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「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

◇
途
中
中
断
の
お
詫
び

　

な
ん
と
い
っ
て
も
先
立
つ
こ
と
は
、
先

号
の
（
途
中
中
断
）
の
お
詫
び
で
す
。
こ

の
不
体
裁
は
「
一
般
的
な
出
版
業
務
」
で

あ
っ
た
な
ら
、
関
係
者
全
員
が
問
答
無
用

で
ク
ビ
に
な
っ
て
も
当
然
の
事
柄
で
す
。

そ
れ
は
い
く
ら
関
係
者
が
不
体
裁
に
な
っ

た
理
由
や
原
因
を
述
べ
て
謝
っ
て
み
て

も
、「
許
さ
れ
な
い
」
事
柄
だ
と
い
え
ま
し

ょ
う
。
ま
た
当
事
者
側
と
し
て
も
反
省
し

て
も
し
た
り
な
い
こ
と
を
厳
し
く
自
覚
し

て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
と
こ

ろ
が
こ
の
「
変
わ
り
行
く
都
市
像
」
の
場

合
は
、
図
書
館
の
方
針
で
編
集
業
務
を
継

続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
今
後
と

も
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

◇
敗
戦
直
後
の
東
京
事
情

　
「
中
央
区
立
京
橋
図
書
館
の［
郷
土
室
だ

よ
り
］
に
「
区
立
の
図
書
館
事
情
が
見
当

た
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

2
0
2
0
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備

が
各
方
面
で
活
発
化
し
て
き
た
た
め
に
、

区
立
図
書
館
所
有
の
約
50
年
前
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
関
係
資
料
の
存
在
と
、
そ
の

検
索
方
法
を
思
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　

こ
れ
を
機
会
に
改
め
て
「
敗
戦
直
後
の

東
京
都
の
区
部
」
の
変
化
の
一
端
を
見
よ

う
。
そ
れ
が
現
在
の
東
京
の
地
方
制
度
の

《
原
点
》
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
《
原
点
》
と
は
、
米
空
軍
の
「
東

京
大
空
襲
」
の
被
害
は
均
一
的
な
も
の
で

は
な
く
、
軍
需
工
業
地
区
へ
の
攻
撃
が
主

だ
っ
た
た
め
に
、
江
東
地
区
＝
城
東
地
区

が
最
も
被
害
が
大
き
く
、
同
じ
周
辺
部
で

も
農
地
の
多
か
っ
た
西
郊
の
山
の
手
地
域

へ
の
空
襲
被
害
は
微
少
だ
っ
た
と
い
う
地

域
的
特
徴
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
被
害
状
況
差
は
、
都
市
部
の
商
業

地
（
町
）
の
場
合
は
政
治
・
経
済
を
は
じ

め
、
す
べ
て
の
高
度
の
「
都
市
的
機
能
」

を
持
っ
て
い
た
戦
災
地
に
特
徴
的
だ
っ

た
。
現
在
の
中
央
区
の
範
囲
が
ど
の
よ
う

な
戦
災
を
経
て
き
た
か
は
、「
区
史
＝
区
の

歴
史
」
と
く
に
震
災
以
後
の
「
沿
革
」
通

り
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

も
う
少
し
補
足
す
る
と
東
京
の
商
業
活

動
の
中
心
地
だ
っ
た
日
本
橋
区
は
、
お
も

に
現
千
代
田
区
内
に
成
立
し
た
国
政
・
司

法
セ
ン
タ
ー
（
陸
海
軍
部
も
含
む
）
な
ど

に
勤
務
す
る
公
務
員
・
軍
人
は
じ
め
、
丸

の
内
で
代
表
さ
れ
る
大
企
業
の
オ
フ
ィ
ス

街
に
出
入
り
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
消
費

需
要
を
引
き
受
け
る
地
区
と
し
て
著
し
く

発
達
し
た
。

　

ま
た
そ
の
南
部
に
続
く
京
橋
区
も
「
占

領
下
の
銀
座
」
で
代
表
さ
れ
る
商
店
街
・

飲
食
店
街
と
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
国
鉄
・
地

下
鉄
・
都
電
網
な
ど
の
密
度
の
高
い
配
置

が
あ
り
、
銀
座
を
取
り
巻
く
埋
立
地
を
含

め
て
、
そ
れ
を
日
常
的
に
利
用
す
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
層
の
生
活
は
、
現
在
回
顧
し
て

