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記
憶
の
重
合

レ
イ
ヤ
�

地
図
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
、

言
葉
を
超
え
て
伝
達
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。

『
水
の
文
化
』
で
も
、
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
地
図
を
使
っ
て
、

紙
面
を
構
成
し
て
き
ま
し
た
。

一
般
的
に
地
図
と
い
え
ば
、

地
理
情
報
を
図
に
落
と
し
込
ん
だ
も
の
、
と
考
え
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
旧
版
地
図
と
の
比
較
で
経
年
変
化
を
表
わ
し
た
り
、

曼
荼
羅

ま
ん
だ
ら

図
の
よ
う
に
、

現
世
と
来
世
と
い
っ
た
世
界
観
を
表
わ
し
た
も
の
も
あ
り
、

地
図
の
範
疇
は
と
て
も
幅
が
広
い
の
で
す
。

ま
た
、
地
図
は
時
代
の
要
請
に
沿
っ
て
、

そ
の
有
り
様
を
変
え
て
き
ま
し
た
。

わ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
地
図
の
こ
と
。

デ
ル
タ
に
発
達
し
た
都
市

「
広
島
」
を
地
図
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、

地
図
の
持
つ
奥
深
さ
を
探
り
ま
す
。

茨城県つくば市にある国土交通省国土地理院「地図と測量の科学館」で開催された第14回全国児童生徒地図優秀作
品展。文部科学大臣賞に輝く、岐阜大学教育学部附属小学校４年生（当時）松永悠彦君の作品。
動機、課題、予想、方法、活動、結果、考えたことと感想、というアプローチこそ、当『水の文化』が学ばなければ
ならない大切なスタンスだ。松永君のような存在が、水とともに生きる新たな社会をデザインしてくれると、切に期
待する。
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２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
１
月
９
日
か

ら
２
月
20
日
ま
で
、
茨
城
県
つ
く
ば
市

の
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
「
地
図
と

測
量
の
科
学
館
」
で
第
14
回
全
国
児
童

生
徒
地
図
優
秀
作
品
展
が
開
催
さ
れ
た
。

地
図
離
れ
、
社
会
科
離
れ
が
心
配
さ
れ

る
中
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
た

作
品
が
並
び
、
子
ど
も
た
ち
の
力
に
目

を
見
張
っ
た
。

ど
う
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も

の
意
欲
を
育
め
る
の
か
。
文
部
科
学
大

臣
賞
を
受
賞
し
た
松
永
悠
彦

ゆ
う
ひ
こ

君
の
指
導

教
諭
、
杉
浦
孝
志
先
生
に
社
会
科
教
育

の
「
今
」
を
う
か
が
っ
た
。

地
図
を
開
く
習
慣
を

私
は
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
の
４
月

か
ら
当
校
に
赴
任
し
、
２
年
続
け
て
４

年
生
を
担
任
し
ま
し
た
。

４
年
生
で
は
、
岐
阜
市
や
県
の
こ
と

を
学
習
し
ま
す
。
自
分
た
ち
の
飲
ん
で

い
る
水
道
水
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
ん

だ
ろ
う
と
か
、
そ
の
水
道
水
は
ど
う
い

う
過
程
を
経
て
蛇
口
ま
で
き
て
い
る
ん

だ
ろ
う
と
か
、
ゴ
ミ
の
処
理
の
こ
と
、

あ
と
は
地
域
の
消
防
や
警
察
の
働
き
、

県
全
体
の
特
徴
を
と
ら
え
た
り
、
と
い

っ
た
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

か
な
り
地
図
を
使
う
機
会
が
多
い
学
年

と
い
え
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
４
年
生
か
ら
地
図
帳
が
教

科
書
と
し
て
配
布
さ
れ
る
ん
で
す
。
最

初
は
、
地
図
帳
の
使
い
方
か
ら
始
め
ま

す
。
場
所
を
調
べ
る
と
き
に
ど
う
す
る

か
を
教
え
る
わ
け
で
す
ね
。

例
え
ば
、
こ
こ
で
は
鏡
岩
水
源
地
（

長
良
橋
上
流
・
金
華
山
際
に
あ
り
、
岐
阜
市
南
部

地
区
へ
の
上
水
道
の
水
源
。
１
９
３
０
年
（
昭
和

５
）
に
建
設
さ
れ
た
旧
ポ
ン
プ
室
と
旧
エ
ン
ジ
ン

室
は
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
）
か
ら
水
道
水

が
き
て
い
る
ん
で
す
が
、「
じ
ゃ
あ
、

鏡
岩
っ
て
ど
こ
だ
ろ
う
」
と
地
図
を
開

い
て
み
る
。

と
に
か
く
授
業
で
は
、
地
図
を
見
る

機
会
を
増
や
す
よ
う
に
し
て
、
こ
と
あ

る
ご
と
に
地
図
帳
を
開
く
こ
と
を
習
慣

づ
け
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

今
年
の
４
月
か
ら
、
学
習
指
導
要
領

が
改
訂
に
な
り
ま
す
。
社
会
科
で
は
、

小
学
校
卒
業
ま
で
に
47
都
道
府
県
の
位

置
と
名
称
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
す

る
、
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
自
分

の
経
験
か
ら
も
い
え
る
こ
と
で
す
が
、

や
は
り
、「
社
会
科
イ
コ
�
ル
覚
え
る
」

と
い
う
イ
メ
�
ジ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
で
「
社
会
は
難
し
い
」「
嫌
い
だ
」

と
い
う
風
に
な
り
が
ち
な
ん
で
す
。
み

ん
な
に
聞
く
と
、「
覚
え
る
の
が
難
し

い
」
と
言
う
の
で
、「
社
会
科
っ
て
い

う
の
は
覚
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
考
え

る
授
業
だ
か
ら
ね
」
と
教
え
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
考
え
る
手
が
か
り
と
し

て
、
知
識
が
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
い
う

風
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
っ
た
ら

い
い
か
な
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
　

４
年
生
に
向
け
て
、
階
段
を
上
が
っ

て
き
て
ち
ょ
う
ど
正
面
に
当
た
る
壁
に
、

地
域
ご
と
に
分
割
し
た
日
本
地
図
を
掲

示
し
ま
し
た
。

教
室
で
は
、
正
面
を
向
い
た
と
き
に
、

８
方
位
が
わ
か
る
よ
う
に
掲
示
が
し
て

あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
工
夫
を
し
て
い

る
社
会
科
の
教
師
は
多
い
で
す
ね
。
僕

は
、
子
ど
も
が
地
図
を
見
て
「
上
、
下
、

右
、
左
」
と
い
う
の
が
す
ご
く
気
に
な

る
ん
で
す
。
地
図
を
使
う
か
ら
に
は
、

ち
ゃ
ん
と
「
東
西
南
北
」
と
言
っ
て
ほ

し
い
、
と
い
う
想
い
が
あ
る
か
ら
で
す
。

こ
れ
も
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
自

然
に
身
に
つ
い
た
ら
い
い
な
、
と
。
自

分
の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
学
校
に
は
、
西
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地図が広げる未来の可能性
岐阜大学教育学部附属小学校の「なんでだろう」「ほら、やっぱり！」
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と
東
と
南
に
門
が
あ
っ
て
、
僕
は
南
門

か
ら
入
っ
て
登
校
し
て
い
た
ん
で
す
が
、

南
か
ら
入
る
と
北
を
向
く
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
そ
れ
で
北
を
向
い
た
と
き
に
、

東
は
こ
っ
ち
で
西
は
こ
っ
ち
、
と
方
角

を
覚
え
た
ん
で
す
。「
東
は
ど
っ
ち
か

な
」
と
考
え
た
と
き
に
、
目
を
つ
ぶ
る

と
、
今
で
も
そ
の
情
景
が
浮
か
ん
で
く

る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
覚
え
よ

う
と
し
な
く
て
も
身
に
つ
く
。
そ
の
効

果
を
狙
っ
て
い
る
ん
で
す
。

見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
自

然
と
入
っ
て
く
る
も
の
を
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
。
覚
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自

