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令
和
六
年（
二
〇
二
四
）八
月
か
ら
第
一
期
工
事
が
進
行
中
で
す
。
今
回

の
工
事
で
は
既
設
の
空
調
設
備
や
ト
イ
レ
な
ど
の
衛
生
設
備
、
電
気
設
備

の
撤
去
と
、
耐
震
補
強
が
目
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
状
で
は
敷
地
が
フ

ェ
ン
ス
で
囲
わ
れ
て
お
り
、
工
事
関
係
者
以
外
の
人
間
が
エ
リ
ア
内
に
立

ち
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
今
回
、
特
別
に
現
場
内
写
真
を
撮
影
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

写
真
を
み
る
と
天
井
が
は
が
さ
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
梁
が
露
わ
に
な
っ

て
い
た
り
、
壁
面
展
示
ケ
ー
ス
が
と
り
払
わ
れ
た
り
し
て
い
る
様
子
が
分

か
り
ま
す
。
元
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
に
わ
か
に
判
断
が
つ
か
な

い
ほ
ど
で
す
。
撮
影
し
た
冨
田
学
芸
員
は
、
今
は
壊
し
て
い
る
段
階
で
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
な
ん
だ
と
実
感
し
た
と
の
こ
と
。

同
七
年
三
月
に
は
第
一
期
工
事
が
終
了
し
、
い
よ
い
よ
本
工
事
に
あ
た
る

第
二
期
工
事
に
取
り
掛
か
り
ま
す
。

公
式
ロ
ゴ
・
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
つ
く
り
ま
す

　

実
は
当
館
に
は
公
式
の
ロ
ゴ
や
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
機
会
を
と
ら
え
、
こ
れ
ら
を
制
作
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
令
和
六
年
八
月
に
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
募
集
し
た
と

こ
ろ
、
十
一
者
か
ら
手
が
あ
が
り
、
外
部
有
識
者
を
含
め
た
評
価
委
員

で
各
提
案
を
審
査
し
た
結
果
、
あ
る
一
案
に
決
定
し
た
の
が
十
一
月
。

今
は
実
用
に
向
け
て
細
部
の
調
整
や
利
用
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。
ウ
ェ
ブ
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
へ
の
対
応
、

英
文
と
和
文
を
組
み
合
わ
せ
た
と
き
の
バ
ラ
ン
ス
、
サ
イ
ズ
が
小
さ
く

な
っ
た
場
合
の
見
や
す
さ
、
視
認
性
を
高
め
る
た
め
の
工
夫
な
ど
、
長

年
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
に
考
慮
す
べ
き
箇
所
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
と
り
わ
け
配
色
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
プ
ト
は
そ
の
ま
ま
に
、

印
刷
イ
ン
ク
で
の
再
現
が
可
能
か
、
そ
の
う
え
で
印
象
に
残
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
決
定
案
は
令
和
七
年

春
に
公
開
し
ま
す
。

写真２　シンボルマークの配色を検討する

（
次
ペ
ー
ジ
へ
↓
）

リニューアル
レポート　３

金銅五鈷杵
―森川コレクション―

大
学
生
の
ア
イ
デ
ア
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に

　
「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
す
ご
い
」、「
知
識
が
無
い
人
が
行
っ
て
良
い
の
か

躊
躇
し
て
し
ま
う
」、「
何
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」。

　

地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
授
業
の
一
環
と
し
て
、
名
古
屋
市
立
大
学

医
学
部
・
薬
学
部
・
看
護
学
部
で
学
ぶ
九
名
の
学
生
た
ち
が
、
当
館
が

抱
え
る
課
題「
ど
う
し
た
ら
若
者
が
博
物
館
に
訪
れ
た
い
と
思
う
か
」に

取
り
組
み
ま
し
た
。
冒
頭
の
言
葉
は
、
彼
ら
が
検
討
を
行
う
な
か
で
、

名
古
屋
市
博
物
館
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
採
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
の