み
て
も
非
常
に
「
使
い
勝
手
」
の
よ
い
、

「
地
の
利
」を
得
た
場
所
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
当
時
の
都
市
の
あ
り
方
が
適
正
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
「
無
言
」
で
語
り
か
け
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

な
に
し
ろ
占
領
下
と
い
う
特
殊
の
条
件

に
加
え
て
、
物
資
不
足
と
い
う
一
般
的
状

況
の
中
で
の
復
興
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
都
市
構
造
が
必
要
で
あ
り
、
新
中
央

区
内
の
旧
２
区
は
良
く
そ
れ
に
答
え
た

「
町
」だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
国
際
色
豊
か

な
飲
食
店
街
・
劇
場
街
・
映
画
館
街
が
軒

を
な
ら
べ
た
地
域
と
し
て
成
立
し
た
「
豊

か
さ
」
ゆ
え
に
、
日
本
橋
・
京
橋
２
区
の

復
興
は
直
ち
に
占
領
軍
へ
の
便
宜
提
供
を

も
含
む
「
東
京
復
興
の
タ
ネ
火
」
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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◇
「
城
」
を
中
心
に
し
た
地
域
名

　

制
度
的
に
は
東
京
市
全
体
の
35
区
が

22
区
と
な
り
（
た
だ
し
全
体
の
面
積
は

不
変
）、都
市
部
の
焼
け
野
原
の
多
い
地

区
で
は
区
は
統
合
さ
れ
、
周
辺
区
で
は

広
大
す
ぎ
る
面
積
を
分
割
さ
れ
て
新
区

が
誕
生
し
た
地
域
も
で
き
る
と
い
う
措

置
が
見
ら
れ
た
。
現
行
の
23
区
制
は
昭

和
22
年
中
に
「
22
区
へ
の
再
編
成
の
作

業
中
に
」、板
橋
区
か
ら
練
馬
区
が
分
離

し
て
23
区
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
数

え
て
み
る
と
再
編
成
途
中
の
自
治
体
の

増
減
は
、
67
年
前
の
各
自
治
体
の
分
離

と
独
立
現
象
の
「
劇
」
の
一
つ
だ
っ
た
。

　

東
京
の
民
間
に
よ
る
「
地
域
区
分
」

の
特
色
に
、「
江
戸
城
」
が
一
つ
の
目
印

に
な
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
か
ら
城
と

城
外
は
城
門
に
よ
っ
て
厳
し
く
区
別
さ

れ
、
さ
ら
に
そ
の
城
外
も
城
か
ら
の
相

対
的
な
方
向
を
示
す
こ
と
が
加
え
ら
れ

て
い
た
。そ
れ
ゆ
え
に
城
の
東
方
を「
城

東
」、
そ
の
延
長
と
し
て
の
（
江
東
・
墨

東
）
な
ど
と
呼
ぶ
習
慣
は
か
な
り
以
前

か
ら
一
般
化
し
て
い
た
。

　

他
の
方
角
の
場
合
も
同
じ
で
城
東
同

様
に
城
南
（
品
川
～
羽
田
ま
で
）・
城
西

（
新
宿
～
荻
窪
辺
ま
で
）・
城
北
（
浅
草

橋
～
千
住
辺
ま
で
、
場
合
に
よ
れ
ば
足

立
一
帯
ま
で
を
城
北
と
呼
称
す
る
習
慣

も
あ
っ
た
）。

　

そ
の
方
角
別
、
言
い
換
え
る
と
「
城

門
」
の
向
き
別
に
、
そ
の
方
角
を
示
す

呼
称
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
諸
学
校

名
・
金
融
機
関
名
・
企
業
名
な
ど
に
特

に
多
く
使
わ
れ
た
。
現
存
す
る
も
の
も

ま
た
数
多
い
か
ら
、
そ
の
具
体
例
は
省

略
す
る
が
、
か
え
っ
て
公
的
な
名
称
の

中
で
の
「
城
東
区
」
の
存
在
は
か
な
り

珍
し
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

中
央
区
の
西
隣
の
「
城
」
側
に
あ
る

千
代
田
区
も
既
存
の
麹
町
区
と
神
田
区

２
区
の
統
合
で
再
構
成
さ
れ
た
区
で
あ

り
、
そ
の
南
隣
の
港
区
の
場
合
は
芝
･

赤
坂
・
麻
布
３
区
が
統
合
し
て
《
徒
歩

圏
》
で
の
秩
序
が
整
理
さ
れ
て
「
城
南
」

は
じ
め
「
港
南
」・「
港
西
」
の
概
念
の

区
別
が
成
立
し
て
「
港
区
」
に
定
着
し

た
。

　

