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１
一
臨
海
部
埋
立
の
端
緒

　
《
そ
の
頃
八
十
歳
に
大
方
手
の
届
き
か
か
っ
た
安

田
さ
ん
は
、
二
人
の
技
師
を
連
れ
ら
れ
て
、
川
崎
在

若
尾
新
田
の
根
本
と
い
う
海
水
宿
屋
に
、
三
日
三
晩

泊
ま
ら
れ
た
。
安
田
さ
ん
は
、
朝
夕
の
潮
の
干
満
を

調
査
す
る
た
め
に
、
毎
日
朝
は
六
時
か
ら
、
海
岸
に

飛
び
出
て
、
親
し
く
潮
の
引
き
具
合
を
踏
査
さ
れ
、

夕
刻
の
五
時
か
ら
は
、
ま
た
釣
舟
に
乗
っ
て
魚
を
釣

り
な
が
ら
、
親
し
く
潮
の
満
つ
る
様
を
視
察
さ
れ
た
。

干
満
時
の
沖
合
三
浬
（
マ
イ
ル
）
ま
で
は
、
深
い
と

こ
ろ
で
六
尺
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
¨
引
用
者
注
）
、

浅
い
と
こ
ろ
で
三
尺
、
ほ
と
ん
ど
砂
浜
に
等
し
い
浅

瀬
で
、
三
浬
沖
合
の
と
こ
ろ
に
は
、
百
年
以
上
の
年

数
を
経
た
と
し
て
も
思
ぼ
し
き
藻
が
、
海
底
に
繁
茂

し
て
い
る
。
埋
立
地
と
し
て
は
、
誠
に
得
難
い
理
想

地
で
あ
る
》
（
『
浅
野
総
一
郎
』
）

　
浅
野
総
一
郎
と
安
田
善
次
郎
の
二
人
が
宿
屋
に
泊

り
込
ん
で
潮
の
状
態
を
調
べ
た
時
期
は
、
一
九
一
二

（
明
治
四
十
五
）
年
に
鶴
見
埋
立
組
合
が
設
立
さ
れ

た
、
そ
の
前
年
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
時
で
い
え
ば

全
く
の
老
人
で
あ
る
二
人
が
三
日
三
晩
、
鶴
見
・
川

崎
の
沖
合
を
調
査
し
て
埋
立
を
決
意
し
た
と
き
、
京

浜
工
業
地
帯
は
産
声
（
う
ぶ
ご
え
）
を
挙
げ
た
の
で

あ
る
。

　
京
浜
臨
海
部
埋
立
は
、
品
川
沖
に
近
代
的
な
東
京

港
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
構
想
か
ら
始
ま
る
。

　
明
治
初
期
日
本
の
港
湾
施
設
は
貧
し
く
、
明
治
三

十
年
こ
ろ
ま
で
は
横
浜
港
に
も
桟
橋
が
な
く
、
船
が

着
く
た
び
に
客
を
沖
合
に
停
泊
し
た
船
か
ら
小
蒸
気

船
で
海
岸
に
運
び
上
陸
さ
せ
る
と
い
う
貧
弱
な
状
況

で
あ
っ
た
。
上
海
の
紡
績
会
社
が
大
型
ボ
イ
ラ
ー
の

製
作
を
芝
浦
製
作
所
に
注
文
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

東
京
か
ら
の
輸
送
費
が
、
距
離
に
し
て
数
倍
も
あ
る

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
か
ら
よ
り
三
割
以
上
高
か
っ
た
と

い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。

　
桟
橋
が
つ
く
ら
れ
た
後
も
、
輸
送
費
の
問
題
は
解

決
さ
れ
な
か
っ
た
。
港
で
荷
揚
げ
さ
れ
た
貨
物
を
、

大
消
費
地
で
あ
る
東
京
方
面
に
運
ぶ
航
路
は
、
多
摩

川
の
土
砂
が
流
出
し
、
遠
浅
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

手
漕
ぎ
の
艀
（
は
し
け
）
に
頼
る
し
か
な
い
。
横
浜

か
ら
東
京
ま
で
の
回
漕
費
は
、
ロ
ン
ド
ン
よ
り
横
浜

ま
で
の
運
賃
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
航
路
に
は
防
波
施
設
が
な
く
、
積
み
荷
の
浸

水
、
座
礁
、
沈
没
と
い
っ
た
海
難
事
故
が
多
発
し
て
、

し
ば
し
ば
人
命
も
失
わ
れ
た
。

　
近
代
的
港
湾
施
設
と
運
河
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
な

が
ら
、
当
時
の
日
本
政
府
に
は
公
共
投
資
を
行
う
財

政
的
余
裕
が
な
い
。

　
浅
野
総
一
郎
が
初
外
遊
の
途
に
つ
い
た
一
八
九
六

（
明
治
二
十
九
）
年
と
は
、
そ
う
し
た
時
期
に
あ
た

る
。

　
東
洋
汽
船
な
ど
、
海
運
事
業
を
手
広
く
行
っ
て
い

た
彼
が
、
欧
米
で
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
先
進
国
の

港
湾
設
備
が
如
何
に
素
晴
ら
し
い
か
で
あ
っ
た
。
ホ

ノ
ル
ル
や
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
港
に
は
艀
が
見
当
た
ら

な
い
。
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
港
で
は
、
汽
船
が
岸

壁
に
ピ
タ
リ
と
横
付
け
さ
れ
、
船
側
に
沿
っ
て
貨
車

が
並
ん
で
い
て
、
貨
物
を
速
や
か
に
鉄
道
で
運
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
世
界
の
大
都
ロ
ン
ド
ン
の
テ
ー

ム
ズ
川
河
岸
に
は
一
、
二
万
ト
ン
級
の
巨
船
が
悠
々

と
停
泊
し
て
い
る
…
。
欧
米
の
港
は
ど
こ
へ
行
っ
て

も
み
な
理
想
的
な
設
備
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
、
浅
野
に
は
す
べ
て
が
驚
き
と
新
発
見
の
連