一
部
で
す
。
回
答
者
は
十
代
後
半
を
中
心
と
し
た
六
二
五
人
。
明
ら
か

に
科
学
館
と
誤
認
し
た
感
想
も
か
な
り
あ
り
、
認
知
度
が
そ
も
そ
も
低

い
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
を
受
け
て
、
メ
ン
バ
ー
か
ら
は SN

S

の
活
用
や
前
庭
で
の
イ

ベ
ン
ト
、
商
店
街
と
の
連
携
、
没
入
型
・
体
験
型
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の

実
施
な
ど
の
ア
イ
デ
ア
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
先
述
し
た
耳
の
痛
い
声

を
真
摯
に
受
け
止
め
つ
つ
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
向
け
て
、
彼
ら
の
意
見

を
お
お
い
に
参
考
に
し
て
い
き
ま
す
。

「
な
ご
や
の
う
つ
り
か
わ
り
」を
デ
ジ
タ
ル
で
も

　

毎
年
、
当
館
で
実
施
し
て
い
た「
な
ご
や
の
う
つ
り
か
わ
り
体
験
事

業
」、
令
和
六
年
度
は
休
館
中
の
た
め
、
名
古
屋
市
美
術
館
で
開
催
し
ま

し
た
。
同
事
業
は
小
学
校
三
年
生
の
社
会
科
単
元
に
合
わ
せ
て
実
施
す

る
も
の
で
、
昔
の
道
具
に
触
れ
な
が
ら
生
活
様
式
の
変
化
や
暮
ら
し
の

工
夫
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
来
は
展
示
を
見
学
し
た
あ
と
に
体
験
へ
と
進
む
の
で
す
が
、
そ
の

展
示
に
あ
た
る
部
分
を
デ
ジ
タ
ル
教
材
と
し
て
整
備
し
、
一
月
か
ら
公

式
サ
イ
ト
上
で
公
開
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は「
ま
ち
の
う
つ
り
か
わ
り
」

と「
道
具
の
う
つ
り
か
わ
り
」の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
豊
富
な
写
真
で
紹
介

し
た
資
料
集
で
、
直
感
的
な
操
作
性
と
見
や
す
さ
が
特
徴
で
す
。
小

学
校
三
年
生
に
適
し
た
情
報
量
や
授
業
で
の
活
用
の
し
や
す
さ
な
ど
、

現
場
の
先
生
た
ち
か
ら
二
年
に
わ
た
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
な
が
ら
制
作

し
て
い
ま
す
。
社
会
科
授
業
で
の
利
用
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
が
、

ブ
ラ
ウ
ザ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
学
校
だ
け
で
な
く
、
ご
家
庭

で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
通
年
い
つ

で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
一
部
の
道
具
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
博
物
館 YouTube

チ

ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
使
い
方
を
動
画
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
私
の
お

気
に
入
り
は「
道
具
の
う
つ
り
か
わ
り
」の
な
か
の「
か
ま
ど
で
ご
は
ん

を
た
く
」。
く
べ
る
材
を
変
え
て
火
加
減
を
調
整
す
る
手
つ
き
に
み
と

れ
た
り
、
冬
の
土
間
は
さ
ぞ
か
し
冷
え
そ
う
だ
と
想
像
し
て
み
た
り
。

な
に
よ
り
羽
釜
で
お
米
を
研
ぐ
音
、
パ
チ
ッ
と
火
が
は
ぜ
る
音
が
、

ご
は
ん
の
で
き
あ
が
り
を
想
起
さ
せ
、
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。
デ

ジ
タ
ル
教
材「
な
ご
や
の
う
つ
り
か
わ
り
」、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
ん
ど
う
ご

こ
し
ょ

金
銅
五
鈷
杵
　
―
森
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
― 

伊
藤
　
旭
人

金銅五鈷杵　館蔵（森川コレクション）

　

仏
教
の
法
要
で
は
様
々
な
道
具
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
一
括
し

て
仏ぶ

つ

具ぐ

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
用
途
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
例
え