北
隣
で
は
中
央
区
の
北
東
端
の
浅
草

橋
門
を
基
点
に
、
浅
草
区
と
下
谷
区
が

統
合
し
て
台
東
区
が
成
立
し
、
中
小
企

業
活
動
の
場
…
特
に
市
内
の
軽
工
業
地

帯
の
中
心
部
と
し
て
君
臨
し
た
。
こ
の

地
区
の
河
川
に
沿
っ
た
蔵
前
に
は
江
戸

以
来
の
大
相
撲
が
長
い
間
、
両
国
の
国

技
館
の
再
建
ま
で
興
行
を
続
け
た
。

　

そ
れ
に
上
野
・
浅
草
を
加
え
た
「
城

北
」
は
、
独
自
の
景
観
（
美
術
館
・
動

物
園
な
ど
）
も
見
せ
な
が
ら
安
定
し
て

い
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
北
部
に
は
江
戸

以
来
の
旧
王
子
区
・
滝
野
川
区
の
景
観

が
王
子
神
社
付
近
を
中
心
に
残
っ
た
。

　

紀
伊
半
島
の
名
勝
を
看
板
に
し
た

「
王
子
」・「
滝
野
川
渓
谷
」
の
景
観
は
、

紀
州
出
身
の
将
軍
吉
宗
の
後
援
だ
っ
た

が
、
そ
れ
に
重
ね
て
城
北
の
名
勝
の
多

く
は
北
陸
の
雄
・
加
賀
藩
の
名
残
を
赤

羽
ま
で
維
持
し
続
け
た
道
筋
で
も
あ
っ

た
。

　

明
治
以
後
、
こ
こ
は
は
じ
め
て
鉄
砲

製
作
の
動
力
と
し
て
滝
野
川
の
水
力
利

用
が
始
ま
っ
た
が
、
や
が
て
軍
部
に
よ

り
兵
站
地
帯
化
（
戦
線
後
部
の
補
給
、

休
養
施
設
な
ど
）
さ
れ
た
。
そ
れ
が
戦

後
の
再
開
発
＝
再
整
理
を
受
け
て
、
東

京
の
北
端
「
城
北
」
を
形
成
す
る
に
至

っ
て
い
る
。

◇
「
西
郊
」
＝
「
下
宿
屋
の
町
」

　

千
代
田
区
神
田
の
北
西
側
に
隣
接
し

た
「
西
郊
」
の
中
心
部
、
現
「
文
京
区
」

の
本
郷
・
小
石
川
２
区
の
戦
前
は
、
多

数
に
し
て
広
大
な
教
育
機
関
の
活
躍
の

場
で
あ
り
、
こ
の
地
を
出
入
り
し
て
勉

学
を
重
ね
た
若
者
と
全
国
各
地
と
の
間

の
「
交
通
」
は
、
別
名
「
下
宿
屋
の
町
」

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
生
活
＝
「
東

京
生
活
」
が
、
そ
れ
自
体
の
文
化
活
動

の
一
端
を
形
成
し
た
地
区
だ
っ
た
。
余

計
な
こ
と
を
付
加
え
る
と
現
在
の
出
版

関
連
企
業
の
集
積
は
都
市
企
業
の
「
集

団
転
移
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
も
あ
れ
戦
前
の
経
済
面
で
見
る

と
、
そ
れ
は
膨
大
な
「
全
国
」
と
「
日

常
生
活
」
と
が
郵
便
局
の
銀
行
業
務
の

「
き
づ
な
」で
結
ば
れ
て
い
た
地
区
だ
っ

た
。言
い
換
え
る
と
地
方
の
人
々
が「
東

京
の
場
所
」
と
し
て
金
銭
で
連
帯
で
き

る
場
所
だ
っ
た
。「
出
稼
ぎ
」な
ら
ぬ
全

国
の
か
ら
の
上
京
学
生
の
勉
学
と
生
活

圏
の
形
成
の
場
が
独
自
に
こ
の
地
区
に

育
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
も
「
城
北
」・「
城
西
」

地
区
の
空
襲
で
「
思
い
出
」
だ
け
を
残

し
て
、
一
旦
は
焼
土
と
化
し
た
が
、
や

が
て
新
し
い
景
観
を
形
成
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
の

後
楽
園
と
御
茶
ノ
水
を
起
点
と
し
、
池

袋
間
を
結
ぶ
地
下
鉄
開
通
に
続
く
後
発

の
路
線
の
開
発
が
遅
す
ぎ
た
感
が
あ
っ

た
の
も
、
土
地
柄
の
相
応
の
ロ
ー
ス

ピ
ー
ド
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　

し
か
し
東
京
の
住
宅
地
の
一
角
に
表
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面
的
に
は
［
寺
と
下
宿
］
に
覆
わ
れ
た