続
で
あ
っ
た
。



　
帰
国
し
た
彼
は
す
ぐ
さ
ま
巨
船
の
直
行
で
き
る
東

京
港
の
建
設
と
東
京
－
横
浜
間
の
運
河
開
削
を
決
意

し
、
ま
ず
最
初
に
東
京
港
を
建
設
す
る
た
め
、
品
川

沖
二
十
一
万
坪
（
約
七
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
埋
立
を

出
願
し
た
。
行
政
に
よ
る
築
港
計
画
が
い
た
ず
ら
に

日
を
費
や
し
て
ば
か
り
い
る
の
に
業
を
煮
や
し
、
そ

れ
を
民
間
で
実
現
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
計
画
は
当
時
の
東
京
市
長
尾
崎
行
雄

の
理
解
は
得
た
も
の
の
、
市
会
に
よ
っ
て
握
り
潰
さ

れ
て
し
ま
う
。

　
へ
こ
た
れ
な
い
浅
野
は
、
次
に
東
京
－
横
浜
間
の

運
河
を
つ
く
ろ
う
と
企
て
た
。
そ
れ
も
遠
浅
の
海
の

沖
合
に
防
波
堤
を
築
き
、
陸
と
の
間
に
運
河
を
掘
る

だ
け
で
な
く
、
発
生
し
た
土
砂
に
よ
り
、
海
面
を
埋

め
立
て
て
、
大
工
業
地
帯
を
同
時
に
造
成
し
よ
う
と

い
う
「
一
石
二
鳥
」
の
計
画
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
埋
立
工
事
費
は
土
地
の
売

却
で
短
期
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
東
京
帝
国
大
学
広
井
勇
教
授
の
助
け
を
借
り
て
ま

と
め
あ
げ
ら
れ
た
埋
立
計
画
は
、
規
模
に
し
て
多
摩

川
か
ら
鶴
見
川
河
口
に
至
る
ま
で
の
、
実
に
百
三
十

万
坪
（
約
四
百
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
及
ん
だ
。

　
あ
ま
り
の
規
模
の
大
き
さ
に
驚
い
た
神
奈
川
県
は

許
可
を
保
留
す
る
。
だ
が
、
何
度
か
折
衝
の
後
、
確

か
な
金
融
関
係
者
の
連
署
が
あ
れ
ば
、
と
い
う
条
件

を
引
き
出
し
た
浅
野
は
、
日
頃
か
ら
付
き
合
い
の
深

い
銀
行
家
安
田
善
次
郎
を
訪
ね
た
の
だ
っ
た
。

　
示
さ
れ
た
計
画
を
一
瞥
（
べ
つ
）
し
た
安
田
は
、

「
こ
の
事
業
は
、
わ
が
国
経
済
の
将
来
に
影
響
を
及

ぼ
す
大
き
な
も
の
で
す
。
一
日
も
ゆ
る
が
せ
に
は
で

き
ま
せ
ん
。
さ
っ
そ
く
現
地
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
、
自
ら
計
画
地
の
踏
査
を
申
し
出
た
。

　
安
田
が
行
っ
て
み
る
と
、
地
形
は
屈
曲
し
た
湾
を

な
し
て
お
り
、
多
摩
川
か
ら
流
出
す
る
土
砂
は
海
岸

一
面
に
堆
積
し
て
沖
合
ま
で
浅
瀬
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
左
右
に
東
京
・
横
浜
の
二
大
都
市
を
控
え
、

背
後
に
は
東
海
道
線
の
鉄
道
が
走
っ
て
い
る
の
で
、

将
来
の
理
想
的
工
業
地
帯
と
し
て
申
し
分
な
い
。

　
三
日
三
晩
の
視
察
か
ら
帰
っ
た
安
田
は
、
浅
野
の

計
画
が
十
分
見
込
み
の
あ
る
事
業
だ
と
確
信
し
、
投

資
を
約
束
し
た
。
そ
の
と
き
二
人
の
目
に
は
、
製
造

業
の
大
集
積
地
と
な
る
京
浜
工
業
地
帯
の
将
来
の
姿

が
見
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
五
十
六
十
鼻
た
れ
小
僧
、
男
盛
り
は
八
・
九
十
」

　
こ
の
頃
八
十
歳
近
く
な
っ
て
い
た
安
田
が
、
十
歳

年
下
の
浅
野
に
送
っ
た
戯
れ
歌
で
あ
る
。

　
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
、
渋
沢
栄
一
ら
に

も
参
加
を
仰
い
で
設
立
さ
れ
た
鶴
見
埋
立
組
合
は
、

規
模
を
百
五
十
万
坪
（
約
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
拡

大
し
た
埋
立
計
画
を
、
神
奈
川
県
に
改
め
て
出
願
し

た
。

　
事
業
免
許
が
下
っ
た
の
は
翌
一
九
一
三
（
大
正
二
）

年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

２
一
浅
野
総
一
郎
の
業
績

　
こ
こ
で
京
浜
埋
立
に
至
る
、
浅
野
総
一
郎
の
業
績

に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
（
図
―
１
）
。

　
浅
野
総
一
郎
は
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
現
在

の
富
山
県
氷
見
（
ひ
み
）
市
で
町
医
者
の
子
と
し
て

生
ま
れ
た
。
医
者
を
継
ぐ
の
が
嫌
だ
っ
た
彼
は
、
若

い
頃
か
ら
加
賀
の
豪
商
銭
谷
五
兵
衛
に
憧
れ
て
商
人

を
目
指
し
た
。
北
海
道
か
ら
江
戸
、
大
坂
に
及
ぶ
広

い
商
圏
で
海
運
業
を
営
み
、
河
北
潟
な
ど
の
埋
め
立

て
を
行
っ
た
五
兵
衛
の
活
動
は
、
奇
妙
に
後
の
総
一

郎
の
業
績
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
大
志
を
抱
く
者
に
と
っ
て
、
古
い
秩
序
の
残
っ
て

