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震
災
復
興
期
と
新
心
理
主
義
文
学

横
光
利
一
「
高
架
線
」
再
読

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に

一
九
二
〇
年
代
末
の
浅
草
を
舞
台
に
不
良
グ
ル
ー
プ
の
少
女
を
追
い

か
け
な
が
ら
最
先
端
の
時
代
風
俗
を
活
写
し
た
川
端
康
成
の
『
浅
草
紅

団
』
（
先
進
社

一
九
三
〇
年
十
二
月
）
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
傑

作
と
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
東
日
本
大
震
災
の
後
に
『
浅
草
紅
団
』

を
読
み
直
し
た
と
き
に
見
え
て
き
た
の
は
、
瓢
箪
池
で
鯉
の
麩
を
食
べ

る
男
や
公
園
の
便
所
を
熱
心
に
掃
除
す
る
子
ど
も
た
ち
な
ど
の
作
中
人

物
の
風
変
わ
り
な
行
動
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
歴
史
学
的
な
概
念

に
よ
っ
て
理
解
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ト
ラ
ウ
マ
と
か
サ
バ

イ
バ
ー
ズ
ギ
ル
ト
な
ど
の
心
理
学
的
な
概
念
に
よ
っ
て
解
読
可
能
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
（
１
）
。
た
と
え
ば
、
浅
草
の
仲
見
世
が

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
再
建
さ
れ
た
の
も
、
都
内
各
地
に
造
ら
れ
た

復
興
小
学
校
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
を
採
用
し
た
の
も
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
震
災
の
、
あ
る
い
は
震
災

復
興
期
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。
人
び
と
は
、
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し

た
り
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
り
し
な
い
堅
固
な
存
在
と
し
て
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
を
選
び
取
っ
た
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
浅
草
紅
団
』

に
お
い
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
便
所
を
子
ど
も
た
ち
が
偏

愛
す
る
の
は
、
自
分
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
揺
れ
に
も
火
に
も
強
い
存

在
へ
の
固
着
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
地
震
や
火
事
に
対
す
る
木
造
家
屋
の
も
ろ
さ
を
大
人
と
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い
う
存
在
の
儚
さ
と
重
ね
合
わ
せ
、
自
分
た
ち
を
庇
護
す
る
人
間
の
代

替
物
と
し
て
堅
固
な
便
所
に
す
り
寄
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
浅
草
紅
団
』
の
よ
う
な
小
説
を
そ
ん
な
風
に
読
み
直
す
こ
と
が
で

き
る
と
す
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
私
小
説
に
も
大
衆
小
説
に
も

「
震
災
後
文
学
」
と
し
て
の
相
貌
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
」
や
「
新
心
理
主
義
文
学
」
が
持
っ
て
い

た
「
世
界
的
同
時
性
」
な
る
も
の
も
、
「
震
災
後
」
と
い
う
枠
組
み
の

中
で
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
二
十
年
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
四
年
経
っ
た

が
、
「
震
災
後
」
と
い
う
時
間
は
今
な
お
現
在
進
行
形
で
あ
る
。
一
月

十
七
日
の
早
朝
、
三
宮
駅
に
到
着
す
る
始
発
電
車
の
ド
ア
か
ら
は
、
大

量
の
人
び
と
が
ホ
ー
ム
に
降
り
立
ち
、
無
言
の
ま
ま
改
札
口
を
通
り
抜

け
慰
霊
と
復
興
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
東
遊
園
地
ま
で

黙
々
と
歩
く
。
そ
し
て
今
な
お
、
午
前
五
時
四
十
六
分
に
合
わ
せ
て
黙

祷
を
捧
げ
続
け
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
の
影
響
は

も
ち
ろ
ん
簡
単
に
は
解
消
し
な
い
し
、
津
波
の
被
災
者
に
遺
さ
れ
た
心

の
傷
も
簡
単
に
癒
え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
関
東
大
震
災

か
ら
わ
ず
か
七
年
程
度
し
か
経
っ
て
い
な
い
一
九
三
〇
年
前
後
に
横
光

利
一
が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
に
、
関
東
大
震
災
の
傷
痕
が
刻
印
さ
れ
て
い

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
新
心
理
主
義
文
学
」
な
る
も
の
を
、「
震
災

復
興
期
」
の
文
学
と
し
て
読
み
直
し
た
時
に
い
っ
た
い
何
が
見
え
て
く

る
の
か
。
そ
れ
は
、
震
災
後
四
年
と
い
う
現
在
か
ら
新
心
理
主
義
文
学

を
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
同
時
に
、
一
九
三
〇
年
前
後
と
い
う
同
時
代

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
、
新
心
理
主
義
文
学
と
い
う
ラ
ベ
ル
を

貼
ら
れ
た
小
説
群
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
得
た
の
か
を
問

い
直
す
試
み
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
「
鳥
」
（
『
改
造
』
一
九
三
〇
年
二
月
）
、
「
機

械
」
（
同
、
九
月
）
な
ど
と
と
も
に
、
横
光
利
一
が
新
心
理
主
義
文
学

へ
の
展
開
を
見
せ
た
時
期
の
小
説
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
高
架
線
」

（
『
中
央
公
論
』
一
九
三
〇
年
二
月
）
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
形
で
震
災
が
影
を
落
と
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、「
高
架
線
」
の
世
界