若
者
の
住
め
る
広
大
な
「
町
」
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
戦
災
を
境
に
し

て
西
郊
に
《
つ
き
ぬ
け
》
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
こ
の
地
区
の
「
戦
後
」
の
迎
え

方
の
一
つ
の
型
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
以

下
「
近
郊
か
都
市
間
」
を
は
じ
め
東
京

都
区
部
全
域
に
つ
い
て
戦
前
か
ら
戦

災
、
そ
の
復
興
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

の
描
写
は
略
す
）。

◇
都
心
の
「
日
京
２
区
」

　

こ
の
「
日
京
２
区
」
と
は
明
治
11
年

（
１
８
７
８
）の
地
方
制
度
大
改
正
の
中

心
法
規
で
あ
っ
た「
郡
区
町
村
編
成
法
」

体
制
の
自
治
体
名
で
は
な
く
、
昭
和
７

年
10
月
に
発
足
し
た
東
京
市
35
区
制
の

内
の
、
旧
「
日
本
橋
区
」・
旧
「
京
橋

区
」
２
区
が
、
戦
災
激
甚
の
た
め
に
統

合
し
て
中
央
区
と
な
っ
た
地
方
自
治
体

の
旧
称
で
あ
り
、
東
京
23
区
制
度
に
お

け
る
現
在
の
中
央
区
の
前
身
の
２
区
を

意
味
す
る
。

　

こ
の
２
区
を
統
合
し
た
中
央
区
は
旧

区
の
「
日に
っ

本
橋
区
」「
京き
ょ
う

橋
区
」
の
相

互
間
の
諸ち

が

い
事
情
を
表
現
す
る
時
に
は
略

し
て
「
日に
っ
き
ょ
う京」

と
い
う
呼
び
方
・
文
字

を
多
用
し
た
。
旧
両
区
の
頭
文
字
を
取

っ
た
「
日
京
」
で
あ
り
、
と
く
に
多
用

さ
れ
た
の
は
「
日
京
格
差
」
と
い
う
現

象
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
２
区
の
都
市

施
設
に
は
大
き
な
格
差
の
存
在
が
「
あ

っ
た
こ
と
」
と
、
そ
の
解
消
が
占
領
下

の
新
区
政
の
最
重
要
課
題
だ
っ
た
。

　

は
な
し
が
飛
ぶ
が
敗
戦
２
年
目
の
昭

和
22
年
＝
１
９
４
７
年
の
東
京
市
35
区

の
再
編
成
は
、
当
時
の
占
領
軍
の
強
い

意
向
で
命
令
的
に
実
施
さ
れ
た
。
焼
け

野
原
の
都
市
部
の
区
と
、
焼
け
残
っ
た

周
辺
部
の
各
区
と
の
間
に
大
き
な
格
差

が
生
じ
た
こ
と
に
対
す
る
応
急
策
が
必

要
だ
っ
た
。
当
時
の
東
京
は
ほ
ん
の
短

期
間
だ
っ
た
が
「
人
口
４
百
万
人
」
の

《
農
工
都
市
》
を
目
指
し
た
り
も
し
た

（
た
だ
し
そ
の
年
度
中
に
現
実
＝「
人
口

急
増
」
に
追
い
つ
か
れ
破
綻
も
し
て
い

る
）。

　

新
区
の
中
央
区
の
当
面
の
諸
政
策
は

「
日に
っ
き
ょ
う京
格
差
」
の
早
急
な
解
消
を
内
外

か
ら
要
求
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
を
戦
後
の
修
史
事
業
の
経
過
で

見
る
と
、
昭
和
33
年
（
１
９
５
３
）
12

月
25
日
に
『
中
央
区
史
』
上
・
中
・
下

巻
３
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
巻
頭
の

「
序
」
に
は
区
長
自
作
の
「
詩
」
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
初
め
の
部
分

を
掲
げ
て
見
よ
う
。

　
「
か
も
め
と
ぶ
交こ

う　

隅
田
の
ほ
と
り

　

 

自
治
の
理
想
を
大
地
に
樹
て
て

　

 

日
日
の
つ
と
め
に
文
化
の
息
吹
き

　

 

