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ら
え
な
い
か
」
の
相
談
を
受
け
た
。
足
立
区

は
最
近
芭
蕉
の
記
念
碑
を
建
立
し
熱
心
な
区

だ
か
ら
と
話
が
来
た
が
、
駄
目
だ
と
言
わ
れ

た
。
筆
者
は
、
「
江
東
区
は
芭
蕉
庵
が
あ
っ

た
地
だ
か
ら
同
区
な
ら
喜
ん
で
引
き
受
け
る

で
し
ょ
う
」
と
進
言
。
江
東
区
に
は
区
議
で

芭
蕉
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
お
り
、
川
崎
氏
が
話

し
た
と
こ
ろ
喜
び
、
早
速
区
に
交
渉
し
た
が
、

芭
蕉
像
が
す
で
に
あ
る
の
で
い
ら
な
い
と
断

ら
れ
た
と
い
う
。
江
東
区
が
不
要
な
ら
、
足

立
区
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
で
し
か
御
縁
は

な
い
が
、
俳
句
の
盛
ん
な
土
地
柄
な
の
で
是

非
頂
き
た
い
、
つ
い
て
は
拝
見
し
て
か
ら
ご

返
事
し
ま
す
と
即
答
し
た
。

　
後
日
、
憲
政
会
館
を
訪
問
し
陶
像
を
拝
見

し
た
。
ま
ず
、
陶
像
と
い
う
か
ら
小
さ
い
像

を
想
像
し
て
い
た
が
、
等
身
大
の
大
物
な
の

で
感
動
し
、
帰
庁
後
直
ち
に
受
理
し
た
い
旨

を
区
長
に
報
告
し
、
鯨
岡
・
川
崎
両
氏
に
も

伝
え
、
経
費
と
設
置
場
所
・
展
示
設
備
の
見

積
も
り
と
予
算
措
置
を
と
り
、
展
示
台
座
を

発
注
す
る
と
同
時
に
日
通
に
美
術
輸
送
を
手

配
し
た
。

　
台
座
が
中
央
図
書
館
郷
土
資
料
室
に
設
置

さ
れ
た
の
が
翌
年
三
月
十
五
日
で
、
早
速
十

八
日
に
憲
政
会
館
か
ら
中
央
図
書
館
（
当
時

は
梅
田
）
に
搬
送
し
て
区
に
引
き
取
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
永
田
町
の
川
崎
事
務
所
に
、
こ
の

受
取
書
を
持
参
し
お
礼
を
述
べ
て
終
了
し
た
。

た
だ
し
、
寄
付
名
義
人
は
川
崎
秀
二
氏
の
ご

母
堂
で
川
崎
康
子
氏
と
し
た
。

　
そ
の
後
の
調
査
で
、
こ
の
像
が
伊
賀
上
野

に
あ
る
城
山
公
園
内
の
俳
聖
堂
に
奉
ら
れ
て

　

も
く
じ
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こ
の
陶
像
の
由
来
と
千
住
の
芭
蕉
翁
顕
彰

会
の
活
動
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

◆
芭
蕉
翁
陶
像
の
誕
生

　
俳
諧
師
芭
蕉
翁
の
出
身
地
は
現
在
の
三
重

県
伊
賀
上
野
市
で
す
。
芭
蕉
翁
生
誕
三
百
年

（
一
六
四
四
）
に
当
た
る
こ
と
か
ら
松
尾
芭

蕉
翁
を
顕
彰
し
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
陶

芸
研
究
家
で
も
あ
っ
た
川
崎
克
氏
（
三
重
県

出
身
政
治
家
）
が
、
私
財
を
投
じ
「
伊
賀
焼
」

の
芭
蕉
像
、
正
・
副
二
体
を
昭
和
十
七
年
（
一

九
四
二
）
に
制
作
し
ま
し
た
。
原
型
は
、
後

に
帝
国
美
術
院
参
与
と
な
る
彫
刻
家
長
谷
川

栄
作
氏
の
作
で
す
。

◆
足
立
区
と
芭
蕉
翁
陶
像
経
緯

　
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当
時
足
立
区
職

員
で
あ
っ
た
安
藤
義
雄
氏
が
『
芭
蕉
と
千
住

宿
』（
足
立
区
郷
土
資
料
刊
行
会
・
二
〇
〇
五
）

の
著
書
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
「
昭
和
四
十
九
年
十
月
十
二
日
、
芭
蕉
忌

