川
、ウ
ィ
ー
ン
、ブ
ダ
ペ
ス
ト
と

ド
ナ
ウ
川
、枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。こ
れ
ら
の
川
は
、そ
の
街
の
中
心
を
流
れ
、そ

れ
ら
の
川
な
く
し
て
都
市
の
存
在
意
義
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。若

い
時
代
に
ヨ
ー
ロッ
パ
の
諸
都
市
を
眺
め
、都
市
の
価
値
が
そ
こ
を
流
れ
る
川
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。�

����

　
パ
リ
に
旅
し
て
セ
ー
ヌ
川
を
見
な
い
人
は
い
な
い
。そ
の
魅
力
に
浸
ら
な
い
人
は

い
な
い
。日
本
を
訪
れ
る
外
国
か
ら
の
客
は
、皇
居
の
濠
は
忘
れ
な
い
か
も
し
れ

川
と
水
辺
を
忘
れ
た
戦
後
の
日
本
人

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
辺

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
水
辺
を
奪
っ
た



こ
う
ぼ
ね�

Ⅰ�
都
市
再
生
に
水
辺
が
果
た
す
役
割
と
は

5 CEL Dec.  2004

現在の隅田

高速道路で覆われた日本橋川と現在の日本橋

恩
師
井
口
昌
平
先
生
の
渡
仏

記
念
送
別
会
に
、友
人
を
誘
っ
て

隅
田
川
畔
へ
赴
い
た
。日
本
を
し

�

　
パ
リ
に
旅
し
て
セ
ー
ヌ
川
を
見
な
い
人
は
い
な
い
。そ
の
魅
力
に
浸
ら
な
い
人
は

い
な
い
。日
本
を
訪
れ
る
外
国
か
ら
の
客
は
、皇
居
の
濠
は
忘
れ
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、他
に
ど
の
川
が

印
象
に
残
る
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
江
戸
で
は
、隅
田

川
は
庶
民
の
憩
い
の
空

間
で
あ
り
、日
本
橋
川

筋
は
経
済
の
中
心
と
し

て
栄
え
た
。一
九
六
四
年

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、

江
戸
・
東
京
の
歴
史
に
燦

然
と
輝
く
大
行
事
で
あ

っ
た
。
そ
の
成
功
は
、世

界
に
日
本
、ひ
い
て
は
ア

ジ
ア
を
評
価
さ
せ
る
こ

と
と
も
な
っ
た
。し
か
し
、

そ
の
た
め
に
、多
く
の
急

場
し
の
ぎ
の
開
発
に
よ
っ

て
、東
京
の
川
が
犠
牲
に

な
っ
た
こ
と
を
強
く
記

憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�

　
そ
の
頃
、都
市
計
画
や
行
政
の
担
当
者
は
、高
速
道
路
を
新
幹
線
と
と
も
に

土
木
技
術
の
花
形
と
考
え
、下
水
道
普
及
に
と
も
な
う
小
河
川
の
地
下
化
は
、

新
都
市
建
設
の
象
徴
で
あ
る
か
の
如
き
錯
覚
に
陥
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
直
前
、日
本
橋
川
上
空
は
す
っ
か
り
高
速
道
路
に
よ
っ
て
覆
わ

れ
、新
宿
御
苑
に
水
源
を
持
つ
河
骨
川
は
地
下
に
潜
っ
た
。�

　
こ
の
高
速
道
路
は
、な
ん
と
日
本
の
道
路
元
標
が
あ
る
日
本
橋
の
真
上
を
通

る
、言
う
ま
で
も
な
く
日
本
橋
は
江
戸
時
代
初
期
一
六
〇
三
年（
慶
長
八
）以

来
、東
海
道
の
出
発
点
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、家
康
が
国
土
整
備
の
基
本
に
据
え