然
に
出
て
く
る
も
の
が
育
ま
れ
た
ら
い

い
な
、
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
す
。
地

図
が
身
近
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
な

あ
、
と
。

ま
た
、
三
川
公
園
（
国
営
木
曽
三
川
公
園
）

に
行
っ
て
、
地
域
を
開
発
し
た
偉
人
に

つ
い
て
調
べ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う

と
き
も
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
「
あ
の
と

き
に
行
っ
た
海
津
市
っ
て
ど
こ
に
あ
る

ん
だ
ろ
う
ね
」
と
す
ぐ
に
調
べ
る
習
慣

を
つ
け
て
い
ま
す
。

岐
阜
に
と
っ
て
の
長
良
川

１
学
級
に
生
徒
数
は
40
人
で
、
男
女

比
は
20
人
、
20
人
の
同
数
で
す
。
岐
阜

大
学
教
育
学
部
の
附
属
小
学
校
と
い
う

こ
と
で
、
抽
選
で
男
女
同
数
が
入
っ
て

く
る
ん
で
す
。
岐
阜
市
以
外
か
ら
通
っ

て
く
る
子
ど
も
も
い
ま
す
か
ら
、
普
通

の
公
立
小
学
校
と
は
違
う
、
特
殊
な
環

境
で
す
ね
。
４
年
生
の
単
元
で
は
、

「
岐
阜
県
の
こ
と
を
調
べ
る
」
と
い
う

課
題
が
あ
り
ま
す
。
県
の
こ
と
を
ま
と

め
た
副
読
本
を
利
用
し
て
、
岐
阜
市
外

か
ら
通
っ
て
き
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の

住
ん
で
い
る
地
域
に
ま
で
、
興
味
の
対

象
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
「
岐
阜

市
っ
て
言
っ
た
ら
何
？
」
と
聞
く
と
、

鵜
飼
か
長
良
川
の
ど
ち
ら
か
を
挙
げ
ま

す
ね
。

３
年
生
で
岐
阜
市
の
学
習
を
す
る
と

き
に
は
、
鵜
飼
を
取
り
上
げ
ま
す
。
４

年
生
に
な
っ
て
県
の
こ
と
を
学
習
す
る

と
き
に
は
、
自
分
の
市
以
外
の
こ
と
を

二
つ
取
り
上
げ
て
学
ぶ
ん
で
す
が
、
岐

阜
市
外
の
児
童
が
多
く
選
ぶ
の
は
、
や

は
り
鵜
飼
で
す
。

岐
阜
の
生
活
は
、
長
良
川
を
外
し
て

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
僕
は
岐
阜
市
に

赴
任
し
て
２
年
に
な
り
ま
す
が
、
岐
阜

の
こ
と
を
児
童
と
一
緒
に
話
し
て
い
る

と
き
に
た
ど
り
着
く
の
は
、
や
は
り
水

や
川
と
の
か
か
わ
り
が
占
め
る
部
分
が

大
き
い
。

こ
の
学
校
が
あ
る
加
納
と
い
う
地
域

は
、
和
傘
の
産
地
な
ん
で
す
。
岐
阜
駅

に
も
、
和
傘
に
因ち

な

ん
だ
デ
ザ
イ
ン
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
和
傘
に

使
う
和
紙
は
、
美
濃
で
つ
く
ら
れ
、
長

良
川
を
利
用
し
て
運
ば
れ
て
く
る
。
木

材
も
郡
上
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
昔
か
ら
川
と
と
も
に
生
き
て
き

た
。
江
戸
時
代
に
は
、
長
良
川
で
捕
っ

た
鮎
は
、
鮎
鮨
に
し
て
鮎
鮨
街
道

あ
ゆ
す
し
か
い
ど
う

を
通

っ
て
、
将
軍
家
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

鮎
鮨
街
道

岐
阜
か
ら
愛
知
県
・
熱
田
を
結
ぶ
尾
張
街
道
の
別
名

で
御
鮨
街
道
と
も
呼
ば
れ
た
。
美
濃
国
奉
行
大
久
保

長
安
が
徳
川
家
康
、
秀
忠
に
鮎
鮨
を
献
上
し
た
ル
ー

ト
。
岐
阜
町
の
御
鮨
元
か
ら
、
加
納
問
屋
場
、
笠
松

問
屋
場
、
愛
知
県
・
一
宮
問
屋
場
な
ど
を
経
て
、
46

の
宿
場
を
通
過
し
て
江
戸
へ
と
送
ら
れ
た
。
江
戸
に

着
く
こ
ろ
に
発
酵
し
て
食
べ
ご
ろ
に
な
る
よ
う
に
、

宿
場
の
通
過
時
間
ま
で
指
定
、
５
日
間
か
け
て
運
ば

れ
た
と
い
う
。

た
だ
、
授
業
で
は
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
っ
て
も
、
実
際
の
生
活
に
な
る

と
、「
…
」
と
い
う
の
も
事
実
で
す
。

水
の
こ
と
は
４
年
生
で
学
ぶ
ん
で
す
が
、

岐
阜
市
は
水
道
水
に
地
下
水
を
利
用
し

て
い
る
の
で
、
浄
水
場
が
な
い
ん
で
す

よ
。
こ
の
辺
り
一
帯
で
は
、
浄
水
場
の

存
在
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。

清
流
と
い
わ
れ
る
長
良
川
の
伏
流
水
を

汲
み
上
げ
て
、
簡
単
に
消
毒
し
て
い
る



と
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
機
関
と

し
て
〈
世
界
分
布
図
セ
ン
タ
�
〉
が
あ

り
ま
し
た
。
土
地
利
用
図
は
そ
こ
が
つ

く
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１
０
年
（
平
成
22
）

４
月
に
組
織
が
変
わ
っ
て
、〈
郷
土
・

地
図
情
報
担
当
〉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

岐
阜
県
は
こ
こ
が
中
心
と
な
っ
て
活

動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
社
会
科

教
育
の
中
で
、
地
図
に
つ
い
て
の
教
育

が
熱
心
に
行
な
わ
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
背
景
が

あ
る
か
ら
、
国
土
地
理
院
の
全
国
児
童

生
徒
地
図
優
秀
作
品
展
な
ん
か
で
も
、

岐
阜
の
作
品
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。当

校
で
は
夏
休
み
の
自
由
研
究
を
、

１
作
品
１
研
究
と
位
置
づ
け
て
い
て
、

そ
れ
を
〈
博
士
勉
強
〉
と
呼
ん
で
い
る

ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
幅
広
い
中

か
ら
自
由
に
テ
�
マ
を
選
ん
で
取
り
組

ん
で
い
る
の
で
す
が
、
地
図
を
テ
�
マ

に
研
究
す
る
子
も
い
ま
す
。

地
図
を
〈
博
士
勉
強
〉
の
テ
�
マ
に

す
る
子
は
、
全
校
生
徒
７
２
０
人
の
内

で
40
人
か
ら
50
人
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
度
（
第
14
回
）
の
文
部
科
学
大
臣
賞

を
受
賞
し
た
松
永
悠
彦

ゆ
う
ひ
こ

君
の
よ
う
に
フ

ィ
�
ル
ド
ワ
�
ク
を
し
て
研
究
す
る
子

も
い
れ
ば
、
鮎
鮨
街
道
の
歴
史
的
な
こ

と
を
調
べ
た
子
も
い
ま
す
。

岐
阜
に
限
ら
ず
、
全
国
の
物
産
を
調

べ
て
白
地
図
に
表
現
し
た
り
、
世
界
の

国
旗
を
全
部
調
べ
た
り
。
で
す
か
ら
、

実
は
僕
が
松
永
君
の
作
品
を
直
接
に
指

導
し
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。

そ
う
し
た
研
究
の
い
く
つ
か
は
、
先

程
言
っ
た
〈
世
界
分
布
図
セ
ン
タ
�
〉

で
行
な
わ
れ
て
い
た
児
童
生
徒
地
図
作

品
展
に
出
展
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
選

ば
れ
た
研
究
が
、
全
国
児
童
生
徒
地
図

優
秀
作
品
展
に
出
展
さ
れ
ま
す
。

こ
の
学
校
の
生
徒
は
、
上
級
生
が
そ

う
い
う
賞
を
も
ら
っ
た
り
、
面
白
い
テ

�
マ
に
取
り
組
ん
で
素
晴
ら
し
い
地
図

作
品
に
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
を
見
て

き
た
も
の
で
す
か
ら
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
内
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

