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interview

川並鳶特有の細い股引きと、七枚小鉤（こはぜ）足袋
をはき、腹がけ半纏姿のいなせな川藤会長。
昭和十八年、東京木場で生まれる。幼少の頃より父の
家業である川並の修行を始め、昭和三十六年から、本
格的に川並の世界に。現在、（株）川勝代表取締役会長。
「東京木場角乗り保存会」会長。

東京江東区内の木場公園のイベント池で、日頃の成果を披露する「角乗り保存会」の皆さん。多くの若者が、江戸の伝統を継承しようと集まってくる。

消えゆく水都と伝統
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木
場
は
木
材
を
中
心
に

つ
く
ら
れ
た
町

―
川
藤
さ
ん
は
、
現
在
「
角
乗
り
保
存
会
」
の

会
長
を
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ご
自
身
も

川
並
で
い
ら
し
た
と
う
か
が
い
ま
し
た
。
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
こ
の
道
に
入
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
親
父
が
川
並
（
注
1
）
で
、
こ
の
木
場

で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
で
し
て
、
親
父
が
初
代
、

私
が
二
代
目
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
父
は
明
治
生

ま
れ
の
い
わ
ゆ
る
頑
固
親
父
、
竹
を
割
っ
た
よ
う

な
性
格
の
人
で
し
た
ね
。
ま
あ
、
物
心
つ
い
て
十

歳
ぐ
ら
い
か
ら
夏
休
み
や
春
休
み
と
い
っ
た
学
校

が
休
み
の
度
に
、
遊
び
が
て
ら
に
親
父
の
手
伝
い

を
や
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
経
験
が
川
並
の
第
一

歩
で
し
た
ね
。
本
格
的
に
親
父
の
跡
を
継
い
だ
の

が
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
十
六
）
年
。
こ
の
年
か

ら
川
並
の
世
界
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
角
乗
り
と

の
つ
き
あ
い
も
こ
の
時
か
ら
で
す
。

―
角
乗
り
に
つ
い
て
う
か
が
う
前
に
、
川
並
が

ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

川
並
を
語
る
に
は
、
木
場
と
い
う
場
所
が

ど
ん
な
所
だ
っ
た
の
か
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
ま

せ
ん
。
小
唄
の
文
句
に
あ
り
ま
す
が
、
木
場
は
橋

と
堀
の
町
、「
木
の
香
ゆ
か
し
き
深
川
の
」
と
続

く
ん
で
す
ね
。
橋
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
川
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
。
橋
を
渡
っ
て
木