横
光
利
一
の
「
高
架
線
」
に
登
場
す
る
主
た
る
作
中
人
物
は
二
人
い

る
。「
鉄
の
角
柱
の
集
り
」
に
よ
っ
て
地
上
に
造
ら
れ
た
「
長
い
洞
穴
」

に
住
む
浮
浪
人
た
ち
を
巡
回
警
備
す
る
高
助
と
、
高
架
線
の
下
を
走
る

た
か
す
け

旧
線
（
貨
物
線
）
の
踏
切
番
を
し
て
い
る
保
市
で
あ
る
。
高
架
線
が
竣

ほ

い
ち

工
す
れ
ば
鉄
の
洞
穴
が
な
く
な
っ
て
浮
浪
人
は
い
な
く
な
り
、
高
助
は

御
役
御
免
と
な
る
。
同
様
に
、
踏
切
は
不
要
と
な
り
、
踏
切
番
の
保
市

は
職
を
失
う
。
二
人
の
う
ち
「
彼
」
と
い
う
代
名
詞
を
使
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
は
高
助
だ
け
で
あ
り
、
保
市
を
視
点
人
物
と
し
た
描
写
も
皆
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無
で
は
な
い
が
、
叙
述
の
大
半
は
高
助
を
視
点
人
物
と
し
て
展
開
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
高
助
は
、
高
架
線
が
竣
工
す
る
と
自
分
が
馘
首
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
を
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
愚
鈍
な
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
高
架
線
工
事
を
め
ぐ
る
社
会
状
況

に
も
目
配
り
を
し
な
が
ら
叙
述
を
進
め
る
語
り
手
は
、
作
中
人
物
の
認

識
し
得
な
い
こ
と
を
も
語
り
得
る
三
人
称
客
観
視
点
に
立
っ
て
い
る
と

言
え
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
高
架
線
」
は
、
「
私
」
と
い
う
一
人
称

が
使
わ
れ
て
い
る
一
九
三
〇
年
の
他
の
三
つ
の
短
編
小
説
、
す
な
わ
ち

「
鳥
」
「
機
械
」
「
鞭
」（
２
）

と
は
や
や
異
質
な
作
風
で
あ
る
と
も
言
え

る
。
た
だ
し
、
玉
村
周
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
３
）
、
「
穴
」
に
落

と
し
込
ま
れ
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
機
械
」
と
の
共
通

点
が
見
出
せ
る
し
、
渥
美
孝
子
が
言
う
よ
う
に
（
４
）
、
垂
直
構
造
が
小

説
の
結
構
を
作
り
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
鳥
」
と
の
共
通
点
も
見
出

せ
る
。
ま
た
、
「
喘
息
友
達
」
で
も
あ
る
高
助
と
保
市
は
、
時
に
発
作

に
よ
っ
て
身
体
を
共
振
さ
せ
る
の
だ
が
、
苦
悶
し
な
が
ら
床
の
上
を
転

が
り
廻
り
、
地
面
に
へ
ば
り
つ
い
て
汗
に
濡
れ
た
顔
面
に
灰
を
浴
び
た

様
子
は
、
暗
室
の
前
で
軽
部
に
床
の
上
に
投
げ
倒
さ
れ
て
カ
ル
シ
ウ
ム

や
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
の
粉
末
を
顔
面
に
付
着
さ
せ
て
苦
悶
す
る
「
機
械
」

の
「
私
」
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
だ
あ
る
。
生
コ
ン
工
場
が
な
い
時
代
に
あ
っ
て
ミ
キ
シ
ン
グ
プ
ラ

ン
ト
を
現
場
に
設
置
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
製
造
し
て
い
た
は
ず
の

「
高
架
線
」
の
世
界
で
は
、
高
助
と
保
市
だ
け
で
は
な
く
て
洞
穴
の
中

の
浮
浪
人
た
ち
が
一
斉
に
喘
息
の
発
作
を
起
こ
す
。
こ
れ
は
、
高
助
の

発
作
が
浮
浪
人
た
ち
の
身
体
を
共
振
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
製
造
に
よ
る
環
境
汚
染
が
多
く
の
身
体
を

蝕
ん
で
い
る
こ
と
を
暗
示
し
た
場
面
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
使
い
道
の

な
い
人
間
を
落
と
し
込
む
穴
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ネ

ー
ム
プ
レ
ー
ト
工
場
で
、
塩
化
鉄
に
身
体
を
冒
さ
れ
な
が
ら
働
く
「
私
」

の
あ
り
よ
う
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昼
に
な
る
と
、
此
の
静
か
な
洞
穴
を
中
心
に
し
て
、
上
と
下
の
世

界
は
最
も
活
動
を
続
け
出
す
。
上
は
高
架
線
の
作
業
場
で
下
は
地
下

鉄
の
作
業
場
だ
。
高
架
線
で
は
、
数
台
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
混
合
機
が

砂
利
と
砂
と
セ
メ
ン
ト
を
食
い
な
が
ら
、
絶
え
ず
ね
ば

く
し
た
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
吐
き
出
し
た
。
一
輪
車
の
ネ
コ
ト
ロ
が
樽
と
樽
と
の

山
の
間
を
、
縦
横
に
辷
っ
て
い
く
。
セ
メ
ン
ト
銃
が
漆
喰
の
窪
み
を

狙
っ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
吹
き
つ
け
る
。
杭
打
ち
の
煤
煙
と
セ
メ