表
現
と
し
て
、
紙
を
重
ね
て
階
層
を

つ
く
る
こ
と
な
ど
は
、
多
分
、
先
輩
た

ち
の
作
品
を
見
て
い
る
う
ち
に
学
ん
だ

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

興
味
の
あ
る
子
は
、
わ
ざ
わ
ざ
岐
阜

県
図
書
館
に
見
に
行
き
ま
す
し
、
毎
年

夏
休
み
が
終
わ
る
と
、
全
校
生
徒
の

〈
博
士
勉
強
〉
が
学
内
で
発
表
、
展
示

さ
れ
ま
す
か
ら
、
良
い
刺
激
に
な
っ
て

い
る
は
ず
で
す
。
募
集
し
て
、〈
博
士

勉
強
〉
の
中
か
ら
県
や
国
土
地
理
院
に

持
っ
て
い
く
ん
で
す
。
県
の
展
示
を
毎

年
見
て
、
全
国
の
展
示
も
見
て
き
て
い

る
の
で
、
モ
デ
ル
ケ
�
ス
か
ら
学
ぶ
べ

き
点
を
吸
収
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

岐
阜
県
の
伝
統
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

夏
休
み
明
け
の
登
校
日
に
〈
博
士
勉

強
〉
を
持
っ
て
き
て
、「
こ
う
い
う
こ

と
を
や
っ
た
よ
！
」
と
ク
ラ
ス
に
２
、

３
日
展
示
し
た
ら
、
全
校
展
示
を
１
週

だ
け
で
飲
め
て
し
ま
う
。
安
全
に
供
給

で
き
る
よ
う
に
検
査
は
か
な
り
の
ポ
イ

ン
ト
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。
市
役
所
で
、

備
蓄
用
に
〈
長
良
川
の
し
ず
く
〉
と
い

う
タ
ッ
プ
ウ
ォ
�
タ
�
も
売
っ
て
い
ま

す
。そ

の
伏
流
水
も
も
の
す
ご
く
豊
富
な

の
で
、
岐
阜
市
と
い
う
の
は
、
実
は
水

不
足
を
体
験
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
本

当
に
水
の
恩
恵
に
与

あ
ず
か

っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
感
謝
す
る
気

持
ち
が
乏
し
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

興
味
を
引
き
出
す

子
ど
も
で
す
か
ら
、
興
味
の
あ
る
こ

と
に
は
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。
無

理
や
り
覚
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
と
拒

否
反
応
が
出
る
子
も
い
る
の
で
、
で
き

る
だ
け
自
然
に
興
味
が
湧
く
よ
う
に
指

導
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

５
年
生
は
毎
年
、
高
山
に
研
修
に
行

く
ん
で
す
が
、
そ
の
事
前
準
備
を
兼
ね

て
、
４
年
生
で
高
山
の
場
所
を
地
図
で

確
認
し
ま
す
。

町
村
合
併
も
こ
こ
に
き
て
一
段
落
し

た
感
が
あ
り
ま
す
。
来
年
に
は
教
科
書

が
変
わ
る
関
係
で
副
読
本
も
変
わ
る
ん

で
す
が
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
新
し
い

市
町
村
名
が
反
映
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

合
併
前
は
確
か
99
市
町
村
だ
っ
た
の
が
、

今
は
42
に
な
り
ま
し
た
。
淡
墨
桜
で
有

名
な
本
巣
市
も
、
本
巣
郡
に
あ
っ
た
本

巣
町
、
真
正
町
、
糸
貫
町
、
根
尾
村
の

４
町
村
を
合
併
し
て
で
き
た
市
で
す
。

副
読
本
は
上
手
に
で
き
て
い
て
、
現

在
使
わ
れ
て
い
る
副
読
本
は
２
０
０
９

年
（
平
成
21
）
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
な
ん

で
す
が
、
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
段
階

の
市
町
村
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
や
は
り
子
ど
も
た
ち
は
そ

れ
を
見
る
と
、
な
ん
で
こ
う
な
っ
た
ん

だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
う
よ
う
で
、
興
味

を
引
か
れ
て
調
べ
る
み
た
い
で
す
。

土
地
利
用
図
で
地
形
も

岐
阜
県
に
は
、
飛
山
濃
水

ひ
さ
ん
の
う
す
い

と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
飛
騨
の
ほ
う
は
山
に

恵
ま
れ
た
生
活
を
し
、
美
濃
の
ほ
う
は

木
曽
三
川
を
中
心
と
し
た
水
と
の
か
か

わ
り
の
あ
る
生
活
を
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
ま
す
。

飛
山
濃
水
　
飛
騨
の
山
、
美
濃
の
水
と
い
う
意
味
。

岐
阜
県
は
、
１
８
７
６
年
（
明
治
９
）
岐
阜
県
に
含

ま
れ
る
旧
・
美
濃
国
と
筑
摩
県
の
中
の
旧
・
飛
騨
国

が
合
併
し
て
で
き
た
（
旧
・
信
濃
国
は
長
野
県
に
合

併
）。
当
初
は
旧
・
飛
騨
国
と
旧
・
美
濃
国
と
の
対

立
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
岐
阜
県
の

自
然
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
肯
定
的
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

土
地
利
用
図
を
見
て
も
、
一
目
瞭
然

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
１
時
間
授

業
が
で
き
る
ぐ
ら
い
で
す
。

地
図
の
中
で
川
の
占
め
る
位
置
は
大

き
く
て
、
昔
は
何
を
運
ぶ
に
も
舟
運
が

活
用
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
産
業
を
学
ぶ

中
で
「
こ
ん
な
に
多
く
の
材
料
を
ど
こ

か
ら
持
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
ね
」
と
言

っ
て
地
図
を
見
る
と
、
必
ず
主
要
な
川

が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。一

つ
ひ
と
つ
の
事
象
を
た
だ
覚
え
る

の
で
は
な
く
、
事
実
と
事
実
を
つ
な
げ

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
が
大
切
な
ん
で
す
。

白
川
茶
の
こ
と
を
学
ぶ
と
き
に
も
、

航
空
写
真
や
等
高
線
の
入
っ
た
地
図
を

見
せ
る
と
、「
山
が
た
く
さ
ん
あ
る
所
」

と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
茶
畑
の
位
置

が
書
か
れ
た
透
明
シ
�
ト
を
そ
れ
に
重

ね
て
、
土
地
利
用
を
知
る
、
と
い
う
手

順
を
踏
み
ま
す
。
ど
こ
か
の
地
域
を
学

ぶ
と
き
に
は
、
ま
ず
地
形
と
土
地
利
用

か
ら
入
る
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
中
に
は
「
先
生
、
岐
阜

市
っ
て
ど
う
な
っ
て
た
っ
け
」
と
言
う

子
が
出
て
き
て
、
岐
阜
市
と
白
川
町
の

地
図
を
比
較
し
て
見
た
り
し
ま
し
た
。

人
口
も
必
ず
調
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
か
ら
、「
や
っ
ぱ
り
岐
阜
市
に
比
べ

る
と
人
口
が
少
な
い
ね
」
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
て
い
く
。「
山
が
多
い
か
ら

住
め
る
所
が
少
な
い
か
ら
か
な
」
と
か

い
う
気
づ
き
も
出
て
き
ま
す
。
白
地
図

に
表
現
す
る
こ
と
で
、「
岐
阜
市
か
ら

見
る
と
北
東
の
方
角
に
あ
る
ね
」
と
位

置
関
係
を
把
握
し
た
り
。
地
図
を
見
て

い
る
と
、
本
当
に
発
見
の
連
続
で
す
。

〈
博
士
勉
強
〉
が
良
い
モ
デ
ル
に

岐
阜
県
図
書
館
の
中
に
、
地
図
の
こ
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間
ほ
ど
し
ま
す
。
こ
の
と
き
に
は
、
親

御
さ
ん
に
も
見
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

未
来
を
予
測
す
る
力

松
永
君
の
発
表
は
、
仮
説
が
あ
っ
て
、

挑
戦
し
た
こ
と
を
表
現
し
て
、
評
価
す

る
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
社
会
の
学
習
を
通
じ
て
、
一

つ
の
事
実
を
見
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、

事
実
か
ら
課
題
を
導
き
出
し
て
考
え
を

持
つ
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
加
え
て
、「
自
分
に
と
っ
て
ど
う
な