場
、
深
川
に
入
る
と
、
木
の
香
り
が
プ
ー
ン
と
す

る
。
そ
の
も
の
ず
ば
り
、
も
く
（
木
）
の
場
所
「
木

場
」
な
ん
で
す
。

そ
の
木
場
は
、
材
木
屋
、
川
並
、
筏
い
か
だ

師し

（
注
2
）
、

木
挽
き
（
注
3
）
、
荷
揚
げ
人
足
（
注
4
）
の
町
で
も

あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
荷
揚
げ
人
足
。
伝
馬
船

で
材
木
（
製
品
に
な
っ
た
も
の
）
を
運
ん
で
く
る

と
、
堀
に
面
し
た
岸
壁
に
横
付
け
に
す
る
。
各
材

木
屋
の
堀
に
面
し
た
所
に
は
、
荷
揚
げ
用
の
取
り

入
れ
口
が
切
っ
て
あ
り
ま
す
。
伝
馬
船
か
ら
そ
こ

へ
「
あ
い
び
板
」
と
呼
ぶ
足
場
板
を
渡
す
ん
で
す

が
、
幅
一
尺
、
長
さ
三
尺
三
寸
の
板
を
ま
と
も
に

渡
す
と
坂
に
な
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
（
注
5
）
。
人
力

で
運
び
上
げ
る
わ
け
だ
か
ら
、
あ
ん
ま
り
坂
に
な

っ
ち
ゃ
う
と
き
つ
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
岸
壁

の
取
り
入
れ
口
を
荷
揚
げ
用
に
、
伝
馬
船
よ
り
も

少
し
低
く
し
た
場
所
を
作
っ
て
お
く
ん
で
す
。
そ

う
す
れ
ば
勾
配
が
で
き
て
材
木
が
取
り
入
れ
や
す

く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
木
場
の
町
は
す
べ
て
木

材
の
商
い
を
中
心
に
し
て
、
考
え
抜
い
て
作
ら
れ

て
い
た
ん
で
す
。

川
並
の
仕
事
は

木
材
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
師

川
並
の
仕
事
と
筏
師
の
仕
事
と
の
違
い
を
お
話

し
し
ま
し
ょ
う
。
本
船
や
帆
船
で
運
ば
れ
て
き
た

原
木
が
東
京
湾
に
着
く
と
、
荷
主
が
自
分
の
買
っ

た
原
木
を
筏
に
組
ん
で
貯
木
場
に
持
っ
て
く
る
ん

で
す
が
、
そ
の
仕
事
を
す
る
の
が
筏
師
。
筏
師
は

貯
木
場
で
大
ま
か
な
仕
分
け
を
し
て
、
原
木
を
再

び
筏
に
組
み
直
し
ま
す
。
東
京
湾
に
着
く
原
木
は
、

商
社
や
木
場
の
大
問
屋
が
山
で
買
い
入
れ
た
も

の
。
原
木
は
そ
の
後
、
一
次
問
屋
、
二
次
問
屋
を

渡
っ
て
、
製
材
所
で
製
品
に
な
り
ま
す
が
、
川
並

は
製
品
に
な
る
ま
で
の
道
筋
で
発
生
す
る
、
細
々
こ
ま
ご
ま

し
た
仕
事
を
受
け
持
ち
ま
す
。

―
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
作
業
な
の
で
し

ょ
う
か
。簡

単
に
言
え
ば
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
仕
事

か
な
あ
。
き
れ
い
に
陳
列
し
て
見
栄
え
を
良
く
し

た
り
、
検
尺
と
い
っ
て
石
数
こ
く
す
う

（
注
6
）
を
確
認
し
た

り
、
等
級
（
質
）
を
整
え
た
り
。
要
す
る
に
、
手

間
を
か
け
る
こ
と
で
付
加
価
値
を
付
け
て
高
く
売

れ
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。
靴
屋
で
言
え
ば
、
筏

師
は
で
き
た
靴
を
ま
と
め
て
何
足
も
売
る
卸
売
り

業
。
川
並
は
一
足
づ
つ
売
る
小
売
業
に
あ
た
り
ま

す
ね
。
た
だ
小
売
り
と
言
っ
て
も
、
二
次
問
屋
か

ら
三
次
問
屋
へ
と
い
う
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
細
か
い

商
い
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。

例
え
ば
私
が
、
Ａ
と
い
う
二
次
問
屋
の
出
入
り

の
川
並
だ
っ
た
と
し
ま
す
。
原
木
問
屋
か
ら
仕
入

れ
た
丸
太
は
、
石
数
で
買
い
上
げ
て
堀
ま
で
運
ん

で
き
ま
す
。
そ
れ
を
一
本
一
本
測
り
直
し
て
、
浮

か
ん
で
い
る
丸
太
に
ガ
リ
引
き
（
注
7
）
で
正
し
い

寸
法
を
印
つ
け
し
て
や
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に

一
〜
三
寸
は
一
〜
三
本
引
っ
掻
く
ん
で
す
が
、
四

寸
は
四
か
４
と
書
き
、
五
寸
は
×
（
バ
ツ
）、
六

寸
は
一
寸
と
同
じ
で
一
本
な
ん
で
す
ね
。
見
り
ゃ

わ
か
る
と
い
う
か
、
一
寸
と
六
寸
を
間
違
え
る
わ

け
が
な
い
ん
で
す
よ
。
一
尺
も
一
本
で
す
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
よ
く
親
父
か
ら

「
サ
シ
は
杖
に
し
と
け
よ
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で

す
。
検
尺
は
差
し
金
を
使
っ
て
測
る
ん
で
す
が
、

目
で
測
れ
と
い
う
こ
と
で
す
。
目
で
間
違
い
な
く

測
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
差
し
金
を
当
て
る
の
は

た
だ
確
認
だ
け
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
差
し

金
に
頼
る
か
ら
数
字
を
読
み
違
え
る
こ
と
に
な

る
。
要
は
、
そ
れ
を
戒
め
る
言
葉
で
す
。

検
尺
す
る
の
は
確
認
の
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、

ま
と
め
買
い
を
し
た
丸
太
は
、
細
か
く
測
る
と
合

計
し
た
石
数
が
上
が
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と

例
え
ば
百
万
円
で
仕
入
れ
た
も
の
が
百
十
万
円
に

な
っ
て
、
我
々
の
手
間
賃
が
出
る
。
出
入
り
の
川

並
と
し
て
Ａ
の
旦
那
の
役
に
立
つ
と
い
う
わ
け
で

す
。
さ
て
検
尺
が
終
わ
る
と
、
次
の
買
い
手
に
渡

20

ガリ引きという、丸太に文字を書く道具で
寸法を表示する。
1寸は1本、2寸は2本、6寸も1尺も1本。
「1寸と6寸と1尺は、見りゃわかる」からと
川藤会長。
イラストは、川藤会長の直筆。

2 寸

1 寸 6 寸 1 尺

かつては丸太の運搬、貯木に使われていた堀が、親水公園に生まれ
変わっている。
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す
の
に
き
れ
い
に
並
べ
変
え
て
や
る
。
太
い
の
と

細
い
の
が
ば
ら
ば
ら
に
並
ん
で
い
る
筏
っ
て
い
う

の
は
見
栄
え
が
悪
い
っ
て
ん
で
、
両
端
に
細
い
丸

太
を
、
中
央
に
太
い
丸
太
を
並
べ
て
蒲
鉾
型
に
作

る
ん
で
す
。
そ
う
し
て
で
き
た
筏
を
、
今
度
は
Ｂ

と
い
う
三
次
問
屋
の
川
並
が
検
品
す
る
ん
で
す
。

丸
太
の
直
径
が
百
分ぶ

（
一
尺
）
で
長
さ
十
尺
が
一

石
。
丸
太
の
状
態
で
そ
の
見
当
を
つ
け
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
が
九
十
七
分
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
。

分
切
れ
（
ぶ
ぎ
れ
）
と
言
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い

う
の
を
見
つ
け
る
と
「
お
い
、
こ
れ
は
切
れ
る
じ

ゃ
ね
え
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
ん
で
す
。
Ａ
の
川
並

と
し
て
は
、
危
な
い
の
を
覚
悟
の
上
で
目
一
杯
測

る
わ
け
で
す
よ
。
あ
る
程
度
利
益
は
出
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
そ
こ
で
赤
伝
が
切
ら
れ
て
も
Ａ
の
旦

那
の
損
に
は
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
「
う
ち
の
川

並
は
、
俺
の
た
め
に
頑
張
っ
て
く
れ
た
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
顔
が
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆

に
Ｂ
の
川
並
が
分
切
れ
に
気
付
け
ば
「
さ
す
が
う

ち
の
川
並
だ
」
と
い
う
こ
と
で
Ｂ
の
旦
那
に
顔
が

立
つ
。
だ
か
ら
、
ど
の
川
並
も
目
一
杯
で
木
を
測

る
。
当
然
、
川
並
同
士
で
、
分
切
れ
で
言
い
争
い

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。

わ
た
し
ゃ
健
司
で
す
か
ら
「
ケ
ン
ぼ
う
」
と
呼

ば
れ
て
た
ん
で
す
け
ど
、「
お
い
ケ
ン
ぼ
う
。
切

れ
る
（
分
切
れ
て
い
る
）
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ

れ
る
。「
お
じ
さ
ん
、
ど
こ
が
切
れ
る
ん
だ
よ
」

と
い
う
と
、「
お
ま
え
強
情
は
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。

切
れ
て
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
か
。」
こ
っ
ち
は
、
差
し
金

を
引
っ
か
け
る
所
に
ゴ
ミ
で
厚
み
を
の
せ
て
木
を

ひ
っ
か
け
て
る
か
ら
「
切
れ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
。
す
る
と
「
お
い
ケ
ン
ち
ゃ
ん
よ
ー
。
俺
は
何