を
し
て
行
わ
れ
た
『
お
く
の
ほ
そ
道
矢
立
初

の
碑
』
の
除
幕
式
に
は
、
多
数
の
来
賓
を
招

待
し
実
施
し
た
。
こ
の
時
、
出
席
さ
れ
た
衆

議
院
議
員
鯨
岡
兵
輔
氏
が
、
そ
の
後
、
十
一

月
七
日
に
長
谷
川
久
勇
区
長
を
訪
れ
芭
蕉
像

の
寄
贈
に
つ
い
て
打
診
さ
れ
た
の
で
、
筆
者

が
対
応
し
た
。
鯨
岡
氏
の
お
話
の
要
旨
は
、

元
国
会
議
員
の
川
崎
秀
二
氏
が
、
在
任
中
、

国
会
付
属
憲
政
会
館
の
運
営
委
員
長
を
勤
め
、

ロ
ビ
ー
に
郷
里
か
ら
移
送
し
た
芭
蕉
の
陶
像

を
飾
っ
た
。
委
員
長
辞
任
で
、
そ
の
陶
像
は

私
物
な
の
で
撤
去
を
求
め
ら
れ
た
。
「
こ
れ

を
ど
こ
か
の
自
治
体
な
ど
で
引
き
受
け
て
も

　

はい、文化財係です 15・東京９区文化財古民家めぐり…P4

エントランスのセンターに移設された芭蕉陶像
　このあとアクリルケースがとりつけられた

足
立
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
学
び

ピ
ア
・
千
住
五

―

一
三

―

五
）
に
設

置
さ
れ
て
い
た
松
尾
芭
蕉
翁
の
陶
像

が
七
月
三
十
一
日
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
セ

　

ン
タ
ー
に
位
置
を
移
し
、
ア
ク
リ
ル

ケ
ー
ス
と
解
説
文
が
取
り
付
け
ら
れ
、

目
立
つ
芭
蕉
翁
と
な
り
ま
し
た
。

安
住
・
鎮
座
の
芭
蕉
翁
陶
像

堀
川 
和
夫
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い
る
芭
蕉
像
と
同
一
に
思
わ
れ
、
昭
和
五
十

五
年
十
月
十
四
日
、
筆
者
は
確
認
の
た
め
伊

賀
上
野
の
芭
蕉
記
念
館
を
訪
れ
、
俳
聖
堂
の

芭
蕉
像
を
拝
見
し
て
足
立
区
の
陶
像
と
同
一

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

像
は
ほ
ぼ
等
身
大
で
伊
賀
焼
自
然
釉
の
陶

像
で
、
座
像
の
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
・
幅
一
・

二
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
八
十
セ
ン
チ
、
作
者

は
川
崎
克
氏
。
芭
蕉
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
た

め
に
伊
賀
上
野
に
昭
和
十
七
年
俳
聖
堂
が
建

立
さ
れ
、
そ
の
際
堂
内
に
安
置
す
る
た
め
制

作
さ
れ
た
も
の
。
重
さ
約
四
〇
〇
キ
ロ
、
全

体
の
色
は
茶
褐
色
で
伊
賀
焼
の
特
色
が
よ
く

出
て
い
る
。
こ
の
像
が
大
き
い
た
め
に
万
一

の
失
敗
を
避
け
る
た
め
、
制
作
時
に
二
体
焼

い
た
そ
の
副
だ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
い
る
。
現

在
、
郷
土
博
物
館
に
目
玉
と
し
て
展
示
さ
れ

て
い
る
の
で
、
伊
賀
上
野
か
ら
も
関
係
者
が

訪
れ
驚
き
の
目
で
見
ら
れ
て
い
る
。
伊
賀
上

野
で
は
十
月
十
二
日
の
芭
蕉
忌
に
し
か
、
俳

聖
堂
の
芭
蕉
像
を
開
扉
し
な
い
と
言
う
こ
と

で
あ
る
。
後
年
の
た
め
、
敢
え
て
詳
し
く
記

録
（
一
部
割
愛
）
」
と
詳
細
に
語
ら
れ
て
い

ま
す
。

◆
安
住
・
鎮
座
の
落
ち
着
く
と
こ
ろ

　