の
か
」
だ
け
で
は
な
く
、「
誰
々
さ
ん

は
こ
う
す
べ
き
だ
」、
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
、
社
会
の
勉
強
を
広
げ
て
い
こ
う

と
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
段
階
的
に

で
す
が
。

本
巣
市
の
淡
墨
桜
の
学
習
の
と
き
に

は
、
単
元
全
体
の
課
題
と
し
て
、
こ
の

先
、
本
巣
市
の
人
た
ち
は
淡
墨
桜
を
ど

う
守
っ
て
い
く
べ
き
な
の
？
　
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
授
業
の
中
で
い
ろ
い

ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
ま
し
た
。

こ
の
学
習
を
し
た
の
は
１
月
な
ん
で

す
が
、
春
の
開
花
の
時
期
に
親
に
「
淡

墨
桜
を
見
に
連
れ
て
行
っ
て
」
と
頼
ん

で
、
実
際
に
見
に
行
っ
た
子
ど
も
や
、

「
先
生
、
桜
資
料
館
に
行
っ
て
き
た
よ
」

と
言
う
子
も
い
ま
す
。
授
業
だ
け
で
終

わ
ら
ず
に
、
興
味
が
持
続
し
て
い
る
子

も
出
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
学
習
の
成
果
が
出
て
き
て
い
る

の
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
の
社
会
科
は
、
地
理
・
歴
史
・
公

民
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
公
民

と
い
う
の
は
昔
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
政
治
・
経
済
に
つ
い
て
学

ぶ
単
元
で
す
。

学
習
指
導
要
領
で
も
、
社
会
科
と
い

う
の
は
「
公
民
的
思
想
の
基
礎
を
養
う
」

と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
て
、
知

識
の
習
得
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
の
予

測
と
言
っ
て
は
大
袈
裟
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
思
考
の
中
に
未
来
予
測
に
近
い

も
の
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
導
い
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
持
続

可
能
な
社
会
の
形
成
」
と
い
う
言
葉
も

入
っ
て
き
て
い
ま
す
し
。

暗
記
型
の
社
会
科
教
育
か
ら
、
大
き

く
転
換
し
た
の
が
、
前
回
の
改
訂
の
と

き
だ
と
思
い
ま
す
（
教
育
内
容
の
厳
選
と
、

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
新
設
が
特
徴
と
な
っ

た
２
０
０
２
年
度
〈
平
成
14
〉
の
改
訂
）
。
こ
の

と
き
の
改
訂
の
良
い
と
こ
ろ
を
残
し
、

改
め
る
べ
き
と
こ
ろ
は
改
め
て
、
今
回

の
改
訂
に
な
り
ま
し
た
（
２
０
１
１
年
度

〈
平
成
23
〉
に
行
な
わ
れ
た
戦
後
８
度
目
の
改
訂
。

ゆ
と
り
で
も
詰
め
込
み
で
も
な
く
、
知
識
、
道
徳
、

体
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
生
き
る
力
の
育
成
の

実
現
を
目
標
）。

社
会
科
は
思
考
を
大
事
に
す
る
科
目

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
事
実
を
丁
寧
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
ま
す
。

今
回
の
原
発
事
故
の
風
評
被
害
も
そ

う
で
す
が
、
選
挙
の
と
き
に
も
誰
か
が

優
勢
だ
と
い
う
報
道
が
流
れ
る
と
、
み

ん
な
が
そ
の
候
補
に
い
っ
て
し
ま
っ
た

り
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
で
し
っ
か

り
考
え
て
判
断
す
る
癖
を
身
に
つ
け
て

ほ
し
い
。
自
分
で
、
事
実
を
ち
ゃ
ん
と

確
か
め
ら
れ
る
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い

な
あ
、
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
基
盤
を
、
小
学
校
の
と

き
か
ら
育
ん
で
い
き
た
い
、
と
思
い
ま

す
。今

の
時
代
は
、
イ
ン
タ
�
ネ
ッ
ト
を

使
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
情
報
が
取
り

出
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

社
会
科
か
ら
外
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
イ
ン
タ
�
ネ
ッ
ト
の
情
報
も
正

し
い
と
は
限
ら
な
い
よ
。
じ
ゃ
あ
信
頼

で
き
る
情
報
は
ど
う
集
め
る
の
？
」
と

い
う
授
業
も
し
て
い
ま
す
。
何
が
信
用

で
き
る
情
報
な
の
か
。
選
択
す
る
側
が

賢
く
な
ら
な
い
と
。
悪
意
の
あ
る
情
報

も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
。

こ
れ
が
、
理
屈
で
終
わ
る
ん
じ
ゃ
な
く
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て
、
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
学
べ

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

「
な
ん
で
だ
ろ
う
」
と

「
ほ
ら
、
や
っ
ぱ
り
！
」

〈
博
士
勉
強
〉
で
記
憶
に
残
る
も
の
と

し
て
は
、
去
年
の
３
年
生
の
作
品
で
、

加
納
城
の
立
体
地
図
を
つ
く
っ
た
子
が

い
て
、
地
図
を
歴
史
的
な
こ
と
と
つ
な

げ
た
こ
と
に
感
心
し
ま
し
た
。
な
ん
で
、

こ
こ
に
城
が
で
き
た
の
か
、
と
考
え
て

い
っ
た
結
果
で
す
。
歴
史
を
地
理
的
に

切
る
、
と
い
う
着
目
点
が
面
白
い
な
、

と
思
い
ま
し
た
。

鎌
倉
幕
府
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
な
ん

で
あ
ん
な
場
所
に
幕
府
を
つ
く
っ
た

の
？
っ
て
、
興
味
が
湧
き
ま
す
ね
。
そ

れ
を
調
べ
な
が
ら
考
え
て
い
く
の
が
、

面
白
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
科
で
何
か
一
つ
の
事
象
を
見
せ

た
と
き
に
「
な
ん
で
だ
ろ
う
？
」
と
疑

問
に
思
う
こ
と
で
、
学
習
の
課
題
が
で

き
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
必
ず
「
ど
う
思

う
？
」
と
予
想
さ
せ
る
。
仮
説
を
立
て

る
。「
こ
う
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と

い
う
仮
説
を
立
て
る
か
ら
、
調
べ
ら
れ

る
ん
で
す
。

〈
博
士
勉
強
〉
で
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ

を
す
ご
く
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
闇
雲

に
調
べ
て
も
仕
方
が
な
い
で
す
か
ら
。

ど
ん
な
こ
と
が
知
り
た
い
の
か
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど

ん
な
予
想
が
で
き
る
か
な
、
と
考
え
て

調
べ
て
い
け
ば
、
た
と
え
調
べ
た
こ
と

が
答
え
に
行
き
着
か
な
く
て
も
い
い
と

思
う
ん
で
す
よ
。
間
違
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
ら
、「
違
う
考
え
方
を
し

て
み
よ
う
。
今
度
は
こ
っ
ち
だ
」
と
方

向
を
変
え
る
。

授
業
の
と
き
に
、
子
ど
も
が
違
っ
た

こ
と
を
言
っ
て
い
て
も
、
そ
の
予
想
に

基
づ
い
て
調
べ
さ
せ
る
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
違
っ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
い
て
も