十
年
も
や
っ
て
る
ん
だ
よ
。
こ
の
仕
事
を
よ
ー
。」

俺
も
強
情
だ
か
ら
「
お
じ
さ
ん
何
言
っ
て
ん
だ
よ
。

年
の
こ
と
言
う
な
ら
、
お
じ
さ
ん
、
俺
は
お
袋
の

股
か
ら
差
し
金
も
っ
て
オ
ギ
ャ
ー
と
生
ま
れ
て
き

た
ん
だ
よ
」
っ
て
言
う
と
お
じ
さ
ん
が
、「
い
や
。

参
っ
た
。
お
前
に
は
参
っ
た
」
と
な
る
わ
け
で
す

よ
（
笑
）。
そ
し
て
「
お
じ
さ
ん
、
借
り
と
く
よ
。

次
の
時
返
す
よ
」
と
な
る
わ
け
。
そ
し
て
、
今
度

相
手
が
そ
の
お
じ
さ
ん
の
時
は
、
逆
に
う
ん
と
甘

く
測
っ
て
や
る
わ
け
で
す
よ
。「
今
日
の
と
こ
ろ

は
、
貸
し
と
い
て
や
る
ぜ
」
と
言
い
、
受
け
る
ほ

う
も
「
こ
の
借
り
は
、
次
に
返
す
よ
」
っ
て
い
う

ん
で
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
だ
っ
た
ん
で
す
。

川
並
は
水
都
江
戸

・

・

・

・

に
し
か

い
な
か
っ
た

―
江
戸
に
限
ら
ず
、
木
場
の
よ
う
に
木
材
を
商

っ
て
い
た
地
方
都
市
に
も
、
川
並
と
い
う
職
業
は

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
江
戸
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
不
思
議

な
こ
と
に
。
木
場
と
い
う
の
は
、
も
く
（
木
）
の
場

所
「
木
場
」
だ
か
ら
、
江
戸
に
限
ら
な
い
わ
け
で

す
。
江
戸
深
川
の
木
場
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
築

城
を
中
心
と
し
た
町
作
り
か
ら
、
木
材
市
場
が
活

況
を
呈
し
た
の
が
始
ま
り
。
だ
か
ら
木
場
も
川
並

も
、
寛
永
年
間
か
ら
約
四
百
年
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
木
場
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
深
川
は
、
深
川

と
い
う
人
が
埋
め
立
て
た
干
拓
地
。
寛
永
十
八

（
一
六
四
一
）
年
の
大
火
の
後
、
材
木
置
き
場
は

火
災
を
お
こ
す
恐
れ
が
あ
る
か
ら
と
、
御
用
材
木

商
人
を
移
転
さ
せ
た
町
外
れ
の
河
口
が
今
の
深
川

で
す
。
こ
こ
に
独
自
の
情
緒
や
人
情
が
発
達
し
て
、

他
の
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
川
並
と
い
う
仕
事
の

需
要
を
生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

―
川
藤
さ
ん
が
本
格
的
に
川
並
と
な
ら
れ
た
、

昭
和
三
十
六
年
頃
に
は
、
川
並
の
親
方
の
は
何
人

ぐ
ら
い
い
ら
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

確
か
な
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
親
方

は
二
十
人
ぐ
ら
い
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
下
に

そ
れ
ぞ
れ
十
人
ぐ
ら
い
の
若
い
衆
が
つ
い
て
い
ま

し
た
か
ら
、
全
部
で
二
百
人
は
い
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
あ
、
丸
太
を
川
に
並
べ
て
点
呼
取
っ
た
か
ら
川

並
な
ん
だ
よ
。

角
乗
り

川
並
の
「
遊
び
」
が

「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場

粋
の
見
せ
場
」
に

―
川
並
と
角
乗
り
と
は
ど
う
い
う
経
緯
で
つ
な

が
っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

慶
長
年
間
か
ら
、
約
四
百
年
に
な
ろ
う
か

と
い
う
の
が
角
乗
り
の
歴
史
で
す
。
江
戸
と
い
う

所
は
、
江
戸
城
の
築
城
の
た
め
に
、
全
国
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
職
人
が
集
ま
っ
て
き
た
場
所
で
す
。
当

時
は
遊
び
が
あ
ま
り
な
い
時
代
で
す
よ
ね
。
職
人

に
は
娯
楽
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
角
乗
り
と

い
う
の
は
、
川
並
と
い
う
職
業
の
人
間
が
、
余
技
、

娯
楽
と
し
て
編
み
出
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
仕

事
の
合
間
に
、
丸
太
を
回
し
て
み
る
。
と
こ
ろ
が
、

丸
太
じ
ゃ
簡
単
で
お
も
し
ろ
く
な
い
。
こ
う
い
う

余
技
と
い
う
の
は
難
し
い
ほ
う
が
楽
し
い
ん
で

す
。
ツ
ガ
材
は
角
材
で
来
ま
し
た
か
ら
、
今
度
は

角
材
を
回
し
て
み
る
。
角
材
と
い
う
の
は
、
水
面

に
対
し
て
斜
め
に
な
っ
て
浮
く
ん
で
す
。
そ
れ
を

回
す
に
は
、
角
材
の
角
の
所
に
足
の
土
踏
ま
ず
を

引
っ
か
け
て
い
く
。
足
の
裏
を
載
せ
る
の
だ
っ
て
、

新木場に材木屋が移転して跡地には、「都立木場公園」として憩いの空間
が提供されている。

富岡八幡宮の境内にある「木場の角乗り」碑
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面
が
四
つ
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と

丸
太
は
、
足
を
引
っ
か
け
る
所
も
載
せ
る
所
も
無

数
に
あ
る
。
そ
れ
で
、
難
し
い
角
乗
り
を
夢
中
に

な
っ
て
練
習
し
て
、
回
せ
る
よ
う
に
な
る
と
下
駄

を
履
い
て
み
た
り
、
身
近
に
あ
る
扇
子
や
番
傘
を

持
っ
て
み
た
り
と
、
次
々
に
難
し
い
技
に
挑
戦
し

て
い
っ
た
ん
で
す
。
角
乗
り
と
い
う
の
は
、
川
並

の
余
技
、
娯
楽
で
あ
る
と
同
時
に
、
身
の
こ
な
し

を
洗
練
さ
せ
て
、
身
軽
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

で
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
技
を
結
集
し
た
の
が
、
三

宝
乗
り
で
す
。

―
こ
こ
に
川
藤
さ
ん
が
、
三
宝
乗
り
を
披
露
さ

れ
て
い
る
写
真
が
あ
り
ま
す
が
。

あ
あ
、
こ
れ
は
明
治
百
年
の
記
念
の
時
の

写
真
だ
か
ら
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
か

な
。
角
材
の
上
に
三
宝
を
三
段
重
ね
に
し
て
、
高

い
下
駄
を
履
き
、
扇
子
を
持
っ
て
演
じ
る
。
し
か

も
、
登
場
の
と
き
に
は
、
三
宝
の
上
に
あ
ぐ
ら
を

か
い
て
突
き
出
し
て
も
ら
っ
て
出
て
く
る
ん
で

す
。
あ
ぐ
ら
か
ら
ス
ッ
と
立
つ
と
、
野
原
に
一
本

の
杉
が
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
や
は
り
深
川
ら
し
く
、
粋
な
口
上
が
入
る
。