ン
ト
の
粉
が
、
追
っ
駈
け
合
っ
て
渦
を
巻
く
。
圧
搾
機
の
モ
ー
タ
ー

の
爆
音
と
、
リ
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
釘
打
ち
と
、
投
げ
つ
け
ら
れ
る
鉄

材
と
、
―
―
攻
め
上
が
っ
て
来
る
音
響
の
中
で
、
起
重
機
の
翼
が
悠

々
と
廻
転
す
る
。
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葉
山
嘉
樹
の
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
（
『
文
藝
戦
線
』
一
九
二

六
年
一
月
）が
セ
メ
ン
ト
工
場
の
労
働
災
害
を
描
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、

横
光
利
一
の
「
高
架
線
」
は
鉄
道
工
事
の
現
場
の
セ
メ
ン
ト
混
合
機
や

杭
打
ち
の
煤
煙
に
よ
る
健
康
被
害
を
描
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。

し
か
も
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
で
被
害
を
受
け
る
の
が
労
働
者

の
物
理
的
な
身
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
高
架
線
」
で
被
害
を
受
け
る

の
は
浮
浪
人
の
生
理
的
な
身
体
な
の
で
あ
る
。
デ
ア
テ
ル
ミ
イ
に
よ
っ

て
リ
カ
子
の
身
体
が
火
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
鳥
」
や
ウ
ィ
ス

キ
ー
や
砒
素
に
よ
る
身
体
へ
の
作
用
が
乙
竹
と
「
私
」
の
ド
ラ
マ
を
作

り
出
し
て
い
く
「
鞭
」
に
通
じ
る
モ
チ
ー
フ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
常
軌
を
逸
し
た
人
物
、
奇
妙
な
言
動
を
繰

り
返
す
人
物
が
登
場
す
る
と
い
う
共
通
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
機
械
」

の
場
合
、
三
つ
に
も
な
ら
な
い
子
ど
も
を
偏
愛
し
「
こ
れ
は
狂
人
で
は

な
い
か
」
と
「
私
」
に
思
わ
せ
る
「
主
人
」
は
、
「
金
銭
を
持
つ
と
殆

ど
必
ず
途
中
で
落
と
し
て
了
う
」
と
い
う
性
癖
（
？
）
の
持
ち
主
で
あ

る
。
活
動
写
真
が
「
人
生
最
高
の
教
科
書
」
で
探
偵
劇
と
現
実
の
区
別

が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
「
軽
部
」
は
、
新
し
く
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
工

場
に
や
っ
て
き
た
「
私
」
に
執
拗
に
監
視
の
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
暗

室
の
前
で
「
私
」
に
対
す
る
暴
力
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
く
あ
た

り
を
含
め
、
常
軌
を
逸
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
物
だ
と
言
え
よ
う
。
い

や
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
人
物

像
な
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
「
軽
部
」
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
疑
心
暗
鬼

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
私
」
の
異
常
性
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で

あ
る
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
高
架
線
」
の
場
合
は
、
主
要
な
作
中
人
物
で
あ
る
高
助
や
保
市
よ

り
も
奇
妙
な
の
は
、
浮
浪
人
と
し
て
素
描
さ
れ
る
人
び
と
で
あ
る
。

浮
浪
人
の
中
に
は
一
人
の
若
い
女
が
混
っ
て
い
た
。
彼
女
は
男
を

選
ば
な
か
っ
た
。
触
っ
た
男
が
忽
ち
彼
女
の
餌
に
な
っ
た
。
一
人
の

老
人
は
髯
を
垂
ら
し
て
娘
と
孫
を
連
れ
て
い
た
。
胸
か
ら
肩
へ
帽
子

を
幾
つ
も
連
ら
ね
た
ま
ゝ
、
い
つ
も
洞
穴
の
口
に
立
っ
て
い
た
。
マ

ッ
チ
の
空
箱
ば
か
り
集
め
て
い
る
男
、
女
の
化
粧
道
具
を
小
腋
に
か

ゝ
え
て
柄
の
つ
い
た
鏡
ば
か
り
を
覗
い
て
い
る
男
、
炭
で
地
べ
た
に

絵
ば
か
り
を
書
い
て
喜
ぶ
男
、
乞
食
の
夫
婦
、
必
要
以
上
に
着
物
を

身
に
つ
け
、
い
つ
も
片
手
に
下
駄
を
持
っ
て
い
る
老
人
、
五
分
お
き

に
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
を
す
る
大
工
―
―
洞
穴
の
中
に
は
、
拾
っ
て
来
た

鍋
や
タ
オ
ル
や
残
飯
や
、
男
達
の
延
び
る
に
任
せ
た
頭
髪
で
掃
溜
の

よ
う
な
匂
い
が
し
た
。

社
会
的
な
関
係
性
か
ら
切
断
さ
れ
、
高
架
線
工
事
現
場
の
「
洞
穴
」

に
「
風
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
塵
埃
」
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
き
た
こ
れ
ら

ゴ

ミ
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の
人
び
と
は
、
い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
浮
浪
人

の
常
軌
を
逸
し
た
あ
り
よ
う
の
中
に
、
浮
浪
人
に
な
る
前
の
家
族
関
係

や
社
会
関
係
の
痕
跡
が
見
て
取
れ
る
。
マ
ッ
チ
の
空
箱
や
女
の
化
粧
道

具
、
鏡
、
着
物
や
下
駄
へ
の
固
着
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浮
浪
人
の
来
歴