ば
、
仏
像
や
経
典
な
ど
信
仰
対
象
を
安
置
す
る
た
め
の
も
の
や
、
ほ
と

け
を
供く

養よ
う

す
る
道
具
、
音
を
発は

っ

し
て
読
経
の
区
切
り
や
時
を
合
図
す
る

も
の
、
さ
ら
に
は
密み

っ

教き
ょ
うの

儀
式
、
修す

法ほ
う

で
使
用
す
る
特
殊
な
道
具
（
密

教
に
関
す
る
道
具
は
法ほ

う

具ぐ

と
い
う
）と
い
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
。

ま
た
宗
派
や
流
派
に
よ
っ
て
使
用
・
不
使
用
が
分
か
れ
る
も
の
や
使
用

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
使
用
方
法
に
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

筆
者
と
し
て
は
実
に
興
味
深
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
仏
具
は
、密
教
修
法
で
使
用
す
る
法
具
の
ひ
と
つ
で
、

金
し
ょ

ご
う

こ
ん

剛
杵
に
分
類
さ
れ
る
五
鈷
杵
で
あ
る
。
金
剛
杵
は
修
法
に
お
い
て
僧

侶
が
手
に
執と

り
、
心
中
の
煩ぼ

ん

悩の
う

を
打
ち
砕
く
た
め
に
用
い
る
。
古
代
イ

ン
ド
の
武
器
を
祖
形
と
す
る
た
め
、非
常
に
鋭
利
な
形
状
を
し
て
い
る
。

両
端
に
表
し
た
鈷こ

（
刀
状
の
突
起
）
の
本
数
に
応
じ
て
五
鈷
杵
・
三さ

ん

鈷こ

杵し
ょ

・
独と

っ

鈷
し
ょ

こ

杵
と
呼
び
、
ま
た
火か

焔
じ
ゅ

ほ
う

え
ん

宝
珠
を
表
し
た
宝ほ

う

珠
し
ょ

じ
ゅ

杵
、
宝ほ

う

塔と
う

を
表

し
た
塔と

う

杵し
ょ

と
合
わ
せ
て
五
つ
で
セ
ッ
ト
を
な
し
、
こ
れ
ら
を
五
種
杵
と

称
す
る
。
通
例
で
は
、
金
剛
杵
の
一
端
を
鈴れ

い

と
し
た
金こ

ん

剛
れ
い

ご
う

鈴
と
と
も
に

金
ば
ん

ご
う

こ
ん

剛
盤
（
低
い
脚
が
付
く
四
葉
形
の
台
）
に
の
せ
、
修
法
で
使
用
す
る

壇
の
上
に
安
置
す
る
。
本
品
は
、
両
端
に
五
股
の
鈷
を
表
す
こ
と
か
ら

五
鈷
杵
と
呼
ぶ
。

　

長
さ
十
四
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
銅
製
鋳
造
、
表
面
に
は
鍍と

金き
ん

（
金

メ
ッ
キ
）
を
施
し
て
仕
上
げ
る
。
現
状
、
鍍
金
の
ほ
と
ん
ど
は
剥
落
し

て
お
り
、
地
金
が
露あ

ら

わ
と
な
っ
て
い
る
。
中
鈷
（
中
央
の
鈷
）
は
断
面

が
四
角
形
で
、
付
根
の
近
く
に
小
ぶ
り
の
節ふ

し

を
表
し
、
各
面
に
は
ご
く

僅
か
に
匙さ

じ

面（
め
ん

ス
プ
ー
ン
で
す
く
っ
た
よ
う
な
曲
面
）を
取
る
。脇
鈷（
中

鈷
以
外
の
鈷
）
は
開
き
が
小
さ
く
す
ぼ
ま
り
気
味
で
緩
や
か
な
カ
ー
ブ

を
描
き
、
端
部
に
お
い
て
中
鈷
と
接
合
し
て
い
る
。
脇
鈷
の
各
側
面
に 写真１　二階常設展　竪穴住居跡周辺　左上は一階部門展示室