い
る
富
山
の
一
地
方
で
、
さ
さ
や
か
で
安
定
し
た
一

生
を
送
る
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
浅
野
は
、
織

機
業
、
醤
油
醸
造
、
稲
扱
（
こ
）
き
機
販
売
と
新
し

い
商
売
に
手
を
出
す
が
、
す
ぐ
夢
が
広
が
り
す
ぎ
て
、

こ
と
ご
と
く
失
敗
す
る
。
さ
ら
に
近
村
の
庄
屋
の
入

り
婿
に
な
っ
て
、
産
物
会
社
を
設
立
す
る
が
、
こ
れ

も
倒
産
し
、
「
総
一
郎
で
は
な
く
損
一
郎
だ
」
と
言

わ
れ
て
、
養
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ

い
に
は
、
金
貸
し
か
ら
借
り
た
大
金
の
返
済
催
促
に

耐
え
兼
ね
て
、
東
京
に
出
奔
し
た
の
が
二
十
五
歳
の

と
き
で
あ
る
。

　
維
新
直
後
の
東
京
で
、
夏
に
冷
た
い
水
を
売
る

「
冷
や
っ
こ
い
屋
」
を
し
て
糊
口
を
凌
（
し
の
）
い

だ
浅
野
は
、
秋
に
な
る
と
横
浜
に
出
る
こ
と
と
し
た
。

当
時
の
横
浜
は
、
文
明
開
化
の
中
心
地
で
あ
り
、
古

い
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
国
際
貿
易
港
と
し
て
、

国
中
か
ら
成
功
を
夢
見
る
若
い
商
人
た
ち
が
集
ま
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
富
山
か
ら
夜
逃
げ
し
て
き
た
浅
野
に
は
、

商
売
を
始
め
よ
う
に
も
元
手
が
な
い
。
そ
こ
で
彼
は

農
家
で
捨
て
て
い
る
竹
の
皮
を
仕
入
れ
て
、
も
の
を

包
む
容
器
と
し
て
売
る
商
売
を
始
め
た
。
そ
れ
は
彼

に
と
っ
て
、
は
じ
め
て
の
商
売
の
成
功
に
な
っ
た
が
、

小
規
模
な
事
業
で
満
足
す
る
浅
野
で
は
な
い
。
彼
は

竹
の
皮
か
ら
薪
炭
へ
、
さ
ら
に
石
炭
へ
と
扱
い
品
目

を
増
や
し
、
事
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　
こ
う
し
て
商
売
も
順
調
に
行
き
は
じ
め
た
頃
、
石

炭
を
納
め
て
い
る
役
所
や
工
場
で
浅
野
が
目
に
と
め

た
の
が
、
処
理
に
困
っ
て
山
積
み
に
し
た
り
、
穴
を

掘
っ
て
埋
め
て
い
た
、
石
炭
の
廃
物
で
あ
る
コ
ー
ク

ス
や
コ
ー
ル
タ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
竹
の
皮
で
得
た

「
世
の
中
に
不
要
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
教
訓
を

一
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生
か
し
、
技
術
者
を
雇
い
検
討
を
加
え
て
、
コ
ー
ク

ス
を
燃
料
と
し
て
再
利
用
し
た
り
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル

か
ら
石
炭
酸
を
取
り
出
し
て
、
コ
レ
ラ
の
消
毒
薬
に

し
て
販
売
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
れ
ら
の
成
功

に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
「
損
一
郎
」
は
い
ま
や
「
廃

品
利
用
の
天
才
」
と
呼
ば
れ
、
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル

の
先
駆
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
王
子
製
紙
の
工
場
か
ら
コ
ー
ク
ス
を
引
き
取
っ
た

こ
と
が
縁
と
な
っ
て
、
浅
野
は
社
長
を
し
て
い
た
渋

沢
栄
一
の
家
に
招
か
れ
た
。
当
時
渋
沢
は
大
蔵
省
を

辞
し
て
野
に
下
り
、
実
業
界
の
向
上
、
発
展
の
た
め
、

第
一
銀
行
、
銀
行
集
会
所
、
手
形
交
換
所
、
東
京
商

工
会
議
所
を
設
立
し
て
い
た
。
社
会
的
意
義
の
あ
る

事
業
を
、
民
間
人
と
し
て
長
期
的
視
野
で
や
っ
て
い

こ
う
と
す
る
渋
沢
の
経
営
理
念
は
、
若
い
浅
野
を
感

銘
さ
せ
、
か
つ
て
富
山
時
代
に
も
っ
て
い
た
企
業
家

と
し
て
の
夢
を
広
が
ら
せ
た
。

　
渋
沢
の
方
は
豪
放
な
性
格
の
浅
野
に
、
自
分
に
は

な
い
企
業
家
と
し
て
の
才
能
を
み
た
。
大
き
な
夢
を

描
き
な
が
ら
、
知
恵
を
絞
っ
て
努
力
し
、
何
と
し
て

も
事
業
を
や
り
抜
く
、
浅
野
の
性
格
は
こ
れ
か
ら
の

日
本
に
必
要
な
製
造
業
の
経
営
に
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。

三
菱
や
三
井
の
よ
う
に
政
界
と
結
び
つ
か
ず
、
暖
簾

も
人
脈
も
な
い
、
徒
手
空
拳
の
若
者
を
助
け
て
や
ろ

う
。
愛
嬌
の
あ
る
浅
野
の
性
格
を
気
に
入
っ
た
渋
沢

は
、
そ
う
決
意
し
た
。

　
経
済
界
の
指
導
者
渋
沢
栄
一
の
知
遇
を
得
た
浅
野

が
、
ま
ず
目
を
つ
け
た
の
が
、
深
川
の
セ
メ
ン
ト
工

場
で
あ
る
。
明
治
の
初
期
、
銀
座
に
煉
瓦
で
で
き
た

西
洋
的
な
街
を
実
現
す
る
た
め
、
官
営
で
設
立
さ
れ

た
同
工
場
は
、
当
時
大
量
の
赤
字
を
出
し
て
休
業
し

て
い
た
。
浅
野
は
そ
れ
を
何
と
か
再
開
し
た
い
と
言
っ

て
、
渋
沢
に
協
力
を
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
深
川
工
場
は
三
井
や
三
菱
が
、
倉
庫
や
別
荘
の
土