た
五
街
道
、す
な
わ
ち
東
海
道
・
中
山
道
・
日
光
街
道
・
奥
州
街
道
・
甲
州
街
道

の
全
て
の
起
点
で
も
あ
っ
た
。以
来
、日
本
橋
を
中
心
に
商
業
地
区
が
拡
が
り
、

老
舗
が
軒
を
並
べ
、江
戸
繁
栄
の
源
泉
と
な
り
、日
本
橋
川
は
江
戸
経
済
の
発

展
軸
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
”お
江
戸
日
本
橋
“と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、名
橋
・
日

本
橋
は
、江
戸
の
み
な
ら
ず
日
本
の
象
徴
的
存
在
と
な
っ
た
。江
戸
へ
上
が
る
こ

と
は
、ま
ず
日
本
橋
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、日
本
橋
と
日
本
橋
川
は
、江
戸
・

東
京
の
文
字
通
り
原
点
で
あ
っ
た
。�

　
現
在
の
日
本
橋
は
、石
造
り
二
連
ア
ー
チ
橋
と
し
て
一
九
一
一
年
に
完
成
し

た
。東
京
市
橋
梁
課
長
の
樺
島
正
義
と
米
元
晋
一
の
構
造
設
計
に
よ
る
名
橋

で
あ
る
。橋
は
単
に
構
造
美
を
備
え
る
の
み
で
は
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
名

橋
に
は
な
ら
な
い
。そ
の
橋
の
周
辺
景
観
、架
か
る
川
と
の
調
和
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
悠
久
の
美
を
放
ち
、文
化
財
的
価
値
を
発
揮
す
る
。�

　
こ
の
橋
が
架
け
ら
れ
た
明
治
末
期
、な
お
日
露
戦
争
勝
利
の
興
奮
醒
め
や
ら

ぬ
時
代
、こ
の
名
橋
の
出
現
を
最
も
喜
ん
だ
の
は
日
本
橋
川
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。ま
し
て
や
、や
が
て
半
世
紀
後
、橋
と
川
を
完
全
に
覆
う
高
速
道
路
が
建
設

さ
れ
る
と
は
、日
本
橋
も
日
本
橋
川
も
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
時
限
が
定
ま
っ
て
い
る
以
上
、高
速
道
路
を
他
所
に
建
設
す
る

時
間
的
余
裕
も
、計
画
再
検
討
の
余
地
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。ま
こ
と
に
や
む

を
得
ぬ
決
断
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。し
か
し
そ
れ
は
、緊
急
事
態
へ
の
特
別
配
慮

で
あ
り
、仮
橋
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。そ
れ
に
し
て
も
、途
中
で
バ
ブ
ル
崩
壊

が
あ
っ
た
と
は
い
え
、仮
橋
と
し
て
は
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
ら
四
〇
年
間
は
長

す
ぎ
る
。日
本
橋
建
設
か
ら
五
三
年
に
し
て
、上
空
に
高
速
道
路
が
覆
い
被
さ

り
、そ
れ
か
ら
四
〇
年
、撤
去
と
移
設
計
画
を
早
急
に
樹
立
し
な
け
れ
ば
、こ
の

橋
と
川
に
申
し
訳
な
い
と
感
ず
る
こ
と
こ
そ
、都
市
に
お
け
る
顔
と
し
て
川
を

位
置
づ
け
る
市
民
の
常
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�

����

　
暗
渠
と
化
し
た
河
骨
川
は
や
が
て
渋
谷
川
と
な
る
都
内
屈
指
の
名
門
河
川

で
あ
る
。高
野
辰
之
は
一
九
一
二
年
、河
骨
川
の
辺
り
を
散
策
す
る
の
を
日
課

と
し
て
い
た
と
い
う
。そ
し
て
生
ま
れ
た
の
が
名
歌
”春
の
小
川
“で
あ
る
。地
下

に
潜
っ
た
こ
の
辺
り
、代
々
木
五
丁
目
の
小
公
園
に
は
歌
碑
が
寂
し
げ
に
立
っ
て

い
る
。�

春
の
小
川
の
水
辺
は
地
下
へ
潜
っ
た
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大
水
害
多
発
時
代
の
水
辺