古紙を含む再生紙使用
デジタル教材「なごやのうつりかわり」

（
次
ペ
ー
ジ
へ
↓
）
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く
ち
ば
し

は
樋
を
陰
刻
し
、外
側
に
は
嘴
形
（
嘴
形
の
突
起
）
を
表
す
。
把
手
（
持

ち
手
）
の
中
央
に
は
半
球
状
に
突
出
し
た
楕
円
形
の

き
も
く

を
四
方
に
表

し
、
そ
の
上
下
に
単
弁
八
葉
（
間
弁
付
）
の
蓮
弁
飾
を
巡
ら
し
て
、
甲

丸
面
（
甲
羅
の
よ
う
な
丸
面
）
を
取
っ
た
二
本
一
組
の
紐
帯
で
括
っ
て

い
る
。

　

総
体
的
に
細
身
に
作
る
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
楕
円
形
の
鬼
目
や
太

い
二
本
の
紐
帯
、
す
ぼ
ま
り
気
味
の
脇
鈷
は
鎌
倉
時
代
後
期
（
十
四
世

紀
）
の
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
な
か
で
も
三
重
・
西
来
寺
や
京
都
・
泉

屋
博
古
館
が
所
蔵
す
る
五
鈷
鈴
の
鈷
部
と
様
式
的
に
近
似
し
て
い
る
。

し
か
し
細
部
に
お
い
て
表
現
に
緩
い
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

製
作
は
前
の
二
例
よ
り
も
遅
れ
て
、
南
北
朝
〜
室
町
時
代
（
十
四
〜

十
五
世
紀
）
と
判
断
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
金
剛
杵
は

き
ょ
う
て
ん

や
ぎ

き

に
説
か
れ
た
素
材
を
用
い
て
、

そ
の
手
法
に

の
っ
と

っ
て
作
る
こ
と
に
よ
り
、
霊
力
を
増
強
さ
せ
、
効
験
や

功
徳
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
金
剛
杵
に
用
い
る
べ
き
素
材
や
そ

の
功
徳
に
つ
い
て
説
く
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
第
二
「
作
跋
折
囉
并
功
徳

法
」
に
よ
れ
ば
、
跋
折
囉
（
金
剛
杵
の
別
名
）
を
作
る
際
は
「
五
色
之

物
」
を
用
い
る
べ
き
と
い
う
。
五
色
と
は
、
金
・
銀
・

し
ゃ
く
ど
う

（
い
わ
ゆ

る
純
銅
）・

び
ん
て
つ

（
精
錬
さ
れ
た
上
質
な
鉄
）・

す
ず

の
五
種
の
金
属
を
指

し
、
こ
れ
ら
を
合
金
し
て
金
剛
杵
を
作
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
現
存
作

例
を
見
る
と
、
本
品
の
よ
う
に
銅
で
作
っ
て
表
面
に
鍍
金
を
施
し
た
金

銅
製
が
大
半
を
占
め
る
が
、
近
年
の
科
学
調
査
に
よ
っ
て
主
原
料
の
金

や
銅
の
ほ
か
に
微
量
の
銀
や
鉄
、錫
を
含
む
作
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

鋳
造
時
の
混
入
に
よ
る
も
の
と
す
る
見
方
が
一
般
的
だ
が
、
仮
に
こ
れ

が
意
図
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
経
典
に
則
っ
た
忠
実
な
法
具
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
法
具
の
素
材
に
つ
い
て
説
い
た
経
典
の
中
に

は
、
本
来
用
い
る
べ
き
素
材
を
示
し
た
う
え
で
、
入
手
が
叶
わ
な
い
場

合
の
代
用
材
を
掲
げ
る
も
の
も
あ
り
、
法
具
に
用
い
る
素
材
が
い
か
に

重
要
で
あ
っ
た
の
か
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
金
剛
杵
は
師
か
ら
弟
子
へ
法
を

つ

い
だ
証
と
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上

表
制
集
』
巻
第
三
に
は
、
広
智
三
蔵
が
示
寂
す
る
直
前
に
皇
帝
へ
捧

げ
た
金
剛
鈴
や
金
剛
杵
な
ど
六
種
の
品
物
は
「
先
師
所
伝
」、
つ
ま
り

師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
貴
重
な
品
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
広
智
三