日に
っ
き
ょ
う
京
わ
が
区
の
よ
そ
お
い
あ
ら
た

　

 

中
央
、
中
央
、
わ
が
す
む
と
こ
ろ
」

　
（
２
～
３
番
省
略
）

　
　

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日

　
　

東
京
都
中
央
区
長

　
　

野
宗　

英
一
郎
」
…

　

当
時
の
区
長
の
「
日
京
格
差
」
の
解

消
へ
の
「
意
気
込
み
」
の
ほ
ど
が
察
せ

ら
れ
る
「
詩
」
で
あ
る
。
ま
た
「
修
史

事
業
」
が
そ
の
自
治
体
の
運
営
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
施
策
で
あ
っ
た
こ
と

も
明
ら
か
に
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

そ
れ
以
後
、
歴
代
区
政
の
「
中
心
」

は
区
行
政
に
お
け
る
《
格
差
》
皆
無
を

目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
別

に
特
筆
大
書
す
る
ま
で
も
な
く
行
政
行

為
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
「
時
の
区
長
」
の
努
力
の
如
何
を

問
わ
ず
、
現
実
問
題
と
し
て
は
「
行
政

行
為
」
は
格
差
発
生
装
置
と
し
て
も
作

用
す
る
。

　

そ
れ
が
「
生
き
物
」
と
し
て
の
地
方

自
治
体
の
運
営
に
と
も
な
う
当
然
の
現

象
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
絶
え
ず
注

意
す
べ
き
は
、
自
然
発
生
的
に
「
格
差

発
生
を
意
識
し
な
い
ま
ま
」
に
行
政
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
中
央
区
で
は
、
東
京
都
の

主
導
の「
東
京
百
年
」を
中
心
テ
ー
マ
ー

と
し
た
諸
施
策
、
つ
ま
り
１
８
６
８
年

に
徳
川
幕
府
か
ら
明
治
政
府
に
政
権
交

代
し
た
時
点
か
ら
数
え
て
百
年
後
の
１

９
６
８
年
＝
昭
和
43
年
に
「
東
京
百
年

記
念
日
」
を
定
め
て
、
都
政
施
策
の
中

心
目
標
に
し
て
い
た
の
を
、
中
央
区
の

場
合
は
独
自
に
「
無
視
」
し
て
、
区
政

成
立
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
昭
和
33

年
12
月
25
日
に
『
中
央
区
史
』
上
・
中
・

下
３
冊
（
Ｂ
５
版
で
約
４
千
ペ
ー
ジ
）

を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
独
自
性
は
当

時
の
区
の
財
政
力
の
大
き
さ
を
十
二
分

に
反
映
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
『
中
央
区
史
』
刊
行
の

22
年
後
に
『
中
央
区
三
十
年
史
』（
昭
和

55
年
［
１
９
８
０
］
２
月
29
日
発
行
・

Ｂ
５
版
上
下
２
冊
、
計
２
５
０
０
ペ
ー

ジ
を
超
え
る
大
冊
）
も
刊
行
さ
れ
た
。

日
本
全
国
の
「
高
度
成
長
期
」
時
代
に

成
立
し
た
こ
の
『
中
央
区
三
十
年
史
』

は
、
東
京
・
中
央
区
と
し
て
の
「
戦
後
」

の
変
貌
と
そ
の
制
度
的
発
達
の
実
体
が

描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
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◇
図
書
館
で
資
料
の
刊
行

　

こ
の
『
区
史
』
編
纂
・
出
版
事
業
の

陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
が
、『
中
央
区

史
』
と
は
別
に
毎
年
版
と
し
て
『
中
央

区
年
表
』
の
刊
行
が
挙
げ
ら
れ
る
。
編

者
は
『
区
史
』
と
『
三
十
年
史
』
の
主

任
執
筆
者
だ
っ
た
安
藤
菊
二
先
生
で
、

昭
和
33
年
12
月
の
『
区
史
』
公
刊
以
後
、

昭
和
41
年
３
月
に
「
中
央
区
年
表
」
の

別
冊
『
明
治
文
化
編
』
を
発
刊
、
以
後

昭
和
45
年
12
月
に
は
『
大
正
世
相
篇
』、

昭
和
47
年
９
月
に
は『
昭
和
時
代
１（
震

災
復
興
篇
）』
を
、
さ
ら
に
昭
和
57
年
12

月
に
は
『
続
明
治
文
化
編
』
の
公
刊
を

果
た
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
高
い
評
価
を

得
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
後
も
引
き
続

き
各
年
次
の
「
年
表
」
の
編
集
に
当
た

ら
れ
、
刊
行
事
業
の
中
心
と
な
っ
て
原

稿
執
筆
か
ら
公
刊
に
い
た
る
ま
で
の
業

務
を
主
導
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
ご
高
齢
と
ご
病
気
を
押
し
て