JR「渋谷」駅南東側で地上に顔を出す渋谷川

�

　
春
の
小
川
は
　
さ
ら
さ
ら
流
る�

　
岸
の
す
み
れ
や
　
れ
ん
げ
の
花
に�

　
に
ほ
ひ
め
で
た
く
　
色
う
つ
く
し
く�

　
咲
け
よ
咲
け
よ
と
　
さ
さ
や
く
如
く�

�

　
当
時
、下
水
道
も
高
速
道
路
も
、わ
が
国
の
水
準
は
欧
米
先
進
国
に
大
き
く

水
を
あ
け
ら
れ
て
い
た
。多
く
の
社
会
資
本
整
備
の
中
で
も
、両
者
の
普
及
度
向

上
は
至
上
命
令
で
さ
え
あ
っ
た
。と
も
か
く
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。�

　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
は
じ
め
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
都
市
で
は
、下
水
道
の
一
部
を

廃
止
し
て
、下
水
道
建
設
以
前
の
河
川
の
流
れ
を
復
活
し
て
い
る
。河
骨
川
に
限

ら
な
い
、い
ず
れ
全
国
の
都
市
で
、地
下
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
川
の
一
部
を
再
び

地
上
に
戻
し
て
も
ら
い
た
い
。河
骨
川
の
下
流
・
渋
谷
川
で
も
再
生
運
動
が
活
発

で
あ
る
。都
市
化
に
よ
っ
て
平
常
流
量
が
著
し
く
減
少
し
た
渋
谷
川
へ
は
、落
合

下
水
処
理
場
の
処
理
水
が
、新
宿
高
層
ビ
ル
街
に
送
ら
れ
た
後
、地
下
を
流
れ

て
、Ｊ
Ｒ
渋
谷
駅
の
下
流
側
で
渋
谷
川
へ
毎
秒
一
立
方
メ
ー
ト
ル
注
ぎ
込
ま
れ
、

平
常
流
量
を
ど
う
や
ら
確
保
し
て
い
る
。�

　
全
国
の
都
市
で
、下
水
道
普
及
と
と
も
に
都
市
内
の
小
河
川
が
地
下
へ
押
し

や
ら
れ
た
の
に
は
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
。下
水
道
は
汚
水
と
と

も
に
雨
水
排
水
も
重
要
な
役
割
で
あ
る
。下
水
道
が
普
及
す
れ
ば
、市
内
降
雨

の
排
水
は
下
水
道
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
り
、都
市
内
の
河
川
は
不
要
に
な
る
。

河
川
は
ゴ
ミ
捨
て
場
や
蚊
の
温
床
に
な
り
、
”臭
い
も
の
に
は
蓋
“と
い
う
わ
け

で
、暗
渠
化
さ
れ
る
。�

����

　
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
十
数
年
間
、わ
が
国
土
は
、毎
年
の
よ
う
に
大
洪

水
に
よ
る
大
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
た
。一
九
四
五
年
の
枕
崎
台
風
か
ら
一
九
五

九
年
の
伊
勢
湾
台
風
ま
で
の
一
五
年
間
の
う
ち
一
〇
年
間
は
、水
害
に
よ
る
死

者
が
毎
年
千
人
を
越
え
、大
型
台
風
の
場
合
は
、一
度
に
二
千
人
か
ら
五
千
人

の
犠
牲
者
を
数
え
た
。水
害
日
本
と
呼
ば
れ
た
そ
の
頃
、治
水
事
業
へ
の
国
民
の

期
待
は
大
き
く
、頑
丈
な
堤
防
、少
し
で
も
多
く
の
洪
水
流
量
を
処
理
で
き
る

大
き
な
河
川
断
面
が
熱
望
さ
れ
て
い
た
。そ
の
頃
、河
川
景
観
、堤
防
の
デ
ザ
イ

ン
、憩
い
の
場
、快
適
な
散
策
の
場
と
し
て
の
河
川
は
忘
れ
去
ら
れ
た
。前
述
の

臭
い
隅
田
川
は
、そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。川
は
洪
水
を
も
た
ら
す
憎
い
存
在
と