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
は
、
浮

浪
人
と
い
う
ラ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
「
機
械
」
の
主
人
同
様
に
「
頭

の
欠
陥
」
と
か
「
狂
人
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ラ
ベ
ル
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
同
時
代
の
次
の
よ
う
な
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
書
き
留
め
た
被
災
者
の
言
動
と
類
縁
性
を
持
っ
て
い

る
。

な
ん
だ
つ
て
（
大
聲
）
お
れ
に
何
を
聞
い
た
つ
て
わ
か
る
も
の
か
、

て
め
え
た
ち
や
そ
ん
な
涼
し
い
顔
し
や
が
つ
て
、
ち
つ
と
は
己
れ
の

身
に
も
な
つ
て
見
や
が
れ
（
酒
氣
を
帯
ぶ
）
お
れ
の
家
の
話
な
ん
か

出
來
る
も
ん
か
、
聞
き
た
け
り
や
焼
跡
へ
行
け
や
い
。

な
あ
に

皆
ん
な
死
ん
だ
か
つ
て
か
、
べ
ら
ぼ
う
め
、
家
の
奴
が

!!

生
き
て
ピ
ン
ピ
ン
し
て
り
や
、
己
は
酒
な
ん
か
飲
ま
ね
え
、
神
佛
を

信
心
し
て
働
き
さ
へ
す
り
や
、
家
内
安
全
と
朝
か
ら
晩
ま
で
働
い
て

た
の
だ
（
涙
ご
ゑ
）
も
う
や
け
だ
、
い
く
ら
地
震
だ
つ
て
火
事
だ
つ

て
子
供
の
一
人
や
半
分
ぐ
れ
え
助
け
た
つ
て
よ
か
ら
う
じ
や
ね
え

か
、
お
れ
か
、
お
れ
は
工
場
で
や
つ
て
ゐ
た
よ
（
泣
く
こ
と
久
し
）

工
場
の
や
つ
が
歸
れ
つ
て
言
ふ
か
ら
歸
へ
つ
た
ん
だ
、
家
も
、
兄
弟

も
、
か
か
あ
も
子
供
四
人
黒
こ
げ
に
し
や
が
つ
た
。
（
頭
を
う
な
だ

れ
て
深
い
た
め
息
）

な
に
外
に
も
そ
ん
な
の
が
あ
る
つ
て
＝
、
う
そ
つ
け
日
本
中
で
お

マ
マ

れ
の
家
が
一
番
ひ
ど
い
や
、
一
文
も
銭
は
ね
え
し
、
へ
こ
帯
一
つ
な

い
ん
だ
、
一
家
全
滅
が
あ
る
つ
て
、
そ
れ
が
な
ん
だ
、
そ
れ
が
ど
う

し
た
つ
て
云
ふ
ん
だ
、
一
人
殘
ら
ず
焼
き
殺
し
て
く
れ
り
や
こ
ん
な

苦
勞
は
ね
え
、
な
ま
じ
お
れ
一
人
を
殘
し
や
が
つ
て
黒
こ
げ
の
死
体

を
見
付
け
ら
れ
り
や
氣
も
狂
ふ
ぢ
や
ね
え
か
。
（
し
き
り
に
泣
く
）

定
村
青
萍
（
國
夫
）
編
『
大
正
の
大
地
震
大
火
災

遭
難
百
話
』

（
一
九
二
三
年
十
一
月
、
多
田
屋
書
店
）

震
災
直
後
に
東
京
市
内
の
浅
草
区
、
本
所
区
、
下
谷
区
、
深
川
区
な

ど
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
地
域
を
中
心
に
、
東
京
だ
け
で
は
な
く
千
葉
県

や
神
奈
川
県
、
埼
玉
県
の
被
災
者
に
も
取
材
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に

収
め
ら
れ
た
被
災
者
の
声
で
あ
る
。
「
九
段
坂
下
牛
淵
公
園
」
の
「
住

所
不
明
四
〇
男
」
の
証
言
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ

う
な
人
物
が
帝
都
が
復
興
し
て
い
く
五
年
、
十
年
と
い
う
時
間
軸
の
中

で
正
常
な
生
活
を
取
り
戻
す
か
ど
う
か
と
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
可
能

性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
仮
に
仕
事
を
得
て
、
新
し
い
家
族

を
作
っ
て
暮
ら
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
震
災
時
の
ト
ラ
ウ
マ
が
完
全
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に
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
き
残
っ
た

被
災
者
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
社
会
的
な
関
係
を
切
断
さ
れ
た
ま
ま
浮

浪
人
と
な
り
、
ど
こ
か
で
命
を
落
と
し
た
り
、
高
架
線
工
事
現
場
の
「
洞

穴
」
の
よ
う
な
場
所
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
り
し
た
者
が
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
震
災
後
に
流
入
し
て
き
た
被
災
地
外
の

人
び
と
に
よ
っ
て
加
速
す
る
帝
都
復
興
の
中
で
、
切
り
捨
て
ら
れ
、
忘

れ
ら
れ
て
い
く
。「
高
架
線
」
に
描
か
れ
た
常
軌
を
逸
し
た
「
浮
浪
人
」

の
群
れ
は
、
震
災
後
の
表
象
空
間
に
お
い
て
特
有
の
含
意
を
孕
ま
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
の
特
有
の
含
意
の
内
実
は
、
「
高
架
線
」
の
都
市
空
間