陶
像
の
「
正
」
な
る
一
体
は
、
芭
蕉
翁
生

誕
地
伊
賀
上
野
の
公
園
に
俳
聖
殿
（
は
い
せ

い
で
ん
）
を
建
立
、
そ
の
中
に
鎮
座
し
て
い

ま
す
。
俳
聖
殿
は
、
川
崎
氏
の
着
想
を
も
と
に
、

建
築
家
伊
東
忠
太
の
設
計
指
導
で
建
設
さ
れ

た
も
の
で
、
芭
蕉
の
旅
姿
を
模
し
た
も
の
と

さ
れ
る
桧
皮
葺
き
の
木
造
建
築
で
、
平
成
二

十
二
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

　

奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
を
結
び
、
交
流
と
芭
蕉

の
顕
彰
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
に

出
発
し
て
か
ら
三
百
三
十
年
目
に
あ
た
り
、

四
月
三
日
に
伊
賀
上
野
市
の
上
野
天
満
宮
で

採
取
さ
れ
た
俳
聖
の
火
が
、
分
火
さ
れ
、
ゆ

か
り
の
各
地
を
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
火
が
、

荒
川
区
か
ら
足
立
区
へ
、
親
書
と
と
も
に
渡

さ
れ
ま
す
。　

　

12

月
８
日
（
日
）
12

時
30

分
か
ら
（
約
30

分
）

場
所  

足
立
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

★
分
火
式
は
、
ど
な
た
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

問
先  

地
域
文
化
課
（
三
八
八
〇―

五
九
八
五
）

■
日
誌
【
三
】
（
明
治
四
十
三
年
水
害
）

　

八
月
十
二
日
は
前
日
に
続
い
て
晴
れ
て
雨

は
上
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
上
流
か
ら
の
河

水
に
よ
る
水
害
の
被
害
（
浸
水
）
は
ま
だ
ま

だ
続
き
、
そ
れ
へ
の
対
応
も
ま
た
続
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

午
前
中
に
梅
島
村
よ
り
全
村
が
浸
水
し
て

し
ま
い
、
救
護
の
方
途
が
な
い
の
で
救
助
船

を
差
し
回
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
り
ま

し
た
が
、
郡
役
所
に
も
船
が
な
い
た
め
応
じ

ら
れ
な
い
旨
を
伝
え
ま
し
た
。
梅
島
村
は
焚

出
し
の
場
所
も
確
保
で
き
な
い
と
伝
え
て
き
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今
後
の
顕
彰
会
の
活
動
と
し
て
は
次
の
よ

う
な
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

一
、 

芭
蕉
翁
陶
像
を
歴
史
的
文
化
遺
産
と
し

　

て
後
世
に
伝
え
た
い
。

二
、
「
旅
立
ち
の
日
」
の
顕
彰
イ
ベ
ン
ト
等

　

を
計
画
し
実
施
す
る
。

三
、 

区
内
の
小
・
中
・
高
校
・
大
学
を
始
め

　

児
童
・
生
徒
・
学 

生
へ
の
芭
蕉
翁
顕
彰

　

と
啓
発
を
進
め
る
。 

　

会
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
是
非
ご

入
会
下
さ
い
。

　

（
千
住
の
芭
蕉
翁
顕
彰
会
事
務
局
・
足
立

　

史
談
会
）

　

顕
彰
会
と
郷
土
博
物
館
の
共
催
講
座
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
起
こ
し
下
さ
い
。

　

12

月
８
日
（
日
）
午
後
１
時
か
ら
４
時

　
「
芭
蕉
旅
立
ち
の
地
で
俳
句
を
語
る
集
い
」

会
場　

足
立
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　

学
び
ピ
ア
５
階
研
修
室

参
加
費　

無
料

　

松
尾
芭
蕉
ゆ
か
り
の
自
治
体
・
団
体
で
は
、

　