さ
え
な
っ
て
い
た
。よ
り
高
い
堤
防
を
求
め
る
都
市
民
の
要
望
に
対
し
て
、い
わ
ゆ

る「
特
殊
堤
」が
多
く
の
都
市
河
川
に
築
か
れ
た
。特
殊
堤
と
は
、堤
高
を
確
保

す
る
た
め
に
普
通
堤
防
の
上
に
継
ぎ
足
し
て
パ
ラ
ペッ
ト（
※
）状
に
部
分
的
に
高

く
し
た
堤
防
の
こ
と
で
あ
る
。限
ら
れ
た
広
さ
の
天
端
に
対
し
、堤
防
を
少
し
で

も
高
く
し
て
洪
水
安
全
度
を
高
め
る
目
的
で
造
ら
れ
、お
よ
そ
河
川
景
観
や
散

策
者
の
気
分
な
ど
を
考
慮
す
る
精
神
的
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。堤

防
に
は
限
ら
な
い
。多
く
の
公
共
構
造
物
は
、機
能
と
経
済
性
追
求
に
の
み
特
化

し
た
の
が
、敗
戦
直
後
か

ら
経
済
急
成
長
に
至
る

時
代
の
風
潮
で
あ
っ
た
。

河
川
事
業
も
ま
た
洪
水

水
害
軽
減
に
最
重
点
が

置
か
れ
、他
を
顧
み
る
余

地
が
無
か
っ
た
。堤
防
の
い

わ
ゆ
る
三
面
張
り（
堤
防

の
み
な
ら
ず
、河
底
ま
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
る

治
水
工
法
）が
横
行
し
た

の
も
、こ
の
時
代
で
あ
る
。

堤
防
強
化
の
た
め
に
、大

部
分
の
住
民
も
そ
れ
を

欲
し
て
い
た
。
上
流
部
農

村
の
、河
幅
の
広
く
な
い

河
道
は
直
線
化
さ
れ
、真

っ
白
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
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環
境
問
題
が

自
然
観
の
見
直
し
を
迫
っ
た

JR「渋谷」

　
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
十
数
年
間
わ
が
国
土
は
毎
年
の
よ
う
に
大
洪

水
に
よ
る
大
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
た
。一
九
四
五
年
の
枕
崎
台
風
か
ら
一
九
五

九
年
の
伊
勢
湾
台
風
ま
で
の
一
五
年
間
の
う
ち
一
〇
年
間
は
、水
害
に
よ
る
死

村
の
河
幅
の
広
く
な
い

河
道
は
直
線
化
さ
れ
、真

っ
白
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸

に
目
が
眩
し
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。そ
の
頃
、そ
の
河
川
改
修
費
獲
得
に
東
奔
西
走

し
て
い
た
地
元
代
議
士
の
評
判
は
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。�

　
川
に
対
す
る
人
々
の
希
望
は
、大
洪
水
頻
発
に
対
処
し
て
効
率
よ
く
洪
水
の

流
れ
を
吐
き
出
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。や
が
て
一
九
六
〇
年
代
の
都
市
化

時
代
を
迎
え
て
、都
市
へ
の
人
口
の
急
激
な
集
中
と
工
業
化
に
と
も
な
い
、上
水

道
と
工
業
用
水
需
要
が
急
上
昇
し
水
不
足
時
代
が
到
来
し
た
。ダ
ム
技
術
の
進

歩
は
、水
資
源
開
発
の
た
め
の
ダ
ム
ブ
ー
ム
時
代
を
出
現
さ
せ
、人
々
は
川
を
、水

資
源
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
有
り
難
い
存
在
と
意
識
し
は
じ
め
た
。そ
の
頃
、ダ

ム
は
、水
不
足
解
消
の
決
め
手
と
認
識
さ
れ
、そ
れ
が
や
が
て
生
態
系
へ
の
影
響

を
含
む
、さ
ま
ざ
ま
な
環
境
悪
化
を
も
た
ら
し
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
攻
撃
の
的

に
な
る
と
予
測
す
る
者
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。ま
し
て
や
、都
市
に
お
け
る
水