「
野
中
の
一
本
杉
で
ご
ざ
い
」
と
言
う
と
、
パ
ッ

と
立
つ
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
義
経
の
八
艘
飛
び
、

鵜
の
餌
拾
い
と
続
い
て
、
三
宝
を
ば
ら
し
て
角
材

の
上
に
飛
び
降
り
て
回
す
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
も

「
こ
れ
よ
り
器
ば
ら
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。
通
称
獅

子
の
子
落
と
し
、
親
獅
子
が
子
獅
子
を
谷
底
に
突

き
落
と
す
よ
う
に
見
え
ま
し
た
ら
ご
喝
采
」
と
口

上
が
入
り
ま
す
。
今
も
、
三
宝
乗
り
が
で
き
る
よ

う
に
、
会
員
に
は
、
全
部
教
え
て
い
ま
す
。

『
木
場
角
乗
り
保
存
会
』

―
現
在
、
東
京
木
場
角
乗
り
保
存
会
に
は
、
何

人
ぐ
ら
い
所
属
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

会
員
は
二
十
五
名
で
す
。
木
場
の
角
乗
り

は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
に
東
京
都
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
新
木

場
へ
の
移
転
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
が
木

場
だ
っ
た
と
い
う
も
の
が
何
も
残
っ
て
い
な
い
。

そ
ん
な
状
況
に
義
憤
を
感
じ
て
、
保
存
会
に
入
る

深
川
生
ま
れ
の
若
者
も
多
い
ん
で
す
。
木
場
の
情

緒
が
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
川
が
な

く
な
り
、
堀
も
な
く
な
り
、
橋
も
な
く
な
っ
て
、

筏
も
浮
い
て
い
な
い
状
況
に
な
り
、
こ
こ
が
木
場

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
が
一
つ
も
な

い
。
角
乗
り
は
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
江
戸
文
化
、

江
戸
の
水
の
文
化
の
継
承
で
も
あ
り
ま
す
。

―
川
藤
さ
ん
が
川
並
に
な
ら
れ
た
頃
は
、
ま
だ

ま
だ
盛
ん
な
時
代
だ
っ
た
。

え
え
。
こ
の
写
真
で
私
の
後
ろ
に
座
っ
て

い
る
人
は
、
副
会
長
の
中
村
喜
三
郎
さ
ん
と
い
う

人
で
、
私
に
と
っ
て
お
師
匠
さ
ん
で
す
よ
。
私
が

角
乗
り
の
世
界
に
入
っ
た
時
に
、
こ
の
中
村
さ
ん

か
ら
「
お
前
は
川
並
の
伜
だ
し
、
お
前
の
親
父
に

俺
は
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
お
前
は
将
来
、
角
乗

り
保
存
会
の
会
長
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
人

間
な
ん
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
中
村
さ
ん
は
そ
の
時
分
、
こ
の
三