い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
副
の
「
芭
蕉
翁
陶
像
」
は
、
中

央
図
書
館
郷
土
資
料
室
か
ら
、
足
立
区
立
郷

土
博
物
館
が
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）

年
に
開
館
さ
れ
た
の
を
期
に
移
設
展
示
さ
れ

ま
し
た
。
郷
土
博
物
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に

伴
い
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
五
月

に
「
足
立
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
入
口
脇

に
移
設
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

◆
千
住
の
芭
蕉
翁
顕
彰
会
の
誕
生

　

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
日
本
の
俳
諧
文
化

の
遺
産
で
あ
り
、
ま
た
、
紀
行
文
学
の
貴
重

な
資
料
で
す
。
千
住
大
橋
公
園
に
昭
和
四
十

九
年
に
「
矢
立
初
め
の
碑
」
と
「
奥
の
細
道

行
程
図
」
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
伊
賀
上
野

の
俳
聖
殿
の
芭
蕉
像
と
「
兄
弟
像
」
で
あ
り
、

俳
聖
殿
の
芭
蕉
像
は
十
月
十
二
日
芭
蕉
祥
月

命
日
に
開
閉
さ
れ
、
一
年
に
一
回
の
拝
観
で

す
。
同
じ
芭
蕉
像
が
千
住
に
あ
り
常
時
拝
観

で
き
る
環
境
で
す
。
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
陶

像
の
芭
蕉
翁
を
「
目
立
つ
場
所
」
に
鎮
座
さ

せ
た
い
と
の
思
い
か
ら
「
顕
彰
会
」
を
設
立
し
、

「
芭
蕉
翁
」
を
も
っ
と
千
住
の
皆
さ
ん
足
立

区
民
に
身
近
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
い

と
い
う
思
い
、
ま
た
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」

象
徴
の
出
発
地
と
し
て
広
く
周
知
さ
せ
よ
う

と
い
う
気
持
ち
、
そ
し
て
ま
た
、
後
世
に
も

伝
え
る
た
め
に
「
千
住
の
芭
蕉
翁
顕
彰
会
」

（
飯
島
弘
会
長
）
を
、
千
住
の
町
会
長
さ
ん

を
は
じ
め
有
志
の
参
加
と
、
足
立
区
俳
句
連

盟
、
炎
天
寺
、
区
内
俳
句
主
幹
者
等
の
協
力

を
得
て
設
立
し
ま
し
た
。

◆
今
後
の
活
動

「
芭
蕉
翁
陶
像
鎮
座
の
お
披
露
目
」

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

行
政
文
書
に
見
る

　  

足
立
区
の
水
害
記
録
（
九
）

　
　
　
　
　
　
　    

山
崎
尚
之

奥
の
細
道
紀
行

　
三
百
三
十
年
記
念
事
業

俳
聖
の
火
　
分
火
式
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処
し
て
い
こ
う
と
い
う
心
構
え
に
よ
っ
て
行

動
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
住
民
間

に
で
き
あ
が
っ
て
き
て
い
た
た
め
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
実

際
に
住
民
間
の
ト
ラ
ブ
ル
が
な
く
、
こ
の
「
日

誌
」
の
記
述
も
、
そ
れ
を
反
映
し
て
淡
々
と

し
た
状
況
報
告
と
救
助
内
容
の
羅
列
と
い
う

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ

れ
は
三
年
の
間
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
進

歩
と
し
て
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
専
門
員
）

　

十
戸
）
に
対
し
て
焚
出
し
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
報
告
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
同
村

に
は
、
白
米
・
副
食
が
欠
乏
し
て
お
り
、
購

入
す
る
手
段
が
な
い
た
め
供
給
し
て
ほ
し
い

旨
を
申
出
さ
れ
ま
し
た
が
（
水
は
同
村
で
賄

え
る
と
の
こ
と
、
焚
出
し
場
所
は
花
畑
鷲
神

社
境
内
に
用
意
す
る
見
込
み
と
の
こ
と
）
、

郡
役
所
は
白
米
な
ど
に
つ
い
て
は
東
京
府
と

協
議
中
の
た
め
、
そ
こ
よ
り
供
給
が
あ
り
次

第
、
供
給
す
る
と
伝
え
ま
し
た
。
花
畑
村
は
、

十
三
日
正
午
ま
で
に
職
員
が
出
頭
し
て
く
る

は
ず
と
の
こ
と
な
の
で
、
十
三
日
の
正
午
に

は
白
米
な
ど
の
供
給
に
つ
い
て
東
京
府
と
南

足
立
郡
役
所
の
方
針
が
決
定
す
る
の
で
し
ょ

う
。

　