辺
の
価
値
は
、多
く
の
市
民
の
関
心
外
で
あ
っ
た
。�

������

　
こ
う
し
て
川
は
、洪
水
排
水
路
、も
し
く
は
水
資
源
生
産
の
場
と
い
う
物
理
的

欲
求
を
満
た
す
物
理
的
存
在
と
考
え
ら
れ
た
。そ
れ
も
戦
後
の
国
土
荒
廃
、ひ

た
す
ら
経
済
的
発
展
に
ひ
た
走
っ
た
経
済
急
成
長
と
い
う
、わ
が
国
の
歴
史
で

も
激
動
の
特
異
な
時
代
の
社
会
思
想
の
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。そ
の
興
奮
の
象
徴

が
、一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
で

あ
っ
た
。�

　
し
か
し
、七
〇
年
代
か
ら
台
頭
し
て
き
た
環
境
問
題
は
、過
度
の
開
発
へ
の
牽

制
で
あ
り
、経
済
成
長
に
浮
か
れ
て
い
た
楽
観
ム
ー
ド
へ
の
警
告
で
あ
っ
た
。当

初
、水
質
汚
濁
、大
気
汚
染
な
ど
の
公
害
問
題
に
端
を
発
し
た
段
階
で
は
、特
定

企
業
が
槍
玉
に
あ
が
っ
て
い
た
が
、や
が
て
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
、家
庭
雑
排
水
が

汚
染
源
と
な
り
、原
因
者
が
不
特
定
多
数
と
な
る
に
及
ん
で
環
境
問
題
は
、全

社
会
的
課
題
と
な
っ
た
。さ
ら
に
環
境
問
題
は
、地
球
環
境
問
題
へ
と
発
展
し

た
。二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
、全
世
界
を
あ
げ
て
の
旺
盛
な
開
発
は
、そ
の
反

動
と
し
て
公
害
問
題
と
い
う
局
地
的
問
題
に
は
じ
ま
り
、地
球
の
限
界
を
越
え

る
地
球
環
境
問
題
に
至
っ
て
、人
類
と
地
球
に
と
っ
て
の
重
大
課
題
と
な
っ
た
。�

　
環
境
問
題
の
深
刻
化
は
、自
然
と
人
間
に
よ
る
技
術
開
発
を
問
い
直
す
契
機

と
な
っ
た
。一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、河
川
と
人
間
と
の
関
係
に
、全
国
各
河
川

で
新
し
い
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
特
に
注
目
し
た
の
は
、ダ
ム
や
河

口
堰
、あ
る
い
は
大
規
模
河
川
改
修
事
業
へ
の
反
対
運
動
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
の

中
に
は
、後
日
、結
局
中
止
と
な
っ
た
石
狩
川
水
系
の
千
歳
川
放
水
路
。社
会
問

題
と
し
て
九
〇
年
代
に
盛
り
上
が
っ
た
長
良
川
河
口
堰
。現
在
も
続
い
て
い
る
川

辺
川
ダ
ム
、八
ツ
場
ダ
ム
、徳
山
ダ
ム
反
対
運
動
が
あ
る
。さ
ら
に
は
、多
く
の
河
川

で
燃
え
て
き
た
、住
民
の
河
川
計
画
へ
の
参
加
問
題
、そ
し
て
河
川
景
観
、河
川
、

湖
沼
な
ど
の
水
辺
空
間
の
再
構
築
が
、全
国
河
川
に
お
い
て
盛
り
上
が
っ
て
き

た
。�

　
僭
越
な
が
ら
、私
が
係
わ
っ
た
例
を
紹
介
す
れ
ば
、一
九
八
八
年
に
東
京
都
か

ら
委
託
さ
れ
た「
隅
田
川
未
来
像
委
員
会
報
告
」が
あ
る
。隅
田
川
両
岸
に
ス
ー

パ
ー
堤
防（
天
端
幅
を
数
十
メ
ー
ト
ル
に
拡
げ
、そ
の
堤
上
に
都
市
再
開
発
を
展

開
し
、堤
防
の
川
面
に
は
テ
ラ
ス
護
岸
を
設
け
、治
水
安
全
度
向
上
、河
川
景
観
、

ア
メ
ニ
テ
ィ
に
考
慮
し
た
新
し
い
設
計
の
堤
防
）が
提
案
さ
れ
た
。現
段
階
で
、隅

田
川
総
延
長
の
約
四
割
が
完
成
し
て
い
る
が
、全
川
流
域
の
完
成
ま
で
に
は
、さ

ら
に
数
十
年
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。い
ち
早
く
完
成
し
た
テ
ラ
ス
護
岸
に
は
、数