を
読
み
解
く
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
震
災
の
都
市
空
間
と
「
高
架
線
」

横
光
利
一
の
「
高
架
線
」
の
舞
台
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

渥
美
孝
子
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
（
５
）
。

当
時
、
高
架
線
と
地
下
鉄
道
の
工
事
が
同
時
に
行
わ
れ
、
し
か
も

「
交
錯
し
て
ゐ
る
」
場
所
が
現
実
に
一
箇
所
、
存
在
し
て
い
た
。
上

ク
ロ
ツ
ス

野
―
万
世
橋
間
の
地
下
鉄
銀
座
線
の
工
事
と
、
御
茶
ノ
水
―
両
国
間

（
総
武
線
）
の
高
架
線
工
事
と
が
交
差
す
る
神
田
・
万
世
橋
付
近
が

そ
れ
で
あ
る
。
小
説
の
舞
台
と
し
て
、
浮
浪
人
が
多
く
た
む
ろ
し
て

い
た
浅
草
や
上
野
公
園
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
場
所
が
選
ば
れ
た
理

由
は
や
は
り
こ
の
垂
直
構
造
に
あ
ろ
う
。

※地下鉄銀座線上野駅は高架線より浅草側（図中下側）にある。

左右を走る高架線が市電

の線路と交差している。
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確
か
に
神
田
・
万
世
橋
付
近
は
、
高
架
線
と
地
下
鉄
道
が
交
差
す
る

特
異
な
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
同
様
の
条
件
を
満
た
す
場
所
が

も
う
一
箇
所
あ
る
。
上
野
駅
の
御
徒
町
駅
よ
り
で
、
五
條
町
橋
と
連
結

さ
れ
て
い
る
上
野
大
通
橋
と
い
う
高
架
橋
が
市
電
の
路
線
と
交
差
す
る

場
所
で
あ
る
。
地
下
鉄
銀
座
線
は
こ
の
市
電
の
路
線
の
真
下
に
造
ら
れ

て
い
る
。
［
前
頁
図
参
照
］（
６
）

地
下
鉄
銀
座
線
の
上
野
―
浅
草
間
は
、
一
九
二
五
年
九
月
に
着
工
さ

れ
、
一
九
二
七
年
十
二
月
に
竣
工
。
続
く
上
野
―
万
世
橋
間
の
工
事
は

一
九
二
七
年
二
月
に
着
工
さ
れ
、
三
〇
年
一
月
に
竣
工
し
て
い
る
。
一

方
、
上
野
―
東
京
間
の
高
架
線
は
、
震
災
直
前
か
ら
工
事
が
始
ま
り
、

一
九
二
五
年
十
一
月
に
竣
工
。
山
手
線
の
環
状
運
転
が
実
現
し
た
。

「
高
架
線
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
よ
り
も
五
年
ほ
ど
前
で
あ
る

し
、
工
事
時
期
の
重
な
り
は
わ
ず
か
に
二
カ
月
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
高

架
線
と
地
下
鉄
の
工
事
が
同
時
に
行
わ
れ
得
る
時
期
と
い
う
条
件
を
十

分
に
満
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
上
野
―
東
京
間
の

高
架
線
工
事
は
一
九
二
五
年
で
完
全
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

本
来
は
同
時
に
竣
工
す
る
は
ず
だ
っ
た
貨
物
線
の
工
事
が
遅
れ
、
秋
葉

原
貨
物
駅
ま
で
の
貨
物
線
が
高
架
に
切
り
換
え
ら
れ
た
の
は
一
九
二
八

年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
七
年
二
月
か
ら
二
八

年
四
月
ま
で
の
お
よ
そ
一
年
間
は
、
高
架
線
と
地
下
鉄
の
工
事
が
上
野

駅
の
南
側
で
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
保
市
が
貨
物

線
の
踏
切
番
を
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
で
あ
る
。
「
高
架
線
」
の

舞
台
が
浮
浪
人
が
多
く
た
む
ろ
し
て
い
た
上
野
公
園
近
く
の
工
事
現
場

で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。

し
か
も
、
「
高
架
線
」
に
は
、
具
体
的
な
都
市
空
間
を
想
起
さ
せ
る

次
の
よ
う
な
描
写
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

洞
の
中
で
は
、
職
業
紹
介
所
か
ら
あ
ぶ
れ
て
来
た
老
人
連
が
、
だ

ん

く
多
く
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
浮
浪
人
ら
は
仲
間
が
増
し
て

も
減
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
吹
き
込
ん
で
く
る
煤
煙
の
中
で
、
お

洒
落
は
手
鏡
を
持
っ
て
笑
い
な
が
ら
終
日
自
分
の
顔
を
覗
い
て
い
た
。

そ
も
そ
も
高
助
が
浮
浪
人
の
夜
警
に
な
っ
た
の
は
、
町
会
が
「
紹
介

所
か
ら
廻
さ
れ
て
き
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
浮
浪
人
た
ち
が
吹

き
だ
ま
っ
て
い
る
洞
穴
か
ら
、
「
近
く
に
見
え
る
職
業
紹
介
所
に
並
ん

だ
労
働
者
の
群
れ
」
が
見
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
夕
暮
に
な
っ
て
、