地
と
し
て
着
目
し
、
同
様
に
払
い
下
げ
を
申
請
し
て

い
た
が
、
彼
ら
は
セ
メ
ン
ト
事
業
自
体
に
は
興
味
を

示
し
て
い
な
い
。

　
他
方
、
浅
野
は
あ
く
ま
で
セ
メ
ン
ト
に
こ
だ
わ
っ

た
。
事
業
の
将
来
性
を
危
ぶ
む
渋
沢
に
、
彼
は
東
京

に
出
て
き
た
頃
、
風
呂
屋
で
「
赤
猫
」
と
い
う
言
葉

を
耳
に
し
た
経
験
を
話
し
た
。
赤
猫
と
は
江
戸
の
名

物
で
あ
る
火
事
の
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
東
京
が
近
代

都
市
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
は
、
建
築
の
不

燃
化
が
必
要
で
あ
り
、
セ
メ
ン
ト
の
需
要
も
伸
び
る

筈
だ
、
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
市
区
改
正
」
の
審
査
委
員
を
つ
と
め
、
不
燃
都

市
実
現
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
渋
沢
は
、
こ
の

言
葉
に
強
く
動
か
さ
れ
、
彼
の
口
利
き
に
よ
っ
て
払

い
下
げ
は
実
現
す
る
。

　
浅
野
は
深
川
工
場
の
一
角
に
家
族
で
引
っ
越
し
、

毎
朝
六
時
に
従
業
員
を
門
で
出
迎
え
、
一
日
中
彼
ら

と
一
緒
に
な
っ
て
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
。
自
宅
を

工
場
か
ら
離
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
周
囲
か
ら
の
忠

告
も
、
彼
は
き
か
な
か
っ
た
。
壮
大
な
夢
を
描
き
な

が
ら
、
ア
イ
デ
ア
を
駆
使
し
、
現
場
主
義
で
実
行
し

て
い
く
姿
勢
は
、
の
ち
の
京
浜
埋
立
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
く
企
業
家
浅
野
総
一
郎
の
特
徴
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
浅
野
は
セ
メ
ン
ト
事
業
の
資
金
援
助
を
、

同
郷
の
先
輩
で
あ
る
銀
行
家
の
安
田
善
次
郎
に
頼
み

込
ん
だ
。
安
田
は
現
在
の
富
士
銀
行
、
安
田
火
災
、

安
田
生
命
等
の
創
始
者
に
あ
た
る
。
「
勤
倹
堂
（
き

ん
け
ん
ど
う
）
主
人
」
と
自
ら
称
し
、
そ
の
吝
嗇

（
り
ん
し
ょ
く
）
ぶ
り
は
、
あ
る
慈
善
事
業
に
「
寄

付
す
れ
ば
、
男
爵
に
し
て
や
る
」
と
政
府
か
ら
言
わ

れ
た
と
き
も
即
座
に
断
つ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ぐ

ら
い
だ
が
、
逆
に
壮
大
な
夢
に
は
惜
し
げ
も
な
く
金

を
注
ぎ
込
む
、
真
の
意
味
の
銀
行
家
で
も
あ
っ
た
。

　
安
田
は
十
歳
年
下
の
浅
野
に
、
自
分
が
も
っ
て
い

な
い
企
業
家
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
み
た
。
後
に
安

田
は
東
京
市
長
後
藤
新
平
に
「
あ
な
た
に
だ
け
は
聞

い
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
っ
て
、
浅
野
を
こ

う
評
し
て
い
る
。

　
「
一
体
金
な
る
も
の
は
集
め
る
も
よ
ろ
し
い
が
、
さ

て
集
め
て
見
る
と
散
ず
る
の
が
大
儀
に
な
る
よ
う
で

あ
る
。
御
承
知
の
浅
野
総
一
郎
と
い
う
男
は
な
か
な

か
大
胆
な
計
画
を
立
て
、
金
を
投
ず
る
の
に
苦
労
し

て
い
る
人
で
す
。
…
…
あ
れ
だ
け
の
仕
事
を
す
る
男

を
援
助
し
て
、
か
り
に
目
的
が
遂
げ
ら
れ
ず
、
資
金

が
丸
潰
れ
に
な
っ
て
も
私
は
さ
ほ
ど
遺
憾
に
は
存
じ

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
決
し
て
浅
野
そ
の
人
に
つ
い
て
い

う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
き
な
仕
事
を
す
る
人

に
大
き
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
は
真
の
国
家
的
に
し

て
且
つ
慈
善
博
愛
の
根
本
義
ま
た
防
貧
の
真
意
に
か

な
う
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
」
（
『
浅
野
総
一

郎
』
）

　
以
後
安
田
は
、
そ
の
沈
着
な
性
格
で
、
豪
放
で
陽

気
な
浅
野
と
、
京
浜
臨
海
部
埋
立
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
事
業
で
長
い
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
い
く
。
人
は

こ
れ
を
「
浅
野
は
エ
ン
ジ
ン
、
安
田
は
石
炭
」
と
呼

ん
だ
。
現
在
の
芙
蓉
グ
ル
ー
プ
が
、
安
田
系
と
浅
野

系
と
い
う
、
旧
二
財
閥
系
企
業
を
主
要
メ
ン
バ
ー
に

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
企
業
家
浅
野
の
業
績
は
、
渋
沢
、
安
田
二
人
と
の

交
友
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
渋
沢
は
東
京
瓦
斯
、

第
一
国
立
銀
行
、
日
本
鉄
道
な
ど
民
間
の
中
で
も
公

共
的
性
格
の
強
い
会
社
を
設
立
し
、
東
京
商
法
会
議

所
を
組
織
す
る
な
ど
、
高
い
社
会
的
理
念
と
識
見
を

も
っ
た
経
済
界
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
安
田
は

幕
末
維
新
の
混
乱
期
に
富
を
蓄
財
し
、
そ
の
後
は
数
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多
く
の
銀
行
を
吸
収
合
併
し
て
い
っ
た
金
融
資
本
家