ら
っ
て
、
方
向
転
換
す
る
。
で
も
、
間

違
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
で
わ
か
っ
た
事

実
だ
っ
て
一
つ
の
発
見
か
な
あ
、
学
び

か
な
あ
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

予
想
が
合
っ
て
い
た
と
き
は
、「
ほ

ら
、
や
っ
ぱ
り
！
」
っ
て
、
子
ど
も
は

す
ご
く
喜
び
ま
す
。
授
業
の
中
で
、

「
ほ
ら
、
や
っ
ぱ
り
！
」
を
聞
く
と
う

れ
し
い
で
す
ね
。
「
ほ
ら
、
や
っ
ぱ

り
！
　
僕
の
予
想
合
っ
と
っ
た
よ
」
っ

て
言
い
ま
す
か
ら
。
そ
う
い
う
の
っ
て
、

感
動
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
う
い
う
の

が
学
ぶ
楽
し
さ
か
な
っ
て
。

未
来
の
可
能
性
を

広
げ
る
た
め
に

子
ど
も
っ
て
正
直
だ
か
ら
、
ド
リ
ル

と
か
の
宿
題
は
嫌
い
な
ん
で
す
。「
先

生
、
勉
強
っ
て
、
何
の
た
め
に
す
る
の
」

っ
て
、
真
面
目
な
顔
を
し
て
聞
く
ん
で

す
よ
。
そ
れ
に
対
し
て
僕
は
す
ご
く
明

確
な
答
え
を
一
つ
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
い
つ
も
言
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
。「
そ
れ
は
未
来
の
可
能
性
を
広
げ

る
た
め
だ
よ
」
っ
て
。

「
将
来
な
り
た
い
職
業
と
か
っ
て
、
今

の
み
ん
な
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
途
中
で
考
え
が
変
わ
る
か
も
し
れ

な
い
ね
。
道
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い

ね
。
そ
の
と
き
に
そ
っ
ち
の
道
に
進
ん

で
い
け
る
た
め
に
、
や
っ
ぱ
り
勉
強
し

て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
よ
」
と
。

自
分
が
大
人
に
な
っ
た
か
ら
、
言
え

る
ん
で
す
け
ど
ね
。
あ
あ
、
こ
の
こ
と

に
15
年
前
に
気
づ
い
て
お
っ
た
ら
、
と

自
分
で
も
思
い
ま
す
。

「
大
人
に
な
っ
た
か
ら
言
え
る
こ
と
」

と
杉
浦
先
生
は
言
う
。
で
も
、
だ
か
ら

こ
そ
子
ど
も
た
ち
の
未
来
に
で
き
る
こ

と
が
あ
る
。
学
校
の
勉
強
が
、
そ
れ
だ

け
で
終
わ
ら
ず
に
生
き
る
た
め
の
糧
と

な
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
伸
び

る
力
を
見
守
る
師
の
支
え
が
何
よ
り
も

大
切
な
の
だ
ろ
う
。

未
来
の
〈
博
士
〉
を
、
み
ん
な
で
育

ん
で
い
き
た
い
も
の
だ
。

取
材：

２
０
１
１
年
３
月
30
日
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地
図
の
定
義

そ
も
そ
も
、
地
図
と
は
何
な
の
か
。

起
源
で
い
え
ば
言
語
よ
り
は
古
く
、
絵

画
よ
り
は
新
し
い
か
、
も
し
く
は
同
時

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

広
義
の
解
釈
で
は
、「
文
字
を
用
い

な
い
で
場
所
を
示
唆
す
る
も
の
が
地
図

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
ロ
シ
ア
で
発
掘
さ
れ
た
青
銅
器
時

代
の
絵
に
は
、
山
と
川
と
ラ
イ
オ
ン
な

ど
の
動
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
発
掘
さ

れ
た
場
所
な
ど
か
ら
考
え
て
、
描
か
れ

て
い
る
の
は
カ
フ
カ
ス
（
コ
ー
カ
サ
ス
）
、

現
在
の
ア
ル
メ
ニ
ア
の
辺
り
で
は
な
い

か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
脈
は

カ
フ
カ
ス
山
脈
で
、
川
は
そ
こ
を
流
下

し
て
い
る
川
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ア
ル
タ
ミ
ラ
（
ス
ペ
イ
ン
北
部
、
カ
ン
タ
ブ

リ
ア
州
の
州
都
サ
ン
タ
ン
デ
ル
か
ら
西
へ
30
㎞
ほ

ど
の
サ
ン
テ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
・
デ
ル
・
マ
ル
近
郊
）

の
洞
窟
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
バ
イ
ソ

ン
だ
け
だ
か
ら
絵
画
な
ん
で
す
が
、
ロ

シ
ア
の
事
例
は
特
定
さ
れ
る
場
所
を
描

い
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
こ
れ
は

地
図
と
考
え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

東
西
南
北
の
ど
こ
が
上
か

北
を
上
に
描
く
の
は
、
国
際
的
な
ル

�
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
オ
�
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
図
は
、

南
が
上
で
す
し
、
昔
の
日
本
地
図
は
九

州
を
上
に
し
た
り
し
た
も
の
も
あ
り
ま

し
た
。
仁
和
寺
に
あ
る
の
は
、
南
を
上

に
し
て
、
ま
さ
に
大
陸
か
ら
日
本
を
見

た
感
じ
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
地
図
と
し
て
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
の
ヘ
リ
フ
ォ
�
ド
大

聖
堂
に
伝
来
す
る
中
世
世
界
図
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
東
が
上
。
聖
書
に
東
の

方
角
に
エ
デ
ン
が
あ
る
、
と
書
か
れ
て

お
り
、
ヨ
�
ロ
ッ
パ
か
ら
見
て
東
に
エ

ル
サ
レ
ム
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
東
に

は
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
ト
が
あ
っ
て
、

上
に
描
か
れ
る
の
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
で
、
一
般
的
に
南
を
上
に

す
る
の
は
メ
ッ
カ
の
方
向
が
南
だ
か
ら

で
す
。
日
本
か
ら
見
た
ら
西
に
な
り
ま

す
が
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
中
心

地
は
イ
ラ
ク
の
バ
グ
ダ
ッ
ド
と
か
シ
リ

ア
の
ダ
マ
ス
カ
ス
で
し
た
か
ら
、
メ
ッ

カ
は
南
の
方
向
な
ん
で
す
。
１
日
５
回
、

礼
拝
し
ま
す
か
ら
方
角
は
重
要
で
す
。

仏
教
は
北
が
上
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
神
聖
な
世
界
は
涼
し

い
所
、
北
だ
か
ら
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の

ほ
う
に
〈
無
熱
悩
池

む
ね
つ
の
う
ち

〉
と
い
う
、
暑
熱

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
池
が
あ
る

と
仏
典
に
出
て
き
ま
す
。

丸
い
地
球
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い

う
こ
と
も
、
大
変
、
問
題
に
な
る
こ
と

で
す
。
赤
道
は
天
文
学
的
に
決
ま
り
ま

す
か
ら
緯
度
０
度
は
赤
道
で
す
が
、
縦

の
軸
（
経
度
）
は
決
ま
り
ま
せ
ん
ね
。
そ

れ
で
１
８
８
４
年
（
明
治
17
）
の
国
際
条

約
で
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
し
よ
う
、
と
決
め

ま
し
た
。
日
本
で
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午

線
を
採
用
す
る
ま
で
は
、
伊
能
図
で
は

京
都
に
本
初
子
午
線
を
置
い
て
い
ま
し

た
。

国
際
子
午
線
会
議

経
度
と
時
間
の
統
一
基
準
を
つ
く
る
た
め
に
、
１

８
８
４
年
（
明
治
17
）
に
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン

で
開
か
れ
た
国
際
会
議
。
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
を
含
む

25
カ
国
が
参
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
天
文

台
を
通
る
子
午
線
（
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午
線
）
を
経
度

０
度
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
世
界
の
大
多
数

の
船
が
使
用
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
製
の
海
図
に
基
づ

い
て
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
を
基
準
点
と
す
る
提
案
に
対
し

て
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
（
現
・
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
）

は
反
対
票
を
投
じ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
棄
権
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
が
同
制
度
を
採
用
し
た
の
は
、
１
９

１
１
年
（
明
治
44
）
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
有
名
な
メ
ル
カ
ト
�
ル
図