郡
の
職
員
を
、
荒
川
の
災
害
状
況
の
視
察

と
小
舟
の
借
入
の
た
め
江
北
村
に
出
張
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
二
艘
の
舟
を
借
り
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

焚
出
し
に
適
当
な
場
所
か
否
か
の
確
認
の

た
め
職
員
を
荒
川
堤
（
場
所
未
定
）
に
出
張

さ
せ
、
適
当
と
の
こ
と
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

水
害
状
況
の
視
察
の
た
め
、
内
務
省
の
技

師
二
名
が
出
張
し
て
き
ま
し
た
。
明
日
も
来

庁
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

南
足
立
郡
病
院
に
状
況
視
察
に
行
っ
て
き

た
職
員
に
よ
る
と
、
同
病
院
は
浸
水
が
床
上

約
六
十
セ
ン
チ
に
達
し
て
い
る
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

午
後
三
時
二
十
分
に
軍
司
令
部
に
対
し
て
、

南
足
立
郡
で
は
全
郡
浸
水
の
た
め
ほ
ぼ
十
日

間
に
わ
た
り
役
所
で
の
兵
事
事
務
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
旨
の
報
告
を
し
ま
し
た
。

　

千
住
郵
便
局
よ
り
電
話
が
あ
り
、
郡
役
所

あ
て
の
着
電
（
電
報
）
を
配
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
便
宜
的
に
電

報
を
開
封
し
て
電
話
で
電
文
を
通
知
し
て
く

れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
「
度
量
衡
講
習
会

延
期
ス
」
。
但
し
、
こ
の
電
報
は
道
路
が
開

通
次
第
、
配
達
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

郡
役
所
へ
の
避
難
民
は
男
女
合
計
で
十
二

日
の
夕
食
提
供
時
で
五
十
二
人
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
前
日
十
一
日
夜
の
八
人
か
ら
大

幅
に
増
え
ま
し
た
。

　

郡
病
院
で
も
白
米
や
副
食
が
欠
乏
し
た
の
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ま
し
た
。
浸
水
は
床
上
約
六
〇
セ
ン
チ
に
達

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

江
北
村
か
ら
は
、
同
村
の
鹿
浜
か
ら
堀
ノ

内
に
か
け
て
河
水
が
流
入
し
た
た
め
目
下
こ

れ
を
防
い
で
い
る
こ
と
、
及
び
上
流
の
埼
玉

県
南
平
柳
村
（
現
在
の
川
口
市
東
部
）
の
荒

川
堤
で
、
長
さ
約
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
高
さ
約

六
〇
セ
ン
チ
に
か
け
て
堤
防
を
越
え
、
さ
ら

に
十
二
月
田
村
・
樋
爪
村
（
マ
マ
）
な
ど
各

所
の
堤
防
が
破
壊
さ
れ
、
江
北
村
で
は
氾
濫

が
お
き
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
浸
水
家

屋
は
九
百
三
十
七
戸
、
六
千
百
二
十
四
人
（
全

村
民
）
の
被
災
者
が
出
て
お
り
、
食
事
が
で

き
な
い
状
態
な
の
で
、
十
二
日
朝
食
か
ら
救

助
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

千
住
町
長
が
救
護
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め

に
来
庁
し
ま
し
た
。

　

午
前
六
時
こ
ろ
に
、
南
足
立
郡
役
所
裏
門

の
右
方
に
住
む
人
々
男
女
五
人
が
、
避
難
す

る
と
こ
ろ
が
な
い
と
の
こ
と
で
救
助
要
請
し

て
き
た
た
め
、
所
員
に
直
ち
に
筏
で
救
助
し

郡
役
所
に
収
容
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
梅
島

村
か
ら
の
救
助
船
の
差
し
回
し
要
請
に
対
し

て
、
船
が
な
い
た
め
応
じ
ら
れ
な
い
と
言
っ

て
い
た
こ
と
に
対
応
す
る

“

筏

”