で
あ
っ
た
。

　
浅
野
は
、
渋
沢
の
よ
う
な
高
い
識
見
を
も
っ
た
実

業
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
安
田
の
よ
う
に
蓄
財
の
才

に
恵
ま
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
は
、

二
人
に
は
な
い
、
大
き
な
夢
を
描
き
、
実
現
に
向
か
っ

て
努
力
邁
進
し
、
事
業
を
成
功
さ
せ
る
才
能
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
た
。
渋
沢
や
安
田
は
工
業
経
営

に
何
度
か
手
を
染
め
な
が
ら
、
浅
野
の
よ
う
に
企
業

家
と
し
て
は
あ
ま
り
成
功
し
て
い
な
い
し
、
逆
に
浅

野
は
一
度
銀
行
経
営
に
乗
り
出
し
な
が
ら
、
巧
く
い

か
ず
、
安
田
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
結
果
と
な
っ
て

い
る
。

　
結
局
渋
沢
、
安
田
、
浅
野
の
三
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
も
つ
識
見
、
金
融
、
企
業
家
の
才
能
を
相
補
い
な

が
ら
、
多
く
の
事
業
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
が
、
京
浜

臨
海
部
埋
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

３
一
京
浜
工
業
地
帯
の
形
成

力
の
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
船
は
、
土
質
と
機
械
の
能
力
が

か
み
合
わ
ず
、
埋
立
計
画
は
遅
れ
気
味
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
急
速
（
き
ゅ
う
き
ょ
）
七
百
五
十
馬
力
の
、
日
本

の
土
質
に
あ
っ
た
国
産
第
一
号
の
ポ
ン
プ
船
が
建
造

さ
れ
、
工
事
は
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
始
め
た
。

　
セ
メ
ン
ト
事
業
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
浅
野
は

工
事
現
場
に
や
っ
て
来
て
、
毎
朝
工
程
の
進
行
を
督

励
し
た
。

　
の
ち
に
東
亜
建
設
工
業
会
長
と
な
る
小
柴
健
太
郎

は
、
シ
ャ
ッ
ポ
を
か
ぶ
り
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
は
い

て
半
ズ
ボ
ン
姿
の
総
一
郎
が
、
顔
だ
け
し
か
覚
え
て

い
な
い
若
い
小
柴
を
、
「
お
い
キ
ミ
、
臨
港
」
と
会

社
名
（
鶴
見
臨
港
鉄
道
）
で
呼
ん
で
、
現
場
を
案
内

さ
せ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

「
そ
の
と
き
感
心
し
た
こ
と
は
、
天
下
の
浅
野
さ
ん

さ
ぞ
こ
わ
い
恰
好
を
し
て
お
伴
を
ゾ
ロ
ゾ
ロ
連
れ
て

く
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
お
供
は
一
人
だ
け
。
恰
好

も
洋
服
は
ヨ
レ
ヨ
レ
だ
し
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
も
つ
ぎ
は

ぎ
だ
ら
け
な
ん
だ
。
側
近
と
か
家
族
は
い
ろ
い
ろ
言

う
け
れ
ど
も
、
『
い
や
、
現
場
へ
行
く
の
に
は
こ
れ

で
た
く
さ
ん
だ
』
つ
て
頑
張
っ
て
、
そ
う
い
う
恰
好

で
ス
テ
ッ
キ
つ
い
て
、
達
者
な
も
ん
で
し
た
よ
」

（
『
東
京
湾
埋
立
物
語
』
）

　
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
、
鶴
見
埋
立
組
合
は
鶴

見
埋
築
会
社
（
現
在
の
東
亜
建
設
工
業
）
へ
と
発
展

し
、
埋
立
は
始
ま
っ
た
。
埋
築
会
社
創
立
時
の
株
式

総
数
は
七
万
株
、
内
浅
野
系
が
二
万
三
千
、
安
田
系

一
万
六
千
、
渋
沢
・
徳
川
系
各
八
千
を
占
め
て
い
る
。

徳
川
系
は
、
か
つ
て
幕
臣
で
あ
っ
た
渋
沢
の
口
利
き

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
埋
立
工
事
の
主
役
は
国
産
の
ポ
ン
プ
船
で
あ
っ
た
。

埋
立
は
カ
ッ
タ
ー
で
掘
り
崩
し
た
土
を
、
ポ
ン
プ
の

力
で
水
と
と
も
に
吸
い
込
ん
で
、
パ
イ
プ
を
通
し
、

海
上
の
埋
立
予
定
地
ま
で
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
最
初
英
国
か
ら
輸
入
し
た
三
百
五
十
馬

　
京
浜
臨
海
部
埋
立
は
運
河
の
開
削
と
工
業
地
帯
の

造
成
と
い
う
一
石
二
鳥
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、

実
は
浅
野
に
は
も
う
一
つ
目
的
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
セ
メ
ン
ト
工
場
の
移
転
で
あ
る
。

　
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
、
浅
野
は
深
川
工

場
に
わ
が
国
初
の
回
転
窯
を
導
入
し
、
四
年
後
に
は

浅
野
セ
メ
ン
ト
の
資
本
金
を
八
十
万
円
か
ら
一
挙
に

五
百
万
円
増
資
、
設
備
の
大
拡
張
を
行
っ
て
い
た
。

払
い
下
げ
の
と
き
、
渋
沢
に
力
説
し
た
よ
う
に
、
日

露
戦
争
後
、
近
代
都
市
へ
脱
皮
す
る
東
京
に
お
い
て
、

セ
メ
ン
ト
の
需
要
は
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
た
。

　
し
か
し
、
設
備
の
拡
張
は
工
場
周
辺
に
セ
メ
ン
ト

の
粉
塵
が
飛
び
散
り
、
地
元
住
民
と
の
間
で
紛
争
を

巻
き
起
こ
す
。
工
場
側
は
防
塵
施
設
の
設
置
な
ど
対

応
策
に
努
め
た
が
、
地
元
住
民
の
納
得
を
得
る
こ
と

が
で
き
ず
、
つ
い
に
明
治
四
十
四
年
、
会
社
、
住
民

の
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
仲
裁
人
を
た
て
て
協
議
し
た
結

果
、
五
年
以
内
に
深
川
工
場
を
撤
去
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。
そ
れ
で
総
一
郎
は
京
浜
埋
立
地
に
最
新