法
は
航
海
に
使
う
た
め
の
図
。
地
図
の

副
題
に
は
ち
ゃ
ん
と
但
し
書
き
が
あ
る

ん
で
す
が
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
す
。

縦
横
に
経
緯
線
が
あ
っ
て
見
や
す
い
か

ら
多
用
さ
れ
る
。
北
に
行
く
と
拡
大
す

る
原
理
だ
か
ら
、
北
方
の
国
が
大
き
く

な
っ
て
し
ま
い
、
地
図
と
し
て
は
正
確

で
な
い
け
れ
ど
、
ヨ
�
ロ
ッ
パ
諸
国
は

実
際
よ
り
大
き
く
見
え
る
わ
け
だ
か
ら

都
合
が
よ
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

碁
盤
目
を
引
く
の
は

書
き
や
す
く
す
る
た
め

奈
良
時
代
ま
で
、
日
本
で
は
地
図
を

麻
布
に
墨
で
描
い
て
い
ま
し
た
。
麻
布

に
い
き
な
り
は
描
け
な
い
で
す
か
ら
、

何
ら
か
の
指
標
が
い
る
。
そ
れ
で
、
ま

ず
碁
盤
目
を
描
い
た
ん
で
す
。

地図で表わす世界観

長谷川 孝治
はせがわ こうじ

神戸大学文学部教授

1947年生まれ。京都大学大学院文学研究
科博士課程単位修得退学。1977年神戸市
外国語大学助手、1990年神戸市外国語大
学教授、1995年から現職。専門は、ヨー
ロッパとりわけイギリス及びネーデルラ
ンドにおける近世・近代地図史研究。

主な著書・論文に、

『地図の思想』（編著／朝倉書店 2005）、
『地図と文化』（編著／地人書房 1989）、
『国家表象としての近世アトラスの比較地
図史的研究』（2005）ほか

ルネッサンス以降の近代化した地図に、
目が慣らされている私たち。

「世界観を育み、自分の居場所を伝えたいという
思いを描いたものが地図」と長谷川孝治さんは言います。

居場所とは、何丁目何番地だけではなく、
コスモス（宇宙観）から見たものも含み、

曼荼羅
まんだら

などの絵図も地図である、とのこと。
時代ごと、地域ごとに変遷する世界観。

そう考えて地図を見ると、今まで以上にたくさんの情報を
読み取ることができるかもしれません。

地図で表わす世界観
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早
く
全
土
の
地
図
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ

�
・
サ
ク
ス
ト
ン
と
い
う
男
に
命
じ
て
、

た
っ
た
６
年
で
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
測

量
し
て
い
た
ら
６
年
で
は
で
き
ま
せ
ん

か
ら
、
望
視
の
技
術
を
使
っ
て
描
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
中
世
の
図
は
、
河
川

中
心
で
す
よ
。
あ
る
範
囲
を
押
さ
え
る

に
は
、
縦
横
の
線
と
し
て
川
を
入
れ
る

と
、
町
を
描
き
や
す
い
ん
で
す
。
ロ
�

マ
時
代
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
図
も

経
度
・
緯
度
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

地
図
の
概
念
の
変
遷

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
こ
ろ
ま
で
は
、
地

図
と
絵
画
は
境
界
が
曖
昧
だ
っ
た
の
で
、

画
家
が
た
く
さ
ん
地
図
を
描
い
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
以
降
、
絵
画

は
美
術
、
地
図
は
科
学
、
と
い
う
よ
う

に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。

風
景
画
の
よ
う
な
描
き
方
を
は
じ
め

多
様
だ
っ
た
表
現
が
、
だ
ん
だ
ん
上
か

ら
見
た
図
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、

多
く
の
情
報
を
正
確
に
表
現
す
る
た
め

に
、
抽
象
化
し
て
、
記
号
で
表
わ
さ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
自
身
は
地
図
を
科
学
に

持
っ
て
い
っ
た
の
は
問
題
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
目
に

見
え
る
も
の
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い

う
部
分
に
は
、
人
間
の
感
性
が
入
り
込

む
余
地
が
あ
る
か
ら
で
す
。

最
後
の
審
判
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
ヘ
リ
フ
ォ
�
ド
図
や
世
界
観
を
表
現

し
た
曼
荼
羅
は
、
世
界
地
図
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
宇
宙
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。
広
く
い
え
ば
、
コ
ス
モ
ス（kosm

os：

ギ
リ
シ
ア
語
で
世
界
、
宇
宙
、
秩
序
を
意
味
す
る

語
。
一
般
に
宇
宙
観
の
こ
と
）
に
な
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）
に
イ
ギ
リ
ス

の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
�
（
当

時
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
一
緒
の
組

織
）
で
、
中
世
や
近
世
の
地
図
を
見
た

こ
と
が
、
私
が
地
図
を
研
究
し
よ
う
と

し
た
き
っ
か
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
地

図
を
全
体
的
に
と
ら
え
て
い
こ
う
、
描

い
た
人
、
描
か
れ
た
時
代
の
主
観
を
大

事
に
し
よ
う
、
と
い
う
研
究
方
向
に
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
し
た
。

そ
れ
で
、
京
都
の
北
の
ほ
う
に
あ
る

安
曇

あ
ど

川
上
流
部
を
描
い
た
中
世
の
絵
図
、

〈
葛

か
つ
ら

川
絵
図
〉
を
描
い
た
人
や
村
人
た

ち
の
世
界
観
を
解
釈
し
よ
う
と
研
究
会

を
つ
く
り
ま
し
た
。
当
時
は
「
学
際
的
」

と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
理
だ
け
で

な
く
日
本
史
や
建
築
の
人
も
入
っ
た
研

究
会
で
す
。

葛
川
絵
図
は
、
お
寺
が
自
分
の
荘
園

の
範
囲
を
描
い
た
も
の
で
、
実
は
周
り

の
荘
園
が
入
り
込
ん
で
き
て
、
木
を
伐

っ
て
炭
を
焼
い
た
こ
と
に
抗
議
し
て
、

寺
が
訴
え
出
た
と
き
の
裁
判
史
料
な
ん

で
す
。
こ
れ
も
安
曇
川
水
系
が
軸
に
な

っ
て
、
上
に
比
良
山
地
、
下
に
丹
波
山

地
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

大
化
の
改
新
の
と
き
に
出
て
く
る
条

里
制
（
班
田
収
授
の
法
に
よ
っ
て
口
分
田
を
分
け

る
目
安
）
は
、
縦
横
１
０
９
ｍ
の
グ
リ
ッ

ド
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本

当
に
条
里
制
が
敷
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

水
路
と
か
畦
道
が
つ
く
ら
れ
た
は
ず
で

す
が
、
実
際
に
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
開
発

は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
、
地
図
を
描
き
や
す
く
す
る
た
め
に

引
い
た
線
だ
、
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
ま
で
、
中
国
の
現
存
す
る
最
古

の
地
図
と
い
わ
れ
て
い
た
〈
禹
蹟
図
〉

に
も
、
や
は
り
縦
横
の
線
が
入
っ
て
い

ま
す
。
西
安
の
碑
林
博
物
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
黄
河
と
長
江
、
珠
江

が
非
常
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
系
と
い
う
の
は
、
地
図
に
と
っ
て
一

つ
の
座
標
と
い
っ
て
も
い
い
も
の
で
す
。

禹
蹟
図

１
１
３
７
年
（
紹
興
７
）、
南
宋
の
高
宗
の
代
に
つ

く
ら
れ
た
禹
蹟
図
刻
石
。
湖
南
省
の
省
都
長
沙
市
の

馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
漢
代
の
地
図
三
種
が
出
土
す

る
ま
で
は
、
中
国
最
古
の
地
図
だ
っ
た
。
禹
は
、
黄

河
の
治
水
の
功
績
に
よ
っ
て
舜
帝
か
ら
帝
位
を
禅
譲

さ
れ
、
夏
王
朝
十
代
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
上

の
聖
王
。

望
視中

世
に
は
、
ま
だ
測
量
技
術
は
な
か

っ
た
の
で
、
教
会
の
塔
の
よ
う
な
高
い

所
に
上
っ
て
、
周
り
を
見
渡
し
て
ス
ケ

ッ
チ
的
に
描
き
ま
す
。
望
視
、
英
語
で

い
う
とview

で
す
ね
。

イ
ギ
リ
ス
は
１
５
７
９
年
（
天
正
７
）

に
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
目
的
で
い
ち

左：禹蹟図の拓本。川が非常に
鮮明に描かれている。（中国・西

安碑林博物館所蔵）

下：大正から昭和初期にかけ
て、日本全国を鳥瞰図として描
いた吉田初三郎による愛知・知
多半島の絵図。「初三郎式絵図」
と呼ばれる独自の画法では、韓
国や中国も同じように表現され
た。まさに、地図には描く人の
主観が入ることの象徴である。
南知多遊覧交通名所図絵「知多半島遊