十
張
の
ホ
ー
ム
レ
ス・
テ
ン
ト
が
連
な
っ
た
の
は
予
想
外
で
あ
っ
た
。居
心
地
が
良
い

証
拠
か
も
し
れ
な
い
。�

　
一
九
九
二
〜
九
三
年
に
か
け
て
、日
本
橋
川
環
境
整
備
計
画
検
討
委
員
会

が
、リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
内
に
、建
設
省
河
川
局
、東
京
都
、首
都
高
速

道
路
公
団
の
参
加
を
得
て
設
け
ら
れ
た
。当
時
の
河
川
局
治
水
課
長
松
田
芳
夫

さ
ん
の
依
頼
で
、私
が
ま
と
め
役
を
務
め
た
。そ
こ
で
、日
本
橋
川
を
覆
う
高
速

道
路
を
地
下
に
移
す
と
す
れ
ば
、約
一
兆
円
の
工
事
費
と
推
算
さ
れ
た
。本
稿

は
、そ
の
内
容
解
説
が
目
的
で
は
な
く
、八
〇
年
代
後
半
か
ら
、こ
の
種
の
水
辺
空

間
を
含
む
河
川
再
生
の
機
運
が
都
市
計
画
の
一
環
と
し
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ

と
の
証
明
に
留
め
る
。�

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
や
ア
メ
リ
カ
の
河
川
に
お
い
て
も
、同
じ
く
八
〇
年
代
か
ら
河

川
再
生
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
に
お
け
る
、植
生
や
自
然
材
料
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国
連
大
学
上
席
学
術
顧
問
、東
京
大
学
名
誉
教
授
。
一
九
二
七
年
静
岡
県
生
ま
れ
。

五
〇
年
東
京
大
学
第
二
工
学
部
土
木
工
学
科
卒
業
。
五
五
年
同
大
学
院
（
旧
制
）
研

究
奨
学
生
課
程
修
了
。
同
大
学
工
学
部
専
任
講
師
、同
大
学
教
授
、芝
浦
工
業
大
学

教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。
専
門
分
野
は
河
川
工
学
で
、自
然
と
し
て
の
河
川
と
人
間

と
の
よ
り
よ
い
つ
き
あ
い
方
を
一
貫
し
て
追
究
。
主
な
著
書
は
、『
河
川
工
学
』（
東

京
大
学
出
版
会
）
、『
都
市
と
水
』（
岩
波
新
書
）
、『
水
の
は
な
し
』（
技
報
堂
出
版
、

編
著
）
、『
地
球
の
水
が
危
な
い
』（
岩
波
新
書
）
、『
河
川
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』

（
山
海
堂
）な
ど
。�

◎
高
橋
　
裕
（
た
か
は
し
・
ゆ
た
か
）�

都
市
計
画
に
お
け
る
水
辺
再
生
の
意
義

を
用
い
る
、い
わ
ゆ
る
近
自
然
型
河
川
工
法
の
日
本
へ
の
紹
介
も
、こ
れ
ら
の
機

運
に
拍
車
を
か
け
た
。一
九
七
〇
年
代
ま
で
、洪
水
対
策
、水
資
源
開
発
が
主
力

で
あ
っ
た
河
川
事
業
は
、一
九
八
〇
年
代
に
鋭
く
転
換
し
は
じ
め
た
。九
〇
年
代

に
河
川
行
政
の
曲
が
り
角
に
襲
い
か
か
っ
た
の
が
、長
良
川
河
口
堰
問
題
で
あ
り
、

行
政
が
打
っ
た
決
め
手
が
、九
七
年
の
河
川
法
改
正
で
あ
っ
た
。改
正
の
目
玉
で

あ
っ
た
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
は
、河
川
景
観
も
含
ま
れ
る
。�

����

　
水
辺
再
生
に
よ
る
都
市
計
画
は
、本
来
の
都
市
民
と
水
辺
と
の
あ
る
べ
き
関

係
の
再
発
見
で
あ
る
。そ
れ
は
歴
史
的
に
考
察
す
れ
ば
、決
し
て
新
し
い
こ
と
で

は
な
く
、二
一
世
紀
の
重
大
課
題
と
し
て
の
復
古
事
業
な
の
で
あ
る
。江
戸
時
代

に
お
け
る
隅
田
川
の
賑
わ
い
は
、広
重
の
多
数
の
版
画
、多
く
の
文
学
に
集
う

人
々
の
笑
顔
と
と
も
に
、わ
れ
わ
れ
の
眼
を
射
る
。江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期

に
、日
本
を
訪
れ
た
多
く
の
外
国
の
識
者
が
、日
本
人
の
水
路
や
水
辺
の
あ
し
ら

い
に
感
嘆
し
て
い
る
。元
来
、日
本
人
の
水
路
・
水
辺
・
井
戸
水
・
溝
な
ど
の
水
風

景
を
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
る
水
生
活
の
豊
か
さ
、優
雅
な
姿
勢
は
、水
を
要

と
す
る
日
本
の
風
土
、四
季
の
微
妙
な
変
化
に
鍛
え
ら
れ
た
水
感
覚
の
鋭
敏
さ

と
と
も
に
、日
本
人
の
誇
る
べ
き
資
質
で
あ
っ
た
。�

　
明
治
以
降
の
世
界
を
驚
嘆
さ
せ
た
近
代
化
の
成
功
は
、日
本
人
特
有
の
古
来

の
こ
の
資
質
を
、心
な
ら
ず
も
犠
牲
に
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
。西
欧

科
学
技
術
の
圧
倒
的
偉
力
の
前
に
、日
本
人
の
自
然
と
の
妙
な
る
付
き
合
い
の

感
覚
は
麻
痺
し
た
。そ
の
具
体
的
情
景
は
、都
市
民
と
川
と
の
関
係
で
あ
る
。隅

田
川
や
鴨
川
な
ど
多
く
の
都
市
の
川
の
明
治
初
期
ま
で
の
関
係
を
想
起
し
よ

う
。二
一
世
紀
は
、日
本
近
代
化
過
程
の
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
忘
れ

去
ら
れ
た
日
本
人
の
豊
か
に
し
て
鋭
い
水
感
覚
を
、日
常
生
活
に
お
い
て
、都
市

計
画
に
お
け
る
水
辺
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、復
活
す
る
世
紀
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。農
村
に
お
い
て
、水
の
流
れ
を
庭
に
導
く
感
覚
、都
市
近
代
化
以
前
に
、都

市
に
も
農
村
に
も
至
る
所
に
、巧
ま
ず
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
水
の
借
景

な
ど
に
表
現
さ
れ
て
い
た
日
本
の
水
風
景
を
再
現
す
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、現

代
の
都
市
や
農
山
村
に
お
い
て
、新
し
い
水
風
景
を
創
設
す
る
感
覚
は
、日
本
人

の
脳
裡
と
五
感
に
な
お
宿
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。都
市
の
水
辺
再
生
は
、単
な

る
デ
ザ
イ
ン
上
の
課
題
で
は
な
く
、開
発
に
陶
酔
し
た
前
世
紀
の
反
省
に
根
ざ
し

た
、新
た
な
る
日
本
の
風
土
の
形
成
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
、大

輪
の
花
を
芳
し
く
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。�

（
※
）パ
ラ
ペ
ッ
ト（P

arapet

）:

屋
上
、バ
ル
コ
ニ
ー
な
ど
の
端
部
に
設
け
る
低
い
手
す
り
壁
の
こ
と
。