靄
の
か
か
っ
た
鳥
居
の
下
を
緋
鯉
の
よ
う
に
泳
ぎ
出
す
芸
者
達
の
群

れ
」
も
見
え
る
の
だ
。
現
在
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
し
て
存
続
し
て
い
る

「
職
業
安
定
所
」
の
所
在
地
の
中
に
、
神
田
、
万
世
橋
付
近
は
見
あ
た

ら
な
い
（
７
）
。
ま
た
、「
芸
者
達
」
か
ら
は
上
野
広
小
路
が
、「
鳥
居
」

か
ら
は
上
野
東
照
宮
や
花
園
稲
荷
神
社
が
想
起
さ
れ
る
。
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ま
た
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
「
高
架
線
」

の
舞
台
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

穴
の
中
で
は
、
露
出
し
た
埋
設
物
の
鉄
管
が
、
肋
骨
の
よ
う
に
絡

ま
り
合
っ
て
じ
い

く
音
を
立
て
て
い
た
。
泥
水
の
湧
き
上
っ
て
来

る
下
の
方
で
は
、
黒
々
と
し
た
古
い
土
の
断
面
の
縞
の
中
で
、
手
足

の
壊
さ
れ
た
骸
骨
の
頭
が
半
面
を
仰
向
け
た
ま
ゝ
、静
ま
っ
て
い
た
。

上
野
の
寛
永
寺
は
最
盛
期
に
は
上
野
公
園
や
不
忍
池
を
含
む
寺
域
を

有
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
上
野
駅
付
近
か
ら
死
体
が
出
て
き
て
も
ま

っ
た
く
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
付
近
に
は
上
野
戦
争
の
死
者
が
埋

葬
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
高
く
、
「
高
架
線
」
の
舞
台
が
上
野
で
あ
っ

た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
（
８
）
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、
「
高
架
線
」
の
舞
台
を
実
証
的
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
材
料
で
は
な

く
、
同
時
代
の
読
者
が
「
高
架
線
」
の
都
市
空
間
を
ど
の
よ
う
に
読
み

解
き
得
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
問
題
は
、
上
野
駅
に
近
い
場
所
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
高
架
線
」
と
い
う
小
説
に
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト

が
導
入
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
延
焼
地
域
の
辺
縁
に
生
き
る
人
び
と

帝
都
復
興
祭
が
行
わ
れ
た
一
九
三
〇
年
に
お
い
て
、
上
野
駅
周
辺
が

ど
の
よ
う
な
地
政
学
的
な
都
市
空
間
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に

は
、
関
東
大
震
災
の
延
長
地
域
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
神
奈
川
大
学
の
「
関
東
大
震
災

地
図
と
写
真
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
に
公
開
さ
れ
て
い
る
「
火
災
延
焼
動
態
図
」
と
い
う
動
画

を
見
る
と
、東
京
市
の
区
全
面
積
七
九
・
四
㎢
の
う
ち
三
四
・
七
㎢
と
、

四
三
・
六
％
も
の
地
域
が
消
失
し
、
日
本
橋
区
一
〇
〇
％
、
浅
草
区
九

六
％
な
ど
、
下
町
地
域
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
さ
ま
が
動
態
と
し
て

確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
動
画

の
基
に
な
っ
て
い
る
「
東
京
市
火
災
動

態
地
図
」
［
左
図
］（
９
）

に
拠
っ
て
上
野

駅
周
辺
の
概
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

右
半
分
の
細
か
く
線
が
書
き
込
ま
れ

て
い
る
部
分
が
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て

延
焼
し
た
地
域
で
あ
る
。
中
央
上
部
か

ら
弧
を
描
い
て
下
に
向
っ
て
い
る
の
が

山
手
線
の
線
路
で
、
中
央
や
や
左
下
に

あ
る
の
が
不
忍
池
だ
。
浅
草
や
隅
田
川

沿
岸
の
住
宅
密
集
地
か
ら
上
野
駅
の
方
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向
に
炎
が
広
が
り
、
上
野
山
の
ふ
も
と
で
延
焼
が
止
ま
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
高
架
線
」
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
は
、

延
焼
地
域
と
非
延
焼
地
域
の
境
界
領
域
に
あ
る
の
だ
。関
東
大
震
災
後
、

多
く
の
被
災
者
が
上
野
公
園
に
集
ま
り
、
炊
き
出
し
な
ど
に
よ
っ
て
命

を
つ
な
い
だ
。
や
が
て
、
自
活
の
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
者
は
、

上
野
公
園
を
去
っ
て
行
っ
た
。
自
活
の
道
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
者
の
中

に
は
上
野
公
園
に
と
ど
ま
り
続
け
た
者
も
い
た
に
違
い
な
い
が
、
関
東

大
震
災
後
に
宮
内
省
か
ら
東
京
市
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
上
野
恩
賜
公
園

と
し
て
再
整
備
さ
れ
る
中
で
浮
浪
者
た
ち
は
居
場
所
を
失
い
、
そ
の
一

部
が
「
高
架
線
」
下
の
「
洞
穴
」
に
集
ま
っ
て
き
た
と
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
常
軌
を
逸
し
た
振
る
舞
い
を
見
せ
る
「
洞
穴
」