蔵
と
は
、
わ
が
国
へ
初
め
て
本
格
的
な
密
教
を
も
た
ら
し
た

く
う
か
い

の
師

恵
果
の
さ
ら
に
師
で
あ
る

ふ
く
う

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
別
の
例
を
見
る

と
、
唐
か
ら
帰
国
後
の
空
海
が
持
ち
帰
っ
た
品
物
を
記
し
た
『
御
請
来

目
録
』
に
は
、
恵
果
よ
り
授
与
さ
れ
た
仏
舎
利
や

ぶ
つ
が
ん

、
曼
荼
羅
な
ど

八
種
の
品
物
は
、
金
剛
智
が
南
天
竺
国
（
イ
ン
ド
南
部
）
よ
り
持
ち
帰

っ
た
品
物
で
、
そ
れ
ら
を
不
空
に
授
与
し
、
そ
れ
が
恵
果
、
そ
し
て
空

海
へ
と
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
入
壇
や

か
ん
じ
ょ
う

を
う

け
る
際
に
師
か
ら
弟
子
へ
金
剛
杵
を
授
与
す
る
例

が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
法
具
は
い
わ
ゆ
る
仏
具
と
し
て
の
用
途
に
加

え
て
、
師
弟
関
係
に
お
い
て
正
式
に
教
え
を
継
い
だ
こ
と
を
証
す
る
役

目
を
も
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

本
品
は
、
近
代
の
尾
張
地
方
を
代
表
す
る
茶
人
で
あ
る
森
川
如
春
庵

が
蒐
集
し
た
森
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
品
で
あ
る
。
森
川
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）、
翌
四
十
三
年
の
二
度
に

わ
た
り
名
古
屋
市
へ
寄
贈
さ
れ
、
そ
の
後
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）

の
移
管
に
よ
っ
て
現
在
は
当
館
の
所
有
に
帰
し
て
い
る
。
古
美
術
品
の

中
に
は
、
本
来
の
役
目
か
ら
離
れ
て
茶
事
や
茶
会
の
場
を
飾
る
鑑
賞
品

と
し
て
「
第
二
の
人
生
」
を
歩
ん
だ
作
品
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
本
品

も
鑑
賞
を
目
的
に
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
本
品
に
見
る
中
鈷
に
向

か
っ
て
穏
や
か
に
伸
び
る
脇
鈷
や
把
部
の
括
り
の
強
い
約
条
線
な
ど
の

造
形
に
は
、如
春
庵
の
美
術
作
品
に
対
す
る
見
識
の
高
さ
を

う
か
が

わ
せ
る
。

名
古
屋
の
子
供
獅
子
舞

―
烏
森
三
社
秋
祭
り
―

天
野
　
卓
哉

　

名
古
屋
市
博
物
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
と
も
な
う
調
査
の
一
環
と
し
て

市
内
の
祭
礼
を
訪
ね
歩
い
て
い
る
と
「
子
供
獅
子
」
に
出
会
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
子
供
た
ち
が
獅
子
頭
を
被
っ
た
子
を
先
頭
に
「
元
気
を
出

し
て
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
」
と
掛
け
声
を
出
し
な
が
ら
町
内

を
練
り
歩
き
、
大
人
た
ち
か
ら
ご
祝
儀
や
お
菓
子
を
も
ら
っ
た
り
す
る

も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
子
供
獅
子
は
い
わ
ゆ
る
「
獅
子
舞
」
で
は
な
く
、
舞
や

曲
芸
な
ど
の
芸
能
を
と
も
な
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
古
屋
市
内

で
は
多
く
の
祭
礼
で
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
民
俗
芸
能

と
し
て
伝
わ
る
獅
子
舞
は
ご
く
わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
子

供
獅
子
舞
に
つ
い
て
は
中
村
区
烏
森
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
み
で
す
。

烏
森
の
子
供
獅
子
舞
は
貴
重
な
事
例
と
い
え
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、

そ
の
歴
史
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
が
実
情
で
す
。

　