『
中
央
区
三
十
年
史
』の
公
刊
業
務
の
中

心
と
も
な
り
、
ご
活
躍
さ
れ
た
。
こ
の

前
後
約
20
年
間
と
い
う
長
年
月
に
、
区

内
の
諸
事
情
を
編
集
し
た
「
年
表
」
を

作
成
さ
れ
続
け
、
図
書
館
の
郷
土
資
料

群
の
中
心
に
据
え
置
か
れ
た
ご
努
力
と

業
績
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
…
い
つ

か
は
誰
か
が
こ
の
仕
事
を
継
承
し
な
け

れ
ば
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
安
藤
先
生

の
ご
逝
去
に
よ
っ
て
そ
の
人
は
失
わ

れ
、
後
継
者
は
い
ま
だ
に
不
在
の
ま
ま

歳
月
だ
け
は
流
れ
て
い
る
。

　
「
中
央
区
年
表
」編
集
と
い
う
高
度
の

専
門
的
作
業
は
中
断
さ
れ
た
ま
ま
、
そ

の
後
の
年
表
作
成
業
務
は
区
立
小
中
学

校
長
退
職
者
の
適
任
者
に
任
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
…
。

　

そ
れ
と
は
別
に
平
成
６
年
３
月
30
日

か
ら
３
年
度
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
年

度
中
に
『
中
央
区
沿
革
図
集
』［
月
島

篇
］・［
日
本
橋
篇
］・［
京
橋
篇
］
と
分

け
ら
れ
た
地
図
集
が
京
橋
図
書
館
郷
土

資
料
室
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。担
当
は『
東

京
百
年
史
』（
東
京
都
編
）
の
執
筆
を
担

当
し
た
鈴
木
理
生
だ
っ
た
。

　

と
く
に
［
日
本
橋
篇
］・［
京
橋
篇
］

に
は
「
区
民
文
化
財
」
で
あ
る
江
戸
市

政
の
基
本
的
資
料
で
あ
る
各
町
の

沽こ
け
ん
ず

券
図
は
写
真
製
版
に
よ
り
拡
大
復
製

し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
面
の
解
読
を

含
め
て
編
集
し
た
。

　
［
京
橋
篇
］で
は
国
立
国
会
図
書
館
所

有
の
本
区
関
係
の
沽
券
図
の
復
刻
に
あ

た
り
、
当
館
の
解
読
作
業
を
待
っ
て
掲

載
し
た
。
沽
券
図
と
は
い
か
な
る
存
在

だ
っ
た
か
の
解
説
を
か
ね
て
、
各
時
代

の
名
主
・
地
主
・
大
家
な
ど
の
手
跡
を

再
現
し
、
そ
の
意
味
を
解
読
し
た
。
い

ず
れ
も
中
央
区
内
の
「
町
」
の
最
重
要

な
情
報
だ
っ
た
た
め
に
資
料
化
で
き
た

も
の
で
、
大
い
に
そ
の
貴
重
さ
を
誇
り

た
い
資
料
が
世
に
出
た
こ
と
を
特
筆
し

て
置
く
。
な
お
こ
の
書
は
平
成
８
年
秋

に
谷
川
健
一
氏
主
催
の
「
日
本
地
名
研

究
文
化
賞
」
を
受
賞
し
た
。

　

そ
の
後
、
長
い
中
断
期
を
経
て
、
地

域
図
書
館
の
役
割
を
補
強
す
る
も
の
と

し
て
『
Ｊ
ｒ
．（
ジ
ュ
ニ
ア
）
中
央
区
文

化
・
歴
史
ず
か
ん
』（
小
学
校
高
学
年

向
）（
平
成
25
年
３
月
30
日
・
京
橋
図
書

館
発
行
）
も
発
刊
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
京
橋
図
書
館
で
は
そ
の

開
館
一
世
紀
を
記
念
し
た
行
事
を
始

め
、
新
し
い
地
域
資
料
の
利
用
の
機
会

を
増
大
す
る
た
め
の
努
力
に
意
を
尽
く

し
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
お
こ
う
。

 

（
鈴
木
理
生
）『Jr．中央区文化・歴史ずかん』

『中央区沿革図集』