式
の
防
塵
施
設
を
整
備
し
た
新
工
場
を
建
設
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
京
浜
埋
立
に
は
一
石
二
鳥
な
ら
ぬ
、
セ
メ

ン
ト
工
場
移
転
を
加
え
た
運
河
堀
削
と
の
「
一
石
三

島
」
が
目
論
ま
れ
て
い
た
の
だ
。

　
も
っ
と
も
セ
メ
ン
ト
工
場
は
、
移
転
時
期
が
迫
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
埋
立
地
で
は
な
く
、
隣
接

し
た
田
島
村
大
島
新
田
の
臨
海
湿
地
に
建
設
さ
れ
た
。

し
か
も
新
工
場
が
完
成
し
た
大
正
六
年
末
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
導
入
し
た
コ
ッ
ト
レ
ル
式
電
気
集
塵
機
が
効

果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
、
深
川
工
場
の
閉
鎖
は

白
紙
に
戻
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
京
浜
臨
海
部
埋
立
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ

た
セ
メ
ン
ト
工
場
移
転
は
、
深
川
工
場
の
存
続
に
加

え
て
、
川
崎
新
工
場
の
操
業
と
い
う
予
想
外
の
結
果

を
生
む
こ
と
と
な
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
好

景
気
、
関
東
大
震
災
の
復
興
の
な
か
で
、
供
給
能
力

を
大
き
く
伸
ば
し
た
浅
野
セ
メ
ン
ト
は
莫
大
な
利
益

を
生
む
こ
と
と
な
る
。

　
京
浜
臨
海
部
に
最
初
立
地
し
た
工
場
の
多
く
は
、

浅
野
系
で
あ
っ
た
。

一
特
集
・
京
浜
臨
海
部
再
編
整
備
・
Ⅰ
世
界
に
開
か
れ
た
海
上
産
業
都
市
づ
く
り
③
京
浜
臨
海
部
と
浅
野
総
一
郎
―
先
人
た
ち
の
遺
産
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代
表
的
な
も
の
が
、
浅
野
の
女
婿
で
あ
る
白
石
元

治
郎
、
渋
沢
の
女
婿
大
川
平
三
郎
、
そ
し
て
製
鉄
技

術
者
今
泉
嘉
一
郎
ら
に
よ
っ
て
、
一
九
一
二
（
明
治

四
十
五
）
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
鋼
管
で
あ
る
。
同

社
は
民
間
に
よ
る
製
鉄
、
と
く
に
継
目
無
し
鋼
管
製

造
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
埋
立
予
定

地
に
隣
接
す
る
南
渡
田
に
最
初
の
製
鉄
所
を
建
設
、

や
が
て
工
場
を
埋
立
地
に
拡
張
し
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
総
一
郎
自
身
も
同
じ
頃
鶴
見
に
設
立
し
た

浅
野
製
鉄
造
船
（
一
時
「
浅
野
造
船
所
」
と
も
呼
称
）

と
後
に
合
併
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
東

京
瓦
斯
、
沖
電
気
な
ど
浅
野
や
渋
沢
に
縁
の
あ
る
会

社
の
工
場
も
、
埋
立
地
に
立
地
し
た
。
（
図
―
２
）

　
関
東
大
震
災
後
は
、
芝
浦
製
作
所
、
富
士
電
機
、

日
清
製
粉
、
日
本
石
油
、
三
井
物
産
な
ど
浅
野
財
閥

に
属
さ
な
い
企
業
も
、
新
設
や
破
壊
さ
れ
た
工
場
の

移
転
先
と
し
て
、
埋
立
地
を
購
入
し
は
じ
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
鶴
見
・
川
崎
の
震
災
被
害
が
、

火
災
の
延
焼
を
免
れ
た
こ
と
、
埋
立
地
の
地
盤
が
強

固
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
地
域
の
安
全
性
、

工
事
の
優
秀
性
が
立
証
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
浅
野
は
京
浜
臨
海
部
埋
立
を
総
合
的
な
地
域
開
発

と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
例
え
ば
、
交
通
で
は
物
流

と
従
業
員
の
通
勤
の
た
め
に
鶴
見
臨
海
鉄
道
を
設
立
、

現
在
の
Ｊ
Ｒ
鶴
見
線
を
敷
い
て
い
る
。
そ
の
駅
名
が

「
浅
野
」
や
「
安
善
」
（
安
田
善
次
郎
）
「
武
蔵
白
石
」

（
白
石
元
治
郎
）
「
大
川
」
（
大
川
平
三
郎
）
「
扇
町
」

（
扇
は
浅
野
の
家
紋
）
な
ど
京
浜
臨
海
部
埋
立
の
功

労
者
た
ち
に
ち
な
ん
で
い
る
の
は
、
か
つ
て
の
な
ご

り
で
あ
る
。
ま
た
浅
野
は
南
武
鉄
道
や
京
浜
急
行
の

経
営
に
も
参
加
し
て
い
る
。

　
京
浜
埋
立
地
の
各
工
場
に
供
給
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
関
し
て
は
、
渋
沢
、
安
田
ら
と
つ
く
っ
た
東
京
瓦

斯
が
製
造
所
を
新
設
し
た
ほ
か
、
水
道
、
電
気
な
ど

の
会
社
を
新
し
く
つ
く
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
彼
は
労
働
者
の
た
め
の
病
院
・
住
宅
を
建