宝
乗
り
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
「
お
前

も
こ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ず
れ
会
長

に
な
っ
て
く
れ
よ
」
と
ず
い
ぶ
ん
叩
き
込
ま
れ
ま

し
た
。

―
最
近
の
保
存
会
の
様
子
は
、
い
か
が
で
す
か
。

乗
る
の
は
速
く
上
達
す
る
け
れ
ど
、
色
気

が
な
い
ね
。
先
程
の
服
装
だ
っ
て
、
そ
ん
な
細
い

股
引
き
を
穿
く
の
は
粋
を
気
取
っ
て
の
こ
と
で
し

ょ
う
。
や
は
り
昔
は
遊
ぶ
所
で
も
色
街
が
あ
っ
て
、

自
然
と
身
に
つ
い
た
も
の
な
ん
だ
け
れ
ど
、
だ
ん

だ
ん
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
も
の
ね
。
本

来
、
芸
を
磨
い
て
、
木
の
知
識
も
あ
っ
て
、
色
気

も
な
く
ち
ゃ
川
並
は
一
人
前
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ

か
ら
。
鳶
口
（
注
8
）
を
使
え
る
人
も
い
な
く
な
っ

た
し
ね
。
筏
を
重
ね
て
置
く
と
場
所
を
取
ら
な
い

か
ら
、
組
ん
だ
筏
の
上
に
丸
太
を
引
き
上
げ
て
二

重
、
三
重
に
す
る
ん
だ
け
れ
ど
、
丸
太
に
鳶
口
を

打
た
な
い
で
人
が
打
っ
た
鳶
口
の
鉤か
ぎ

の
上
に
誤
っ

て
鳶
口
を
打
っ
ち
ゃ
う
。
す
る
と
す
か
さ
ず
「
バ

カ
ヤ
ロ
ー
、
お
灸
据
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」
と
怒

鳴
ら
れ
た
も
ん
で
す
。
昔
は
、
二
言
目
に
は
バ
カ

ヤ
ロ
ー
。
で
も
そ
れ
が
愛
情
表
現
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

木
場
、
深
川
、
川
並
と
い
え
ば
、
や
は
り
八
幡
様

の
お
祭
り
。
富
岡
八
幡
の
お
祭
り
が
な
け
れ
ば
、

話
が
始
ま
ら
な
い
ん
だ
よ
。
そ
し
て
八
幡
様
の
お

祭
り
は
、
水
掛
け
祭
り
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
木

場
は
水
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
る
ん

だ
。

（1）
川
並
　
木
場
で
原
木
を
仕
分
け
、
検
品
す
る
川
並
鳶
の
こ
と
。

（2）
筏
師
　
原
木
を
ま
と
め
て
筏
に
組
み
、
運
ぶ
職
業
。

（3）
木
挽
き
　
製
材
職
人
。
今
で
も
最
高
級
の
丸
太
は
、
手
作
業

で
挽
く
と
い
う
。

（4）
荷
揚
げ
人
足
　
堀
に
面
し
た
材
木
倉
庫
に
横
付
け
さ
れ
た
舟

か
ら
、
人
力
で
材
木
を
運
び
上
げ
る
人
足
。

（5）
一
尺
は
約
三
十．

三
セ
ン
チ
。
一
寸
は
一
尺
の
十
分
の
一
。

（6）
石
数
　
体
積
の
単
位
。
材
木
の
場
合
、
一
石
は
十
立
方
尺
を

表
し
、
約
○．

二
八
立
法
メ
ー
ト
ル
。

（7）
ガ
リ
引
き
　
丸
太
を
引
っ
掻
い
て
、
字
を
書
く
道
具
。
彫
刻

刀
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
。

（8）
鳶
口
　
丸
太
を
引
き
寄
せ
る
の
に
使
わ
れ
る
、
竹
竿
の
先
に

鉤
の
手
が
付
い
た
道
具
。

角
乗
り
の
技
の
最
高
峰
、「
三
宝
乗
り
」
を
披
露
す
る
若
き
日
の

川
藤
会
長
。
後
ろ
で
し
ゃ
が
ん
で
い
る
の
は
川
藤
会
長
の
師
匠

中
村
喜
三
郎
さ
ん
。

水掛け祭りで有名な富岡八幡宮。
木場、深川の心意気は、ここから発信する。



23

【
銭
湯
】

◆
銭
湯
の
あ
る
街
、
見
直
そ
う
。
減
る
一

方
の
銭
湯
を
元
気
づ
け
、
ふ
れ
あ
い
の
あ

る
街
づ
く
り
を
考
え
よ
う
と
、
豊
島
区
街

づ
く
り
公
社
と
区
内
の
浴
場
組
合
が
手
を

組
ん
だ
「
と
し
ま
銭
湯
博
覧
会
」
が
、
あ

す
七
日
か
ら
開
か
れ
る
。
番
台
や
洗
い
場

な
ど
銭
湯
仕
立
て
に
し
た
会
場
で
の
展
示
、

講
演
に
、
ペ
ン
キ
絵
描
き
の
公
開
な
ど
を

通
じ
て
、「
風
呂
上
が
り
に
気
軽
に
そ
ぞ
ろ

歩
け
る
町
」
を
作
り
た
い
と
い
う
。
博
覧

会
は
、
池
袋
駅
に
近
い
区
民
セ
ン
タ
ー
が

主
会
場
。（
一
九
九
六
年
三
月
六
日
　
朝
日
）

◆
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
、

今
は
姿
を
消
し
た
銭
湯
の
写
真
な
ど
を
集

め
た
展
覧
会
が
目
黒
区
原
町
二
丁
目
の
永

生
湯
で
開
か
れ
て
い
る
。
永
生
湯
も
今
月

二
十
七
日
で
閉
店
す
る
。「
庶
民
文
化
探
究

家
」
町
田
忍
さ
ん
が
、
永
生
湯
を
は
じ
め
、

全
国
を
歩
い
て
撮
り
た
め
た
作
品
を
展
示

し
て
い
る
。

（
一
九
九
七
年
八
月
二
十
三
日
　
朝
日
）

【
和
船
・
船
】

◆
船
大
工
の
八
代
目
で
江
東
区
の
無
形
文

化
財
（
工
芸
技
術
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る

佐
野
一
郎
さ
ん
が
、
区
教
委
の
依
頼
で
三

十
八
年
ぶ
り
に
製
作
し
た
和
船
が
完
成
、

作
業
場
の
そ
ば
の
砂
町
運
河
で
無
事
進
水

し
た
。
和
船
は
、
全
長
十
メ
ー
ト
ル
、
幅

一
・
八
メ
ー
ト
ル
。
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
を
使

い
、
川
遊
び
用
の
船
を
モ
デ
ル
に
し
て
い

る
。
進
水
式
で
は
、
佐
野
さ
ん
が
船
首
に

コ
メ
と
塩
を
盛
り
、
酒
を
船
内
に
ま
い
た

あ
と
、
船
を
川
面
に
下
ろ
し
た
。
和
船
は

区
教
委
に
寄
贈
さ
れ
る
。

（
一
九
九
六
年
三
月
二
十
三
日
　
朝
日
）

◆
江
東
の
船
頭
さ
ん
の
会
が
江
戸
時
代
の

渡
し
再
現
。
川
と
の
暮
ら
し
伝
え
る
橋
渡

し
役
に
。
江
東
区
が
所
有
す
る
伝
統
的
な

木
造
船
を
操
る
船
頭
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ

「
和
船
友
の
会
」
が
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
た

小
名
木
川
の
渡
し
を
再
現
し
よ
う
と
毎
週

水
曜
日
に
操
船
の
練
習
に
励
ん
で
い
る
。

「
水
の
街
に
育
っ
た
子
供
た
ち
に
も
っ
と
川

に
親
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
意
気
込
む
の
は

事
務
局
長
を
務
め
る
河
合
末
二
さ
ん
。
江

東
区
は
横
十
間
川
親
水
公
園
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
、
伝
馬
船
と
網
船
を
公
園
内
に
係