中
村
区
烏
森
は
庄
内
川
東
側
の
平
地
に
位
置
し
、
現
在
は
名
古
屋
駅

に
も
近
い
閑
静
な
住
宅
街
と
な
っ
て
い
ま
す
。
烏
森
は
南
之
切
・
中
之

切
・
町
之
切
の
三
地
区
が
あ
り
、南
之
切
は
天
神
社
、中
之
切
は
神
明
社
、

町
之
切
は
八
幡
社
を
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
と
し
て
祀
っ
て
い
ま
す
。
子
供

獅
子
舞
は
地
区
ご
と
に
あ
り
、
三
つ
の
神
社
の
秋
の
祭
礼
（
烏
森
三
社

秋
祭
り
）
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

烏
森
三
社
秋
祭
り
は
十
月
第
二
月
曜
日
（
ス
ポ
ー
ツ
の
日
）
を
「
本

祭
り
」
と
し
、
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
は
十
月
十
四
日
に
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。午
前
に
は
各
地
区
で
神
楽
屋
形
が
巡
行
し
、地
区
内
の
家
々

や
飲
食
店
、
福
祉
施
設
な
ど
を
め
ぐ
り
ま
す
【
写
真
１
】。
午
後
一
時

頃
か
ら
天
神
社
で
最
初
の
祭
礼
が
は
じ
ま
り
、
神
明
社
か
ら
八
幡
社
へ

の
順
で
場
所
を
移
し
て
、ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
祭
礼
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。

最
後
の
八
幡
社
で
の
祭
礼
が
終
了
し
た
の
は
午
後
四
時
頃
で
し
た
。

　

祭
礼
の
内
容
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
獅
子
舞
を
奉
納
す
る
三

地
区
の
子
供
た
ち
は
天
神
社
の
社
務
所
に
集
ま
り
ま
す
。
子
供
た
ち
は

拝
殿
に
移
り
、
神
社
関
係
者
の
あ
い
さ
つ
を
受
け
ま
す
。
拝
殿
前
に
は

三
つ
の
釜
が
据
え
ら

れ
、
子
供
た
ち
が
拝

殿
か
ら
退
出
す
る
と

「
お
湯
立
て
祭
り
」
と

い
う
湯
立
神
事
が
烏

森
の
近
く
に
あ
る
岩

塚
七
所
社
の
神
職
に

よ
っ
て
執
り
お
こ
な

わ
れ
ま
す
【
写
真
２
】。

お
湯
は
神
前
に
供
え

ら
れ
、
参
拝
者
に
も

ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。

神
事
後
に
獅
子
舞
が
は
じ
ま
り
、
南
之
切
・
中
之
切
・
町
之
切
の
順
で

舞
わ
れ
ま
す
。
最
後
に
神
楽
太
鼓
【
写
真
３
】
が
奉
納
さ
れ
、
天
神
社

の
祭
礼
は
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。
子
供
た
ち
は
じ
め
祭
礼
関
係
者
は
神

明
社
、
次
に
八
幡
社
へ
移
動
し
、
お
湯
立
て
祭
り
と
子
供
獅
子
舞
・
神

楽
太
鼓
の
奉
納
が
続
き
ま
す
。
お
湯
立
て
祭
り
の
釜
は
神
明
社
・
八
幡

社
で
は
二
つ
に
な
り
、
子
供
獅
子
舞
も
、
神
明
社
は
中
之
切
・
町
之
切
・

南
之
切
、八
幡
社
は
町
之
切
・
南
之
切
・
中
之
切
の
順
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　

獅
子
舞
に
参
加
す
る
子
供
は
小
学
五
年
生
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
少

子
化
が
進
む
今
で
は
四
年
生
や
六
年
生
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
。
獅
子
舞
は
南
之
切
と
中
之
切
は
三
人
、
町
之
切
で
は
二
人
が
一
組