設
し
、
京
浜
工
業
地
帯
を
見
下
ろ
す
新
子
安
の
高
台

に
、
技
術
者
を
養
成
す
る
教
育
機
関
と
し
て
、
現
在

の
浅
野
学
園
を
創
立
し
た
。
学
園
内
に
工
場
を
設
け

た
教
育
シ
ス
テ
ム
も
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、
「
労
働
・
遊

戯
・
勉
強
」
の
重
視
や
、
「
公
立
の
中
学
よ
り
も
授

業
料
の
安
い
私
立
中
学
」
を
目
指
し
た
と
い
う
話
は
、

如
何
に
も
浅
野
ら
し
い
。

　
ま
た
晩
年
に
は
、
京
浜
臨
海
部
を
生
産
機
能
に
偏

重
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
百
貨
店
や
宝
塚
の
よ

う
な
遊
園
地
を
つ
く
り
、
少
女
歌
劇
団
や
女
優
養
成

の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

（
『
父
の
抱
負
』
）
。
も
し
浅
野
が
も
う
少
し
長
生
き
し

て
い
た
ら
、
彼
は
小
林
一
三
の
よ
う
に
、
レ
ジ
ャ
ー

や
文
化
、
住
宅
と
い
っ
た
生
活
産
業
の
分
野
に
も
大
々

的
に
進
出
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

４
一
浅
野
の
死
と
臨
海
部
の
発
展

　
浅
野
が
出
願
し
た
埋
立
が
完
了
し
た
の
は
一
九
二

七
（
昭
和
二
）
年
、
欧
米
の
港
湾
を
視
察
し
て
感
嘆

の
声
を
あ
げ
て
か
ら
実
に
三
十
年
、
埋
立
開
始
か
ら

十
四
年
を
要
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ま
だ
最
初
の

夢
の
一
部
で
し
か
な
く
、
八
十
歳
の
彼
は
鶴
見
埋
築

会
社
を
東
京
湾
埋
立
会
社
と
改
称
、
千
葉
沖
に
も
新

た
な
埋
立
を
行
お
う
と
計
画
す
る
。

　
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
こ
っ
た
株
価
大
暴

落
の
影
響
は
、
世
界
大
恐
慌
と
し
て
日
本
を
も
巻
き

込
み
、
震
災
復
興
の
好
景
気
は
急
速
に
し
ぼ
ん
で
い
っ

た
。
安
田
が
右
翼
の
凶
刃
に
倒
れ
た
後
、
浅
野
の
夢

に
巨
額
の
資
金
を
出
そ
う
と
す
る
銀
行
は
少
な
く
、

京
浜
の
埋
立
地
も
売
れ
残
っ
た
。
「
東
の
浅
野
、
西

の
金
子
」
と
積
極
経
営
で
並
び
称
さ
れ
た
金
子
直
吉

が
率
い
る
鈴
木
商
店
が
倒
産
し
た
よ
う
に
、
浅
野
財

閥
も
窮
迫
の
状
況
に
陥
っ
た
。

　
危
機
感
を
も
っ
た
浅
野
は
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）

年
五
月
、
欧
米
諸
国
視
察
の
旅
に
出
発
す
る
。
初
め

て
の
外
遊
の
折
り
、
欧
米
の
近
代
的
港
湾
を
見
て
、

東
京
港
築
港
と
京
浜
運
河
開
削
を
思
い
立
っ
た
よ
う

に
、
彼
は
再
び
新
し
い
事
業
の
種
を
見
つ
け
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
新
事
業
へ
の
充
電
の
つ
も
り
で
出
発
し
た
浅
野
が

病
の
床
に
つ
い
た
の
は
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
、
ベ
ル

リ
ン
に
お
い
て
で
あ
る
。
食
道
癌
と
い
う
診
断
を
聞

い
た
彼
は
、
「
そ
れ
は
大
変
だ
。
仕
事
を
急
が
ね
ば
」

と
、
今
後
の
事
業
構
想
を
病
床
で
秘
書
に
記
録
さ
せ

な
が
ら
死
ん
だ
。
ま
さ
に
死
の
日
ま
で
浅
野
総
一
郎

は
「
事
業
の
鬼
」
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
徳
富
蘇
峰
は
、

浅
野
を
「
非
凡
な
る
脱
線
的
人
物
」
と
評
し
、
「
浅

野
君
の
本
領
は
、
常
に
仕
事
を
主
に
、
利
益
を
従
と

し
、
孜
々
止
ま
ず
、
一
生
の
努
力
か
ら
、
そ
の
仕
事

の
上
に
捧
げ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
子
孫
の
た

め
の
計
り
ご
と
と
い
う
こ
と
は
、
浅
野
君
に
と
っ
て

図一２　「東京湾埋立株式会社事業案内」より

は
、
付
け
た
り
ご
と
と
思
う
」
と
書
い
て
い
る
。
浅

野
は
あ
く
ま
で
も
民
間
企
業
家
と
し
て
、
京
浜
工
業

地
帯
を
構
想
し
、
実
現
し
た
。
そ
し
て
そ
の
底
に
は
、

渋
沢
や
安
田
と
共
通
す
る
、
明
治
の
実
業
家
と
し
て

の
大
き
な
夢
と
雄
渾
な
精
神
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
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う
。

　
　
浅
野
の
民
間
と
し
て
の
精
神
が
、
そ
の
死
後
も
受

　
け
継
が
れ
た
好
例
が
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の

　
日
本
鋼
管
に
よ
る
製
鉄
合
同
不
参
加
で
あ
る
。
日
中



な
い
。

戦
争
下
の
軍
事
産
業
体
制
確
立
を
目
指
し
た
、
政
府

主
導
に
よ
る
製
鉄
合
同
の
動
き
に
対
し
、
浅
野
の
女

婿
白
石
元
治
郎
は
統
制
経
済
が
企
業
の
柔
軟
性
を
失

わ
せ
、
技
術
発
展
を
鈍
ら
せ
る
と
い
う
危
惧
を
も
っ

て
反
対
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
川
崎
の
扇
町
に
高
炉

を
建
設
、
浅
野
製
鉄
造
船
と
合
併
し
て
、
官
営
の
八

幡
を
中
心
と
し
た
日
本
製
鉄
に
対
抗
の
姿
勢
を
示
し

た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
壊
滅
的
打
撃
を
蒙
っ

た
京
浜
工
業
地
帯
が
、
戦
後
不
死
鳥
の
よ
う
に
よ
み

が
え
り
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
を
築
い
て
い
っ
た

の
も
、
浅
野
、
安
田
、
渋
沢
そ
し
て
白
石
ら
が
、
こ

の
地
に
託
し
た
夢
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
と
こ
ろ
大

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
の
後
の
環
境
問
題
、
そ
し
て
昨
今
の
産
業
構
造