留
し
て
い
る
。
昨
年
三
月
、
こ
の
和
船
の

こ
ぎ
手
を
区
が
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
四
十

年
も
前
に
漁
師
を
し
て
い
た
人
な
ど
、
腕

に
覚
え
の
あ
る
五
十
代
か
ら
七
十
代
の
男

性
二
十
二
人
が
江
東
、
墨
田
、
足
立
区
か

ら
集
ま
っ
た
。
こ
の
時
の
メ
ン
バ
ー
を
中

心
に
和
船
友
の
会
が
で
き
た
。

（
一
九
九
六
年
四
月
六
日
　
朝
日
）

◆
江
戸
の
昔
か
ら
伝
わ
る
舟
遊
び
を
楽
し

ん
で
下
さ
い
、
と
江
戸
川
区
内
に
あ
る
十

八
軒
の
船
宿
で
組
織
し
て
い
る
「
江
戸
川

遊
漁
船
組
合
」
が
、
五
月
一
日
か
ら
屋
形

船
の
紹
介
月
間
と
し
て
割
引
料
金
で
奉
仕

す
る
。
川
の
浄
化
が
進
み
、
自
然
と
親
し

め
る
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
人
気
の
出

て
き
た
屋
形
船
の
よ
さ
を
知
っ
て
も
ら
お

う
と
企
画
し
た
。

（
一
九
九
六
年
五
月
一
日
　
朝
日
）

◆
和
船
、「
最
後
の
船
」
再
生
に
腕
振
る
う
。

船
大
工
の
技
術
を
何
と
か
伝
え
た
い
と
藤

原
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。
二
十
二
年
ぶ
り

に
戻
っ
て
き
た
「
わ
が
子
」
は
、
思
い
の

ほ
か
元
気
だ
っ
た
。
船
大
工
の
藤
原
一
善

さ
ん
（
墨
田
区
江
東
橋
）
は
、
目
を
細
め

る
。
船
遊
び
の
一
番
楽
し
い
季
節
に
間
に

合
う
よ
う
、
立
派
な
姿
に
し
て
や
ろ
う
。

杉
材
の
そ
の
和
船
は
、
江
東
区
に
あ
る
横

十
間
川
親
水
公
園
の
一
角
に
、
十
㍍
近
い

身
を
横
た
え
て
い
る
。
藤
原
さ
ん
が
、
江

東
橋
の
酒
店
主
、
藤
倉
隆
三
さ
ん
の
注
文

で
一
九
七
四
年
に
造
っ
た
、
江
戸
前
の
荷

足
船
だ
。

（
一
九
九
六
年
六
月
十
三
日
　
読
売
）

◆
東
京
湾
の
養
殖
海
苔
の
採
取
に
使
わ
れ

た
和
船
を
造
る
技
術
を
紹
介
す
る
特
別
展

が
、
き
ょ
う
二
十
九
日
か
ら
、
大
田
区
立

郷
土
博
物
館
で
始
ま
る
。
館
内
で
実
際
に
、

和
船
の
「
釣
り
舟
」
の
復
元
作
業
が
行
わ

れ
る
。
請
け
負
っ
た
地
元
の
四
人
兄
弟
は
、

か
つ
て
船
大
工
と
し
て
な
ら
し
た
人
た
ち

ば
か
り
で
、「
い
い
仕
事
を
お
見
せ
し
た
い
」

と
張
り
切
っ
て
い
る
。

（
一
九
九
六
年
九
月
二
十
九
日
　
読
売
）

◆
か
つ
て
日
本
一
の
海
苔
生
産
地
だ
っ
た

大
田
区
大
森
地
区
に
残
っ
て
い
た
最
後
の

海
苔
船
が
、
廃
船
と
な
っ
て
同
区
南
馬
込

の
区
立
郷
土
博
物
館
に
保
存
さ
れ
る
事
に

な
り
、
七
日
、
引
上
げ
作
業
が
行
わ
れ
た
。

（
一
九
九
八
年
八
月
八
日
　
読
売
）

【
水
運
の
興
亡
】

◆
多
摩
川
水
上
バ
ス
、
九
七
年
度
に
も
免

許
申
請
、
川
崎
市
、
発
着
場
建
設
へ
協
議
。

川
崎
市
は
多
摩
川
で
水
上
バ
ス
を
運
航
す

る
計
画
に
つ
い
て
、
九
七
年
度
に
も
運
輸

省
に
運
航
免
許
を
申
請
す
る
方
針
を
固
め

た
。
今
年
九
月
を
め
ど
にJR

川
崎
駅
付
近

に
発
着
場
を
建
設
す
る
手
続
き
に
入
り
、

併
せ
て
運
航
計
画
を
策
定
す
る
。
早
け
れ

ば
九
八
年
度
に
も
運
行
を
開
始
す
る
見
通

し
。
船
上
か
ら
眺
め
る
都
市
景
観
や
野
鳥

な
ど
、
新
し
い
観
光
資
源
と
し
て
売
り
込

み
、
市
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
狙
う
。

（
一
九
九
六
年
三
月
八
日
　
日
経
）

◆
明
治
以
降
の
近
代
化
で
、
い
っ
た
ん
は

廃
れ
た
船
に
よ
る
河
川
輸
送
の
「
舟
運
」

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
建
設
省
が
検
討
を

進
め
て
い
る
。
都
市
の
交
通
渋
滞
や
排
ガ

ス
問
題
の
解
消
に
加
え
て
、
災
害
時
に
強

い
輸
送
手
段
と
し
て
も
見
直
す
意
義
が
あ

る
と
し
て
、
現
代
版
「
高
瀬
舟
」
構
想
が

浮
上
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
も
同
様
の
取

り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
い
、
建
設

省
は
今
年
策
定
す
る
「
第
九
次
治
水
事
業

五
カ
年
計
画
」
に
盛
り
込
む
方
針
だ
。
河

川
舟
運
や
「
内
陸
水
運
」
へ
の
取
り
組
み

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
一
九
八
十
年
代
か

ら
本
格
化
。
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
は

「
環
境
に
や
さ
し
い
輸
送
手
段
」
と
し
て
重

視
す
る
一
方
、
ラ
イ
ン
川
の
支
流
の
マ
イ

ン
川
と
ド
ナ
ウ
川
を
運
河
で
結
ぶ
「
マ
イ

ン
・
ド
ナ
ウ
運
河
」
が
開
通
し
た
こ
と
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
内
陸
水
運
の
新
設