と
な
っ
て
笛
と
太
鼓
の
囃
子
に
合
わ
せ
て
舞
わ
れ
ま
す
。
三
人
の
場
合

は
獅
子
を
中
心
に
他
の
二
人
は
面
を
付
け
、
南
之
切
で
は
ヒ
ョ
ッ
ト
コ

と
オ
カ
メ
【
写
真
４
】、中
之
切
で
は
翁
と
オ
カ
メ
の
組
み
合
わ
せ
【
写

真
５
】
と
な
り
ま
す
。
町
之
切
の
二
人
は
い
ず
れ
も
獅
子
頭
を
被
り
ま

す
【
写
真
６
】。
衣
装
は
み
な
黒
い
着
物
で
あ
り
、
左
肩
に
は
白
い
タ

ス
キ
を
掛
け
、
手
甲
を
付
け
て
白
足
袋
を
履
き
ま
す
。
帯
は
南
之
切
・

中
之
切
は
白
色
、
町
之
切
は
黄
色
を
用
い
て
い
ま
し
た
。
獅
子
頭
の
油

単
（
獅
子
の
体
を
表
す
幕
）
は
付
け
た
ま
ま
で
体
に
巻
き
付
け
て
お
き

ま
す
。
油
単
の
色
は
南
之
切
・
中
之
切
は
緑
色
を
用
い
、
町
之
切
で
は

緑
色
が
雄
、
赤
色
が
雌
を
表
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
採
り
物
は
、
南
之

切
・
中
之
切
は
三
人
と
も
「
銭
太
鼓
」
と
い
う
タ
ン
バ
リ
ン
の
よ
う
な

鳴
り
物
を
用
い
、
そ
の
所
作
は
右
手
に
持
っ
て
囃
子
に
合
わ
せ
て
体
に

打
っ
て
い
く
の
が
特
徴
的
で
す
。
町
之
切
は
右
手
に
鈴
、
左
手
は
御
幣

を
持
ち
、
力
強
く
振
り
か
ざ
し
ま
す
。

　

烏
森
三
社
秋
祭
り
を
な
が
め
、
興
味
深
い
点
が
二
点
ほ
ど
確
認
で
き

ま
し
た
。
一
つ
は
各
神
社
に
は
本
祭
り
と
は
別
に
午
後
七
時
頃
か
ら
始

ま
る
「
夜
祭
り
」【
写
真
７
】
が
あ
る
こ
と
で
す
。
三
地
区
の
子
供
獅

子
舞
が
奉
納
さ
れ
、
こ
の
夜
祭
り
で
は
神
職
に
よ
る
神
事
は
あ
り
ま
せ

ん
。
夜
祭
り
で
は
旧
暦
で
祭
礼
日
が
決
ま
っ
て
お
り
、
八
月
十
五
日
に

八
幡
社
、
八
月
二
十
五
日
に
天
神
社
、
九
月
十
六
日
に
神
明
社
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
祭
礼
日
の
由
来
は
不
明
で
す
が
、
旧
暦

八
月
十
五
日
は
十
五
夜
の
満
月
（
中
秋
の
名
月
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

月
の
満
ち
欠
け
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
子
供
獅
子
舞
の
採
り
物
で
あ
る
銭
太
鼓
【
写
真
８
】
で

す
。
銭
太
鼓
を
用
い
る
民
俗
芸
能
は
愛
知
県
内
で
は
三
河
地
方
の
豊
田

市
高
岡
地
区
駒
場
と
高
浜
市
高
浜
地
区
に
あ
り
、
両
者
と
も
少
女
に
よ

る
舞
で
す
。
高
浜
の
場
合
は「
え
ん
ち
ょ
こ
獅
子
」と
い
う
獅
子
舞（
曲

獅
子
）
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
が
烏
森
と
共
通
し
て
お
り
、
獅
子
舞
と
銭

太
鼓
の
関
連
性
や
系
譜
の
検
討
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

名
古
屋
市
内
に
は
烏
森
三
社
秋
祭
り
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
祭
礼
や

年
中
行
事
な
ど
の
民
俗
文
化
が
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
民
俗
文
化
を
訪
ね
て
歩
き
、
観
察
し
、
地
域
の
方
々
か
ら
お
話
を

う
か
が
い
な
が
ら
、
名
古
屋
市
博
物
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
な
ど
で

ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

写真１　神楽屋形の巡行（南之切）
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