に
よ
る
救

助
の
実
施
で
す
。
こ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
と
郡

役
所
に
避
難
し
て
く
る
住
民
が
増
え
て
い
き

ま
し
た
。

■
午
後
も
対
応
が
続
く

　

花
畑
村
長
が
来
庁
し
て
、
綾
瀬
川
が
氾
濫

し
た
た
め
全
村
が
浸
水
し
、
村
民
が
自
宅
で

煮
炊
き
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
十
二
日

夕
食
よ
り
三
日
間
、
四
千
五
百
人
（
六
百
五

　

で
、
こ
れ
を
購
入
し
送
付
す
る

た
め
に
職
員
を
出
張
さ
せ
ま
し

た
。

■
明
治
四
十
年
水
害
と
比
べ
て

　

以
上
、
焚
出
し
場
所
が
確
保

で
き
な
い
ほ
ど
の
浸
水
被
害
は

お
き
て
い
る
も
の
の
、
住
民
同

士
の
ト
ラ
ブ
ル
は
な
く
淡
々
と

郡
役
所
や
町
村
役
場
に
よ
る
状

況
報
告
と
救
助
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
四
十
年
の
水
害

の
時
の
よ
う
な
、
河
川
の
氾
濫

と
堤
防
の
越
水
を
め
ぐ
る
綾
瀬

川
を
挟
ん
だ
東
西
の
村
民
同
士

の
対
立
と
衝
突
、
そ
れ
へ
の
警

官
隊
の
出
動
と
い
う
よ
う
な
劇

的
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
四
十
年
の
水
害
が

教
訓
と
な
り
、
衝
突
を
避
け
復

旧
に
向
け
て
力
を
合
わ
せ
て
対
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足 立 史 談

　

茅
葺
屋
根
に
象
徴
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
古

民
家
は
、
生
活
様
式
の
変
化
に
と
も
な
っ

て
激
減
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

足
立
区
に
は
、
旧
和
井
田
家
住
宅
（
母
屋
）

が
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
お
り
、

大
変
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
大
切
に
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
（
鹿
浜
二

―

四
四

―

一　

足
立
区
都
市
農
業
公
園
内　

※

現
在
、
外

観
の
み
見
学
で
き
ま
す
）
。

　

視
点
を
広
げ
て
東
京
二
十
三
区
を
み
て

み
る
と
、
北
区
・
練
馬
区
・
板
橋
区
・
杉

　

並
区
・
目
黒
区
・
江
東
区
・
江
戸
川
区
・

世
田
谷
区
に
も
区
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
古
民
家
が
あ
り
、
足
立
区
を
含
め
た
計

九
区
で
十
八
棟
の
古
民
家
が
保
存
・
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
九
区
の
文
化
財

担
当
者
は
、
古
民
家
の
保
存
と
活
用
の
た

め
に
、
定
期
的
に
集
ま
っ
て
古
民
家
の
維

持
・
管
理
な
ど
の
問
題
点
を
話
し
合
っ
た

り
、
合
同
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
平
成

十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
開
催
さ
れ
た
北

区
と
世
田
谷
区
の
合
同
古
民
家
見
学
会
で

し
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
か
ら
足

立
区
も
含
め
た
八
区
に
拡
大
し
、
平
成
二

十
二
年
に
九
区
と
な
り
、
「
東
京
９
区
文
化

財
古
民
家
め
ぐ
り
」
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。

■
古
民
家
め
ぐ
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

九
区
で
は
、
毎
年
、
東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー

ク
（
東
京
都
教
育
庁
主
催
）
に
合
わ
せ
て

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
行
っ
て
い
ま
す
。
期

間
中
（
十
月
一
日
〜
十
一
月
三
十
日
）
に

各
区
の
ス
タ
ン
プ
を
全
部
集
め
る
と
、
記

念
品
の
か
わ
い
い
し
お
り
が
も
ら
え
ま
す
。

ス
タ
ン
プ
ラ
リ―

の
台
紙
は
各
区
の
古
民

家
に
置
い
て
あ
る
ほ
か
、
足
立
区
で
は
本

庁
舎
南
館
三
階
の
地
域
文
化
課
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。
記
念
品
は
最
後
に
ス
タ
ン