や
増
深
・
拡
幅
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。

（
一
九
九
六
年
五
月
三
十
日
　
朝
日
）

◆
東
京
伝
説
。
東
京
は
、
江
戸
の
昔
か
ら

「
水
の
都
」
だ
っ
た
。
運
河
や
掘
割
が
縦
横

に
走
り
、
米
や
塩
、
木
材
、
薪
炭
な
ど
全

国
か
ら
の
物
資
が
舟
で
上
が
っ
た
。
か
っ

て
は
物
流
の
大
動
脈
。
江
戸
期
に
完
成
の

「
水
の
都
」。
埋
め
立
て
進
み
情
緒
薄
れ
る
。

（
一
九
九
七
年
一
月
二
十
七
日
　
読
売
）

◆
江
東
区
直
営
・
水
上
バ
ス
。
時
代
の
荒

波
高
く
新
年
度
廃
止
検
討
。
江
東
区
の
水

上
バ
ス
船
長
、
小
泉
二
治
夫
さ
ん
の
元
に
、

横
浜
市
内
の
ド
ッ
ク
で
冬
場
の
検
査
を
終

え
た
愛
船
「
か
わ
な
み
」
が
戻
っ
て
き
た
。

水
上
バ
ス
の
船
長
に
な
る
以
前
、
材
木
を

い
か
だ
に
し
て
下
町
の
運
河
を
往
復
す
る

「
引
き
船
」
の
船
長
を
二
十
三
年
間
も
続
け

て
い
た
。
浅
瀬
の
位
置
や
波
の
高
さ
を
知

り
尽
く
し
て
い
る
小
泉
さ
ん
の
経
験
は
、

安
全
運
転
を
求
め
ら
れ
る
水
上
バ
ス
に
必

要
不
可
欠
。

（
一
九
九
七
年
二
月
二
十
五
日
　
読
売
）

◆
隅
田
川
最
後
の
渡
し
船
で
、
昭
和
の
初

め
ま
で
運
航
さ
れ
て
い
た
「
竹
屋
の
渡
し
」

が
三
日
、
再
現
さ
れ
た
。
台
東
区
制
五
十

年
を
記
念
し
た
催
し
の
ひ
と
つ
で
、
同
区

や
、
職
員
ら
で
つ
く
る
「
東
京
・
下
町
ラ

イ
ブ
計
画
実
行
委
員
会
」
が
企
画
し
た
。

（
一
九
九
七
年
五
月
四
日
　
朝
日
）

news storys of water

※ご紹介するのは、データベース化した水に関する新聞記事より、朝日、読売、日経、日経産業の記事の一部分です。どの記事も要約されたものです。



◆
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
を
含
む
島
々
と
半
島
か

ら
成
る
巨
大
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
近
年
、

通
勤
な
ど
市
民
の
足
と
し
て
フ
ェ
リ
ー
交

通
網
が
急
成
長
、「
水
の
都
・
ベ
ネ
チ
ア
化
」

が
進
ん
で
い
る
。
渋
滞
に
あ
え
ぐ
陸
を
嫌

い
、
川
面
を
揺
ら
れ
往
来
す
る
人
々
の
数

は
ま
す
ま
す
増
え
そ
う
だ
。

（
一
九
九
七
年
五
月
二
十
二
日
　
読
売
）

◆
震
災
に
備
え
「
舟
運
」
整
備
。
江
戸
、

明
治
時
代
に
栄
え
た
「
舟
運
」
を
復
活
さ

せ
よ
う
と
、
建
設
省
は
来
年
度
か
ら
荒
川
、

江
戸
川
、
淀
川
の
三
河
川
で
航
路
の
整
備

に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
一
九
九
七
年
十
月
六
日
　
読
売
）

◆
河
川
舟
運
を
都
心
で
活
用
。
物
流
効
率

化
へ
建
設
省
。
建
設
省
は
都
心
の
物
流
効

率
化
を
進
め
よ
う
と
、
河
川
舟
運
を
活
用

す
る
基
盤
整
備
に
乗
り
出
す
。

（
一
九
九
八
年
一
月
三
日
　
日
経
）

◆
伊
勢
神
宮
の
「
ご
神
木
」
な
ど
を
宮
川

を
下
っ
て
伊
勢
ま
で
運
ん
だ
筏
（
い
か
だ
）

師
が
、
三
重
県
宮
川
村
で
半
世
紀
ぶ
り
に

復
活
し
た
。
消
え
行
く
技
を
記
録
に
残
そ

う
と
、
村
が
地
元
の
最
後
の
筏
師
、
熊
野

金
三
さ
ん
に
依
頼
し
た
。

（
一
九
九
八
年
三
月
二
十
日
　
朝
日
）

◆
新
た
に
標
識
を
設
置
。
建
設
省
は
二
十

八
日
、
河
川
で
の
船
舶
通
航
の
基
本
ル
ー

ル
を
新
た
に
策
定
す
る
方
針
を
固
め
た
。

建
設
省
は
、
道
路
渋
滞
の
緩
和
や
災
害
時

の
物
資
輸
送
で
河
川
舟
運
が
有
効
と
判
断

し
、
そ
の
た
め
に
は
全
国
の
河
川
で
統
一

さ
れ
た
ル
ー
ル
が
不
可
欠
と
判
断
し
た
。

（
一
九
九
八
年
三
月
二
十
九
日
　
読
売
）

◆
上
水
の
通
船
。
玉
川
浄
水
に
船
が
通
っ

て
い
た
。
大
量
物
流
を
先
取
り
。「
飲
み
水

汚
す
」
と
二
年
で
幕
。

（
一
九
九
八
年
五
月
二
十
五
日
　
読
売
）

◆
川
崎
市
が
幸
区
幸
町
の
多
摩
川
河
川
敷

に
整
備
し
て
き
た
水
上
バ
ス
発
着
場
が
完

成
し
た
。
災
害
時
の
緊
急
物
資
荷
揚
げ
施

設
も
兼
ね
る
発
着
場
か
ら
は
臨
海
副
都
心

を
巡
る
水
上
バ
ス
が
運
行
新
し
い
観
光
コ

ー
ス
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。

（
一
九
九
八
年
五
月
三
十
日
　
日
経
）

◆
陸
上
交
通
の
発
達
に
伴
い
衰
退
し
た
河

川
舟
運
の
復
活
を
提
言
す
る
報
告
書
を
、

建
設
省
河
川
局
長
の
私
的
諮
問
機
関
「
河

川
舟
運
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
が
ま
と

め
た
。
今
年
度
か
ら
、
荒
川
、
江
戸
川
、

淀
川
で
船
着
き
場
整
備
や
川
底
の
掘
削
な

ど
に
着
手
す
る
。
し
か
し
、
河
川
管
理
者

が
条
件
整
備
を
進
め
て
も
、
問
題
は
ど
れ

だ
け
需
要
を
喚
起
で
き
る
か
だ
。

（
一
九
九
八
年
六
月
二
日
　
読
売
）

◆
川
崎
市
の
多
摩
川
河
口
と
東
京
・
お
台

場
を
結
ぶ
、
同
市
の
観
光
水
上
バ
ス
が
初

出
航
し
た
。
水
上
バ
ス
は
、
建
設
省
が
同

市
と
進
め
た
治
水
事
業
の
「
ス
ー
パ
ー
堤

防
」
に
合
わ
せ
て
建
設
し
た
、
多
目
的
桟

橋
を
利
用
し
た
も
の
。

（
一
九
九
八
年
七
月
一
日
　
読
売
）

◆
江
東
区
は
十
日
、
区
営
の
水
上
バ
ス
事

業
を
九
九
年
四
月
に
客
船
運
航
を
手
掛
け

る
民
間
企
業
の
海
洋
商
船
へ
譲
渡
す
る
と

発
表
し
た
。
休
止
を
決
定
し
て
い
た
が
、

同
社
か
ら
事
業
譲
渡
の
申
し
出
が
あ
っ
た

た
め
事
業
を
継
承
す
る
。

（
一
九
九
八
年
九
月
十
一
日
　
日
経
）

◆
東
京
都
内
の
荒
川
流
域
で
、
全
国
初
と

な
る
河
川
通
航
標
識
の
設
置
作
業
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。

（
一
九
九
八
年
十
一
月
五
日
　
読
売
）

◆
水
の
都
・
新
潟
に
舟
運
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
、
地
元
有
志
が
市
民
か
ら
出
資
を
募