の
浮
浪
者
た
ち
は
、
都
市
化
に
伴
っ
て
最
下
層
に
沈
ん
だ
労
働
者
と
い

う
階
級
的
な
問
題
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
同
時
代

的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
導
入
す
る
限
り
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
心
理

的
な
負
荷
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
、
社
会
関
係
の
中
で
ま
と

も
な
生
活
を
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
び
と
の
群
れ
で

あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
た
と
え
ば
浮
浪
者
の

一
人
が
大
量
に
集
め
た
古
下
駄
は
、
同
じ
数
だ
け
の
大
震
災
の
犠
牲
者

を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
老
人
が
身
に

つ
け
て
い
る
必
要
以
上
の
着
物
も
ま
た
、
失
わ
れ
た
家
族
の
も
の
で
あ

る
か
、
少
な
く
と
も
被
災
者
の
遺
品
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
鏡

ば
か
り
見
て
い
る
男
が
抱
え
て
い
る
女
の
化
粧
道
具
は
、
震
災
で
命
を

落
と
し
た
妻
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
老
人
が
娘
と
孫
を
連
れ
て
い

る
と
い
う
姿
に
も
、
失
わ
れ
た
家
族
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
る
。
男
を
選

ば
ず
身
を
ま
か
せ
る
お
倉
は
、
お
そ
ら
く
震
災
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

体
を
売
ら
な
け
れ
ば
生
き
る
た
め
の
糧
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
物
質
的

な
窮
状
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
か
す
る
と
、
誰
か
と
肉
体
関
係

を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
心
の
安
定
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
精

神
的
な
窮
状
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
り
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
り

す
る
お
そ
れ
の
な
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
巨
大
な
建
造
物
の
建
築
現
場

に
身
を
寄
せ
て
い
る
浮
浪
者
た
ち
だ
が
、
や
が
て
高
架
線
の
竣
工
と
と

も
に
お
そ
ら
く
居
場
所
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
マ

ッ
チ
を
擦
っ
た
こ
と
が
ト
リ
ガ
ー
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
喘
息
の
発
作

に
襲
わ
れ
、
「
下
界
を
足
で
蹴
り
つ
け
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
助
が
昇

天
し
た
の
は
、
浮
浪
者
た
ち
の
未
来
を
少
し
だ
け
先
取
り
し
た
だ
け
の

こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

五
、
む
す
び
に
代
え
て

震
災
後
に
出
現
し
た
新
感
覚
派
文
学
が
、
ま
っ
た
く
新
た
な
展
開
を
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見
せ
た
の
が
新
心
理
主
義
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
が
流
布
し
て

久
し
い
。
し
か
し
一
九
三
〇
年
と
い
う
の
は
、
関
東
大
震
災
が
起
き
て

わ
ず
か
七
年
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
帝
都
復
興
祭
に
よ
っ
て
震
災

後
と
い
う
時
間
に
一
つ
の
区
切
り
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、

少
な
く
と
も
そ
う
い
う
区
切
り
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
は
、
震
災
の
後

遺
症
が
残
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
見
て
き
た

よ
う
に
「
高
架
線
」
に
は
、
そ
う
し
た
震
災
の
影
が
色
濃
く
読
み
取
れ

る
。
同
様
に
、
た
と
え
ば
「
機
械
」
に
も
、
震
災
後
文
学
と
し
て
の
相

貌
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い

る
よ
う
に
、
五
万
枚
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
の
注
文
が
舞
い
込
む
と
こ
ろ

に
震
災
後
に
行
わ
れ
た
東
京
市
の
町
名
変
更
と
い
う
現
実
が
ほ
の
見
え

る
し
、
九
州
の
造
船
所
か
ら
上
京
す
る
「
私
」
が
、
地
方
か
ら
東
京
へ

の
人
口
流
入
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
金
銭
を
持
つ
と
必
ず
途
中
で
落
と
し
て

し
ま
う
と
い
う
主
人
の
不
可
思
議
な
性
癖
や
、
「
ま
だ
三
つ
に
も
な
ら

な
い
彼
の
子
供
」
を
溺
愛
す
る
四
十
男
と
い
う
特
異
な
設
定
に
は
、
精

神
的
な
失
調
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
心
理
」
に
対
す
る
関
心
の
醸
成
が
震
災
後
数
年
と
い
う
時
間
軸
の
中

で
生
起
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
い
っ
た
ん

は
想
定
し
て
み
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

〈
震
災
後
文
学
〉
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら

三
〇
年
代
に
か
け
て
の
文
学
を
ど
の
よ
う
な
形
で
再
評
価
し
う
る
の

か
、
さ
ら
な
る
探
求
が
必
要
で
あ
る
。

注
（
１
）
拙
稿
「
震
災
後
文
学
論
序
説
―
芥
川
龍
之
介
・
川
端
康
成
・
梶

井
基
次
郎
」（
二
〇
一
四
年
六
月
、『
現
代
文
学
史
研
究
』
第

集
）

20

で
指
摘
し
た
。

（
２
）
初
出
、
一
九
三
〇
年
九
月
『
中
央
公
論
』。

（
３
）
初
出
、「
横
光
利
一
・
「
機
械
」
そ
の
他
―
《
関
係
性
》
の
中
で

―
」
（
一
九
八
五
年
五
月
、
『
土
浦
短
期
大
学
紀
要
』

）
。
引
用

32

は
、
玉
村
周
著
『
新
視
点
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
代
文
学
６