覧交通鳥瞰図」（観光社 1925）（画像提

供／（Ｃ）アソシエ地図の資料館

画／吉田初三郎）
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居
場
所
を
伝
え
る
地
図

た
だ
、
い
っ
た
ん
学
際
的
に
な
っ
た

動
き
が
、
再
び
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

今
の
地
図
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
を
正
確

に
、
と
い
う
方
向
に
ど
ん
ど
ん
進
ん
で

い
ま
す
。
学
会
で
も
、
主
流
と
な
っ
て

い
る
の
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
地
図
で
す
。

Ｇ
Ｉ
Ｓ
（G

eographic
Inform

ation
S

ystem

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）
な
ん
か
、
数
字
の
世

界
で
す
か
ら
ね
。
細
か
い
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
わ
か
っ
て
く
る
け
れ
ど
、
全
体
と

し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
見
え
づ
ら
い
。

近
代
的
な
道
路
地
図
の
原
点
と
い
う

の
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
１
６
７
５
年
（
延

宝
３
）
に
オ
ウ
グ
ル
ビ
�
が
発
行
し
た

道
路
地
図
帳
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の

道
順
を
巻
紙
に
描
い
た
よ
う
に
表
現
し

て
、
下
か
ら
上
に
、
下
か
ら
上
に
、
と

行
く
べ
き
道
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。
今

の
カ
�
ナ
ビ
と
近
い
発
想
で
す
。
面
の

情
報
で
は
な
く
、
線
の
情
報
な
の
で
、

我
々
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
見
に
く

い
ん
で
す
。

私
は
「
情
報
が
微
分
化
さ
れ
て
い
る
」

と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
地
図
を
ど

ん
ど
ん
細
分
化
す
る
と
、
全
体
像
が
ま

っ
た
く
見
え
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
わ

上段／葛川絵図。
（東京大学史料編纂所編『日本荘
園絵図聚影　一下　東日本二』
東京大学出版会 1996）

下段左／ヘリフォード図。
（イギリス・ヘリフォード大聖堂

所蔵）

下段右／オウグルビー道
路地図帳。（J.Ogilby :

"Britannia",Theatrum Orbis

Terrarum,1970）

か
り
に
く
く
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
積
分
化
の
方
向
と
い
う
か
、

自
分
た
ち
が
ど
ん
な
世
界
に
住
ん
で
い

る
か
と
か
、
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
思

い
ま
す
。
哲
学
で
一
番
問
題
に
す
る
べ

き
こ
と
は
、W

ho
am

I
?

つ
ま
り
、

自
分
は
誰
な
の
か
、
で
す
。
地
理
あ
る

い
は
地
図
は
、W

here
am

I
?

な

ん
で
す
よ
。
通
常
は
自
分
が
ど
こ
に
い

る
か
な
ん
て
、
意
識
し
て
い
な
い
。
そ

れ
で
も
、
自
分
の
位
置
を
定
位
と
い
う

か
、
定
め
て
お
き
た
い
と
い
う
欲
求
が

あ
る
の
で
す
。

学
生
た
ち
に
も
い
つ
も
言
う
ん
で
す

が
、「
世
界
の
ど
こ
に
で
も
行
く
こ
と

が
で
き
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
行
け
な

い
」
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
時
間

は
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
空
間
は
選
択
の
可
能
性
が
あ
る
ん

で
す
。

曼
荼
羅
の
よ
う
な
宗
教
画
が
地
図
の

カ
テ
ゴ
リ
�
に
入
れ
ら
れ
る
の
も
、

「
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
」、
つ
ま
り

居
場
所
を
信
者
に
示
す
た
め
に
描
か
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
や
は
り
自
分
た
ち

の
い
る
場
所
を
示
す
と
と
も
に
、
伝
え

た
い
と
い
う
気
持
ち
。

単
に
自
己
満
足
で
描
く
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
、
伝
え
た
い
。
こ
の
伝
え
た
い
と

い
う
気
持
ち
は
、
ま
さ
に
言
語
と
一
緒

だ
と
思
い
ま
す
。取

材：

２
０
１
１
年
２
月
８
日



ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
定
義

ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
と
は
、
過
去
の
災

害
の
経
験
や
実
地
調
査
、
及
び
科
学
的

知
見
に
基
づ
き
、
今
後
、
災
害
が
予
測

さ
れ
る
場
所
と
そ
の
程
度
を
地
図
化
し

た
も
の
で
す
。
合
わ
せ
て
、
避
難
場
所

の
位
置
や
避
難
方
法
な
ど
も
表
示
し
て
、

地
域
の
防
災
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
作
成
さ
れ
た
地
図
を
指
し
ま
す
。

災
害
に
は
、
地
震
、
洪
水
、
高
潮
、

津
波
、
土
砂
災
害
、
火
山
噴
火
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
も
、
実
は
い
ろ
い

ろ
と
種
類
が
あ
る
ん
で
す
。
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岡本 耕平
おかもと こうへい

名古屋大学大学院環境学研究科教授

博士（地理学）

1955年島根県生まれ。名古屋大学大学

院文学研究科博士課程修了。東洋大学社

会学部専任講師などを経て、現職。専門

は、人文地理学・都市地理学・行動地理学。

主な著書・論文に、『メンタルマップ入

門』（共著／古今書院 1993）、『都市空間

における認知と行動』（古今書院 2000）、

『ハンディキャップと都市空間』（編著／

古今書院 2006）ほか

空
間
認
知
の
力
は
、

自
然
環
境
や
生
活
文
化
の
違
い
に
影
響
さ
れ
、

そ
の
技
能
は
、
使
わ
な
け
れ
ば
衰
え
、
鍛
え
る
こ
と
も
可
能
、

と
岡
本
耕
平
さ
ん
。

実
は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
個
別
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

統
合
し
て
読
み
解
く
力
が
求
め
ら
れ
、

自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
工
夫
も
必
要
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

取
材
は
東
日
本
大
震
災
前
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
期
せ
ず
し
て
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
お
話
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
１
９
８
８
年
（
昭

和
63
）
に
旧
・
国
土
庁
の
防
災
マ
ッ
プ

作
成
モ
デ
ル
事
業
が
あ
り
ま
す
。
２
０

０
５
年
（
平
成
17
）
の
水
防
法
の
改
正
で

中
小
河
川
に
お
い
て
も
浸
水
想
定
区
域

の
指
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
ハ
ザ
�
ド
マ

ッ
プ
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

個
別
に
つ
く
ら
れ
る

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

川
は
、
堤
内
地
と
堤
外
地
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
堤
内
と
聞
く
と
堤
防
の
内

側
の
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

守
ら
れ
る
住
居
や
農
地
の
あ
る
堤
防
の

外
側
の
こ
と
で
、
河
川
行
政
が
や
っ
て

い
る
の
は
堤
外
、
わ
か
り
や
す
く
い
う

と
堤
防
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
川
側
の
こ

と
で
す
。
川
の
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
は
河

川
課
、
一
方
、
内
水
を
司
っ
て
い
る
の

は
下
水
道
課
と
い
う
よ
う
に
、
堤
防
を

境
に
し
て
、
同
じ
水
害
に
立
ち
向
か
う

に
し
て
も
行
政
の
中
で
担
当
部
署
が
分

か
れ
て
お
り
、
今
ま
で
は
な
か
な
か
連

携
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

最
近
は
、
豪
雨
が
頻
発
し
て
い
て
、

短
期
間
に
集
中
し
て
雨
が
降
る
の
で
、

川
を
コ
ン
ク
リ
�
ト
で
が
っ
ち
り
固
め

て
、
流
れ
る
よ
う
に
深
く
つ
く
っ
て
き

た
の
に
水
害
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
を
内
水
氾
濫
と
呼
び
ま
す
。
普
通

の
水
害
は
、
川
が
あ
ふ
れ
た
り
、
堤
防

が
決
壊
し
て
、
家
屋
な
ど
が
水
没
す
る

こ
と
を
い
い
ま
す
が
、
内
水
氾
濫
は
、

降
っ
た
雨
が
下
水
道
や
川
に
う
ま
く
流

れ
込
ま
な
い
た
め
に
浸
水
す
る
状
況
を

指
し
ま
す
。
内
水
氾
濫
の
ハ
ザ
�
ド
マ

ッ
プ
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
こ
う
い
う
状
況
に
対
応
す
る
た
め