り
船
会
社
を
設
立
し
た
。
そ
の
名
も
「
信

濃
川
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
」。
河
口
か
ら

中
流
部
ま
で
水
上
バ
ス
を
十
五
〜
二
十
分

間
隔
で
走
ら
せ
、
日
常
生
活
の
足
に
す
る
。

（
一
九
九
八
年
十
一
月
十
八
日
　
日
経
）

◆
よ
み
が
え
る
下
町
の
舟
運
。
荒
川
と
隅

田
川
。
東
京
の
下
町
を
南
北
に
貫
く
二
つ

の
川
が
、
そ
の
間
を
流
れ
る
内
部
河
川
を

通
じ
て
結
ば
れ
る
事
に
な
っ
た
。
建
設
省

が
、
約
二
十
年
前
に
撤
去
さ
れ
た
荒
川
と

内
部
河
川
を
つ
な
ぐ
水
位
調
節
の
た
め
の

「
閘
門
」
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
、
年
度
内

に
も
着
工
、
五
年
後
の
完
成
を
目
指
す
。

（
一
九
九
九
年
二
月
二
十
五
日
　
読
売
）

◆
荒
川
使
い
物
流
効
率
化
。
河
川
で
の
舟

の
運
航
を
活
用
し
て
都
心
部
の
物
流
を
効

率
化
す
る
試
み
が
進
ん
で
い
る
。
建
設
省

を
中
心
に
学
識
経
験
者
や
民
間
事
業
者
、

自
治
体
関
係
者
ら
が
荒
川
下
流
部
の
舟
運

を
検
討
す
る
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、
十
日

に
土
砂
を
運
搬
す
る
実
験
を
し
た
。

（
一
九
九
九
年
三
月
十
一
日
　
日
経
）

◆
川
を
行
き
来
す
る
船
に
も
交
通
標
識
を

と
、
建
設
省
が
全
国
に
先
駆
け
て
荒
川
に

試
験
的
に
設
置
し
た
「
河
川
通
航
標
識
」

が
好
評
だ
。
同
川
を
運
航
す
る
船
会
社
か

ら
は
「
川
の
状
況
が
分
か
っ
て
便
利
」、
付

近
の
住
民
か
ら
は
「
川
の
風
景
と
し
て
も

楽
し
い
」
と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

（
一
九
九
九
年
四
月
十
四
日
　
読
売
）

【
水
都
の
伝
統
と
智
恵
】

◆
水
郷
の
町
・
千
葉
県
佐
倉
市
の
市
立
水

生
植
物
園
で
八
日
、
花
嫁
が
小
舟
に
乗
っ

て
嫁
ぎ
先
に
向
か
う
「
嫁
入
り
舟
」
の
風

習
が
再
現
さ
れ
た
。
嫁
入
り
舟
は
、
昭
和

四
十
年
ご
ろ
ま
で
水
郷
地
区
で
よ
く
見
か

け
ら
れ
た
結
婚
風
景
。
同
園
で
開
催
中
の

「
あ
や
め
祭
り
」
に
合
わ
せ
、
記
念
行
事
と

し
て
実
現
し
た
。

（
一
九
九
六
年
六
月
九
日
　
読
売
）

◆
「
大
垣
は
水
の
都
で
し
ょ
。
川
が
多
く
、

か
っ
て
自
噴
水
と
い
う
井
戸
水
が
ど
こ
で

も
わ
き
出
て
い
た
。
昔
は
そ
の
水
を
井
戸

槽
（
ぶ
ね
）
に
た
め
、
夏
に
は
野
菜
や
果

物
の
他
、
ま
ん
じ
ゅ
う
ま
で
冷
や
し
て
売

っ
て
い
た
。
そ
れ
を
二
十
年
前
に
復
活
さ

せ
た
ん
で
す
」
そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は

「
金
蝶
園
総
本
家
」
の
女
将
（
お
か
み
）、

北
野
和
子
さ
ん
。
ア
ン
玉
を
、
ク
ズ
、
ワ

ラ
ビ
粉
を
練
っ
て
、
た
い
た
も
の
で
包
ん

で
あ
り
、
つ
る
っ
と
し
た
口
当
た
り
。
こ

の
ま
ん
じ
ゅ
う
を
売
る
店
が
増
え
、
夏
の

風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
一
九
九
六
年
八
月
八
日
　
読
売
）

◆
水
郷
の
街
か
ら
。
葛
飾
・
水
元
地
区
。

軒
下
の
小
舟
、
水
害
の
記
憶
。
消
え
行
く

「
水
塚
」。
葛
飾
地
区
東
水
元
。
こ
こ
で
農

業
を
営
む
大
須
賀
達
雄
さ
ん
の
敷
地
に
は
、

「
水
塚
」（
み
つ
か
）
と
呼
ば
れ
る
水
害
避

難
用
の
小
屋
が
、
今
も
残
っ
て
い
る
。
か

っ
て
水
田
地
帯
だ
っ
た
水
元
は
、「
水
害
地

帯
」
で
も
あ
っ
た
。
か
っ
て
利
根
川
流
域

に
残
る
水
塚
を
調
査
し
た
埼
玉
県
岩
槻
市

立
慈
恩
寺
小
の
小
林
文
男
教
諭
が
語
る
。

「
治
水
行
政
だ
け
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

水
塚
の
よ
う
な
、
伝
統
と
歴
史
が
あ
る
先

人
の
知
恵
を
水
害
対
策
に
ど
う
生
か
し
て

い
く
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
は
な
い

か
」

（
一
九
九
七
年
十
月
十
日
　
読
売
）

◆
大
雨
の
時
は
水
面
下
。「
沈
下
橋
」
を
ご

存
知
だ
ろ
う
か
。
昭
和
初
期
の
財
政
難
下

に
考
え
出
さ
れ
、
以
来
、
高
知
県
内
を
中

心
に
造
ら
れ
て
き
た
簡
易
な
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
だ
。
土
手
か
ら
土
手
で
は
な
く
水
際

か
ら
水
際
の
最
短
を
結
び
、
橋
脚
も
低
く
、

大
水
の
際
に
は
水
面
下
に
沈
む
こ
と
か
ら

そ
の
名
が
つ
い
た
。
日
本
最
後
の
清
流
、

四
万
十
川
に
は
、
本
支
流
合
わ
せ
て
約
五

十
も
の
沈
下
橋
が
残
っ
て
い
る
が
、
欄
干

も
な
い
一
車
線
の
橋
だ
け
に
、
次
々
と
架

け
替
え
ら
れ
、
数
を
減
ら
し
て
き
た
。
そ

の
四
万
十
川
の
沈
下
橋
が
、
公
共
工
事
の

発
想
の
転
換
と
と
も
に
全
面
保
存
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

（
一
九
九
七
年
十
月
十
六
日
　
読
売
）
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江東区の水上バス。全国初の自治体直営水上バスとして1985（昭和60）年に登場した。新た
な下町の足として当初脚光を浴びたが、92（平成４）年度の年間乗降客33,000人をピーク
に利用者が減り続けた。98（平成10）年11月をもって事業は打ち切られたが、民間企業に引
き継がれ近く再出発の予定。（写真提供：江東区）

四万十川にかかる沈下橋（高知）