横
光
利

一
』（
一
九
九
二
年
一
月
、
明
治
書
院
刊
）
に
よ
る
。

（
４
）
渥
美
孝
子
「
「
高
架
線
」
か
ら
「
機
械
」
へ
―
昭
和
五
年
の
横

光
利
一
―
」
（
二
〇
〇
六
年
三
月
、
『
横
光
利
一
研
究
』
第
四
号
）

（
５
）
同
右
。
渡
辺
育
雄
「
「
高
架
線
」
に
関
わ
る
資
料
的
エ
ッ
セ
イ

―
〈
襤
褸
の
群
〉
の
意
味
す
る
も
の
―
」（
一
九
八
八
年
九
月
、『
日

本
文
学
論
叢
』

）
に
も
、
「
当
時
の
浅
草
―
上
野
―
万
世
橋
あ

17

た
り
の
鉄
道
工
事
現
場
に
寄
生
す
る
浮
浪
者
の
群
」
と
い
う
指
摘

が
あ
り
、同
時
代
の
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
の
言
及
が
あ
る
。

た
だ
し
、
高
架
線
と
地
下
鉄
線
が
交
差
す
る
場
所
を
具
体
的
に
同

定
し
て
お
ら
ず
、
保
市
が
番
を
し
て
い
る
踏
切
を
「
路
面
電
車
」
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の
も
の
と
す
る
な
ど
、
「
高
架
線
」
の
描
写
と
合
致
し
な
い
考
察

が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
６
）
「
第
壹
圖

市
街
線
東
京
上
野
間
線
路
平
面
圖
」
（
部
分
）
。
鐡

道
省

編
『
東
京
市
街
高
架
線
東
京
上
野
間
建
設
概
要
』
（
大
正
十

四
年
十
一
月
一
日
発
行

鐡
道
省
）
。
画
像
デ
ー
タ
は
国
立
国
会

図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
よ
る
。

※
永
続
的
識
別
子

i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
9
7
8
5
5
3

（
７
）
神
田
、
万
世
橋
の
近
く
に
あ
る
職
業
安
定
所
と
し
て
想
起
さ
れ

る
の
は
飯
田
橋
だ
が
、
距
離
的
に
は
上
野
の
方
が
む
し
ろ
近
い
。

（
８
）
鹿
島
建
設
株
式
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に
あ
る
『
鹿
島
の
軌

跡
』
「
第
七
回
上
野
の
歴
史
」
に
よ
る
と
、
昭
和
五
年
三
月
に
着

工
し
た
上
野
駅
本
館
基
礎
工
事
に
お
い
て
地
面
を
掘
り
下
げ
た
と

こ
ろ
、
「
根
堀
開
始
ま
も
な
く
白
骨
、
刀
剣
、
槍
、
鉄
砲
を
掘
り

当
て
る
。
相
前
後
し
て
作
業
員
の
事
故
も
相
次
ぐ
。
そ
こ
で
こ
れ

ら
上
野
戦
争
で
の
遺
骨
を
集
め
、
大
供
養
を
行
っ
た
」
と
い
う
。

h
ttp
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/
w
w
w
.kajim
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.jp
/
gallery/

kiseki/
k
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/
in
d
ex-

j.h
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（
９
）
文
部
省
震
災
予
防
調
査
会

編
『
東
京
市
火
災
動
態
地
図
』
（
大

正
十
三
年
、
文
部
省
震
災
予
防
調
査
会
刊
）
。
画
像
デ
ー
タ
は
国

立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
よ
る
。

※
永
続
的
識
別
子

i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
9
8
1
8
9
0

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）

「
現
代
文
学
史
研
究
会
」
入
会
案
内

１

現
代
文
学
史
研
究
会
は
、
主
に
一
九
二
○
年
代
以
降
の
日
本

文
学
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
普
及
を
図
り
、
我
が
国
の
文
学

研
究
の
改
善
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
現
代
文

学
史
研
究
所
（
大
久
保
典
夫
所
長
）
が
設
立
し
た
団
体
で
す
。
こ

の
会
の
主
な
活
動
は
、
機
関
誌
『
現
代
文
学
史
研
究
』
の
発
行
と
、

研
究
集
会
お
よ
び
合
評
会
の
開
催
な
ど
で
す
。

２

機
関
誌
『
現
代
文
学
史
研
究
』
は
、
年
二
回
刊
（
六
月
・
十
二

月
）
で
、
研
究
論
文
・文
芸
批
評
・エ
ッ
セ
イ
等
を
掲
載
し
ま
す
。

３

入
会
申
込
に
際
し
て
は
、
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
郵
送
す
る
か
、
電
子
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
申
込
書
が
必

要
な
方
は
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
振
替
用
紙
な
ど
の
書

類
一
式
を
お
送
り
致
し
ま
す
。
（
年
会
費
六
千
円
）

４

電
子
メ
ー
ル
で
申
込
む
場
合
は
、
入
会
の
意
志
を
明
記
し
、
住

所
・氏
名
・電
話
番
号
・所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
入
し
て
送
信

し
て
下
さ
い
。

５

入
会
に
は
、
事
務
局
（
事
務
局
長
・
野
中
）
で
申
込
が
受
理
さ

れ
、
所
長
（大
久
保
典
夫
）の
承
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

現

代

文

学

史

研

究

所

事

務

局

〒
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―
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