プ
を
捺
し
た
古
民
家
で
も
ら
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
全
部
を
め
ぐ
る
の
は
大
変
で
す

が
、
達
成
さ
れ
る
方
が
毎
年
出
ま
す
。
記

念
品
は
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
欲

し
い
方
は
お
早
め
に
！

■
合
同
展
示

　

平
成
二
十
三
年
か
ら
共
通
テ
ー
マ
を
決

め
て
合
同
で
パ
ネ
ル
展
示
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
年
の
テ
ー
マ
は
、
「
屋
根
」
で
す
。

古
民
家
の
屋
根
は
、
そ
の
構
造
や
意
匠
、

保
存
の
方
法
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が

で
る
、
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
す
。
各
古
民

家
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
特
徴
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昨
年
ま
で
は
、
東

京
区
政
会
館
（
千
代
田
区
）
で
展
示
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
各
古
民
家
で
、

解
説
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
九
区
の
展
示
を
す
べ
て

見
る
に
は
、
各
古
民
家
を
め
ぐ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
現
物
を
見
る
の
で

は
や
は
り
違
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
現
地
で

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

■
Ｏ
Ｕ
講
座

　

Ｏ
Ｕ
講
座
は
、
公
益
財
団
法
人
特
別
区

協
議
会
・
首
都
大
学
東
京
オ
ー
プ
ン
ユ
ニ

バ
ー
シ
テ
ィ
が
主
催
す
る
公
開
講
座
で
、

東
京
区
政
会
館
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
講

座
の
一
つ
と
し
て
、
九
区
で
講
座
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
年
は
十
月
八
日
に
「
古
民

家
め
ぐ
り
、
は
じ
め
の
一
歩
」
と
題
し
、

各
区
の
担
当
者
が
写
真
を
用
い
て
説
明
し

ま
し
た
。
当
日
は
席
が
足
り
な
く
な
る
ほ

ど
の
盛
況
で
、
八
十
人
程
の
受
講
生
が
熱

心
に
説
明
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

■
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

昨
年
度
は
、
二
月
二
十
七
日
に
古
民
家

の
復
元
を
テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
板
橋
区
の
旧
粕
谷
家
住
宅
で
行
い
ま
し
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た
。
古
民
家
は
文
化
財
で
あ
る
一
方
で
、

多
く
の
区
民
を
迎
え
る
公
共
施
設
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
復
元
に
際
し
、

耐
震
工
事
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
設
備
を
整

え
る
こ
と
と
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を

守
る
と
い
う
、
難
し
い
問
題
に
つ
い
て
話

し
合
い
ま
し
た
。
当
日
は
九
区
だ
け
で
な

く
、
近
隣
市
区
町
村
の
古
民
家
担
当
者
も

集
ま
り
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
文

化
財
担
当
者
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
建

築
・
営
繕
に
携
わ
る
人
の
出
席
も
多
く
、

文
化
財
建
造
物
の
保
存
は
、
ど
の
自
治
体

で
も
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題

で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
り
ま
し
た
。

■
定
例
会
議

　

九
区
は
、
隔
月
一
回
程
度
、
持
ち
回
り

で
各
区
の
古
民
家
に
集
ま
り
、
イ
ベ
ン
ト

や
そ
の
他
の
こ
と
に
つ
い
て
会
議
を
し
て

い
ま
す
。
今
年
も
旧
和
井
田
家
住
宅
で
一

度
開
催
し
、
多
く
の
関
係
者
が
集
ま
り
ま

し
た
。
会
議
で
は
、
各
古
民
家
の
維
持
・

管
理
に
関
す
る
意
見
交
換
も
あ
り
ま
す
。

担
当
者
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
な

問
題
も
、
他
区
の
経
験
談
や
意
見
を
聞
く

こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

足
立
区
の
誇
る
旧
和
井
田
家
住
宅
（
母

屋
）
は
、
区
内
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
な
が
ら
、
区
外
の
方
々
に
も
大
変
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
「
東
京
９
区
文

化
財
古
民
家
め
ぐ
り
」
の
活
動
を
通
じ
、

そ
の
価
値
を
広
く
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　  
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

足立区指定有形民俗文化財　

旧和井田家住宅（母屋）

は
い
、
文
化
財
係
で
す
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