の
転
換
と
い
っ
た
情
勢
の
も
と
で
、
京
浜
工
業
地
帯

は
、
埋
立
時
代
、
戦
後
の
復
興
に
つ
づ
く
、
第
三
の

創
世
期
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
述
べ
る
紙
幅
は
既
に
な
い
が
、
浅
野
た
ち

が
こ
め
た
民
間
の
活
力
、
た
く
ま
ざ
る
企
業
家
精
神

は
、
な
お
こ
の
地
域
の
未
来
を
切
り
開
く
鍵
と
な
り

得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
浅
野
が
竹
の

皮
や
コ
ー
ル
タ
ー
ル
で
得
た
廃
物
利
用
の
知
恵
は
、

こ
の
地
域
に
蓄
積
さ
れ
た
高
度
な
環
境
技
術
と
結
び

つ
い
て
、
従
来
の
工
場
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
さ
せ
る
水

と
緑
に
囲
ま
れ
、
生
産
と
生
活
が
融
合
し
た
街
へ
と
、

京
浜
臨
海
部
が
変
貌
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
に
違
い

　
ま
た
浅
野
の
総
合
的
地
域
開
発
の
視
点
や
実
行
力

も
、
今
後
の
都
市
開
発
に
一
石
を
投
じ
て
い
よ
う
。

　
か
つ
て
浅
野
が
感
銘
を
受
け
た
ロ
ン
ド
ン
、
テ
ー

ム
ズ
河
岸
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
は
今
や
業
務
、
研
究
開
発
、

商
業
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
、
住
宅
な
ど
を
含
ん
だ
、
新
し

い
町
へ
と
再
開
発
さ
れ
、
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
、

京
浜
臨
海
部
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
く
の
か
。
ま
た
変
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

　
シ
ャ
ッ
ポ
を
か
ぶ
り
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
に
半
ズ
ボ

ン
の
い
で
た
ち
で
、
小
高
い
新
子
安
の
丘
に
立
つ
浅

野
総
一
郎
の
銅
像
は
、
そ
れ
を
好
奇
心
に
満
ち
た
目

で
今
日
も
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
主
要
参
考
文
献
）

浅
野
総
一
郎
（
二
代
）
・
良
三
『
浅
野
総
一
郎
』

（
一
九
二
三
）
愛
信
社

浅
野
総
一
郎
（
二
代
）
『
ひ
も
か
が
み
』
（
一
九
二
八
）

浅
野
文
庫

同
『
父
の
抱
負
』
（
一
九
三
一
）
浅
野
文
庫

北
林
惣
吉
『
浅
野
総
一
郎
伝
』
（
一
九
三
〇
）
千
倉

　
書
房

城
山
三
郎
『
野
性
の
人
び
と
』
（
一
九
八
一
）

　
文
春
文
庫

田
村
明
『
都
市
ヨ
コ
ハ
マ
物
語
』
（
一
九
八
九
）

時
事
新
報
社
新
田
純
子
「
総
一
郎
を
歩
く
」
『
ク
ラ

ク
シ
ョ
ン
』
　
連
載
中

矢
野
竜
渓
『
安
田
善
次
郎
伝
』
（
一
九
一
五
）

　
中
公
文
庫

　
『
浅
野
関
係
会
社
名
簿
』
（
一
九
四
一
）

　
『
浅
野
総
一
郎
一
代
記
』
（
絵
巻
）
（
時
期
不
明
）

　
『
川
崎
市
史
』
（
一
九
六
八
）

　
『
鶴
見
区
史
』
（
一
九
八
二
）

　
『
鉄
鋼
巨
人
伝
・
白
石
元
治
郎
』
（
一
九
六
七
）

　
鉄
鋼
新
聞
社

　
『
東
京
湾
埋
立
株
式
会
社
事
業
案
内
』
（
時
期
不
明
）

　
『
東
京
湾
埋
立
物
語
』
（
一
九
八
九
）
東
亜
建
設
工

業　
『
日
本
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
百
年
史
』
（
一
九
八
五
）

　
『
日
本
鋼
管
株
式
会
社
七
十
年
史
』
（
一
九
八
二
）

東
秀
紀
「
浅
野
総
一
郎
と
京
浜
工
業
地
帯
」

　
　
『
江
戸
・
東
京
を
造
っ
た
人
々
…
都
市
の
プ
ラ
ン

　
ナ
ー
た
ち
』
（
一
九
九
三
）
所
収

　
ま
た
本
稿
執
筆
に
は
、
総
一
郎
の
お
孫
さ
ん
に
あ

た
る
浅
野
五
郎
（
浅
野
總
業
会
長
）
、
新
田
純
子

（
作
家
）
両
氏
の
お
話
を
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

新
田
氏
は
来
年
浅
野
総
一
郎
を
主
人
公
と
し
た
小
説

を
主
婦
の
友
社
よ
り
発
表
予
定
と
の
こ
と
。
そ
の
成

果
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

〈
日
本
鋼
管
株
式
会
社
総
合
都
市
開
発
事
業
部
次
長
〉

一
特
集
・
京
浜
臨
海
部
再
編
整
備
・
Ⅰ
世
界
に
開
か
れ
た
海
上
産
業
都
市
づ
く
り
③
京
浜
臨
海
部
と
浅
野
総
一
郎
―
先
人
た
ち
の
遺
産
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