で
す
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
火
山
の
噴
火
、
津

波
と
い
う
よ
う
に
、
災
害
別
に
た
く
さ

ん
の
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
が
別
々
に
つ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。
河
川
の
場
合
は
、
川

ご
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
一
つ
の
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
だ
け

見
て
「
こ
こ
は
大
丈
夫
」
と
逃
げ
て
い

く
と
、
隣
り
の
川
の
危
険
地
域
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
使
う
人
に
と
っ

て
は
、
な
か
な
か
把
握
し
に
く
か
っ
た

の
で
す
。

東
海
豪
雨
が
き
っ
か
け
に

こ
う
い
う
状
況
は
徐
々
に
改
善
さ
れ

つ
つ
あ
っ
て
、
実
は
私
は
愛
知
県
の
河

川
の
委
員
な
ん
で
す
が
、
委
員
会
に
は

異
な
る
部
署
の
方
々
が
出
席
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
東
海
豪
雨
が
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

東
海
豪
雨

２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
９
月
11
日
か
ら
12
日
に

か
け
て
、
愛
知
県
名
古
屋
市
と
そ
の
周
辺
で
起
こ
っ

た
豪
雨
災
害
で
、
の
ち
に
激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
た
。

台
風
14
号
の
影
響
で
前
線
の
活
動
が
活
発
に
な
り
、

愛
知
、
三
重
、
岐
阜
県
の
東
海
地
方
を
中
心
に
記
録

的
な
大
雨
と
な
っ
た
。
２
日
間
の
積
算
降
水
量
は
、

多
い
所
で
６
０
０
㎜
前
後
に
上
っ
た
。

東
海
豪
雨
の
と
き
に
は
、
名
古
屋
駅

の
北
側
を
流
れ
る
庄
内
川
と
、
名
古
屋

大
学
周
辺
を
流
れ
る
天
白
川
の
二
つ
が

大
き
な
洪
水
を
起
こ
し
ま
し
た
。
庄
内

川
は
支
流
の
新
川
が
破
堤
、
天
白
川
は

主
に
内
水
氾
濫
が
原
因
の
洪
水
で
し
た
。

天
白
川
と
支
流
の
藤
川
の
堤
防
に
囲

ま
れ
た
堤
内
地
は
、
水
面
よ
り
低
い
地

形
だ
っ
た
た
め
、
降
雨
が
集
中
し
ま
し

た
。
天
白
川
に
排
水
す
る
た
め
の
ポ
ン

プ
が
浸
水
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
く

な
っ
た
の
が
直
接
的
な
原
因
で
す
が
、

ど
っ
ち
に
し
て
も
汲
み
上
げ
て
排
水
す

る
先
の
天
白
川
も
、
既
に
一
杯
で
し
た

か
ら
、
ポ
ン
プ
が
ち
ゃ
ん
と
機
能
し
て



意
見
を
入
れ
て
い
く
と
、
中
庸
な
表
現

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

し
、
行
政
の
あ
る
種
の
自
己
規
制
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
今
は
、
家
一
軒
一
軒
が

わ
か
る
く
ら
い
の
く
わ
し
い
地
図
で
ハ

ザ
�
ド
マ
ッ
プ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は

「
不
動
産
価
値
が
下
が
る
」
と
い
っ
た

反
発
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
阪
神

淡
路
大
震
災
以
降
、
そ
の
よ
う
な
傾
向

は
変
化
し
て
い
ま
す
。
危
険
度
が
高
い

こ
と
を
表
現
す
る
の
に
、
タ
ブ
�
視
し

な
い
方
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、

人
命
の
ほ
う
が
大
事
で
す
か
ら
ね
。

そ
れ
と
、
自
助
と
い
う
も
の
が
重
要

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
連
動

し
た
の
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
は
、
公
助

の
考
え
方
で
、
税
金
を
使
っ
て
土
木
工

事
を
し
て
守
る
か
ら
防
災
は
任
せ
て
お

け
、
と
い
う
や
り
方
で
し
た
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
で
、
共
助
・
自
助
に
転
換

し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
研
究
や
学
問
の
理
論
的
傾

向
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
暮
ら
し
や

出
来
事
に
よ
っ
て
表
現
が
変
わ
る
、
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

古
い
地
図
を
見
る
訓
練

本
来
で
し
た
ら
、
情
報
を
ち
ゃ
ん
と

調
べ
て
、
危
険
な
所
に
は
住
ん
で
も
ら

い
た
く
な
い
。
そ
れ
と
、
地
形
と
い
う

の
は
開
発
時
に
結
構
変
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
。
元
は
で
こ
ぼ
こ
の

丘
陵
地
だ
っ
た
の
に
、
削
っ
た
り
（
切

り
土
）
、
盛
り
土
し
て
あ
っ
た
り
す
る
。

丘
陵
地
で
も
盛
り
土
の
と
こ
ろ
は
地
盤

が
軟
ら
か
い
。

で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
古
い
地
図
を

見
る
訓
練
を
し
た
ほ
う
が
い
い
。
し
か

し
、
旧
版
地
図
を
手
に
入
れ
る
の
は
、

な
か
な
か
大
変
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
、
現
代
の
地
図
に
過
去
の
時

代
の
地
図
を
重
ね
合
わ
せ
た
「
今
昔
マ

ッ
プ
」
と
い
う
ソ
フ
ト
を
つ
く
っ
た
の

が
、
私
の
と
こ
ろ
の
卒
業
生
の
谷
謙
二

さ
ん
で
す
。
東
京
と
大
阪
と
名
古
屋
エ

リ
ア
の
「
今
昔
マ
ッ
プ
」
を
無
料
で
ダ

ウ
ン
ロ
�
ド
で
き
ま
す
。
谷
さ
ん
は
埼

玉
大
学
で
地
理
学
を
教
え
る
か
た
わ
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
て

お
り
、
一
番
有
名
な
の
は
、
行
政
な
ど

で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
、「
Ｍ
Ａ
Ｎ

Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
と
い
う
Ｇ
Ｉ
Ｓ
（G

eographic

Inform
ation

S
ystem

）
ソ
フ
ト
で
す
。

こ
れ
で
東
海
豪
雨
で
被
害
の
あ
っ
た

天
白
川
の
周
辺
を
見
て
み
る
と
、
戦
後

す
ぐ
の
時
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
人
が
住

ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
を
見
る

こ
と
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
昔
の

地
図
を
見
た
り
、
過
去
の
地
名
を
調
べ

た
り
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
危
な
い

か
ら
住
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
、
と
言
う

と
支
障
が
あ
り
ま
す
が
、
過
去
の
地
図

を
見
れ
ば
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
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い
た
と
し
て
も
う
ま
く
い
っ
た
の
か
ど

う
か
。
ポ
ン
プ
場
も
浸
水
し
て
機
能
停

止
し
た
た
め
、
水
が
引
く
に
も
長
い
時

間
が
か
か
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
経
験

を
し
た
の
で
、
下
水
処
理
の
問
題
が
重

要
で
あ
る
こ
と
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
降
っ
た
雨
を
川
に

流
す
だ
け
で
は
な
く
、
遊
水
池
で
一
時

的
に
受
け
止
め
る
必
要
も
実
感
さ
れ
て

き
た
の
で
す
。

危
険
を
タ
ブ
ー
視
し
な
い

ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
の
中
に
は
、
き
れ

い
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
ぱ

っ
と
見
て
危
険
度
が
迫
っ
て
こ
な
い
も

の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
も
問
題
で
す
。
み

な
さ
ん
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
ん
で
し

ょ
う
。
ど
う
し
て
も
表
現
が
ソ
フ
ト
に

な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
決
ま

っ
た
色
が
な
い
だ
け
に
表
現
は
難
し
い

で
す
ね
。
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
で
危
険
度

を
強
調
し
た
ら
文
句
が
出
る
。
た
と
え

ば
、
特
に
危
険
な
エ
リ
ア
を
赤
色
で
表

現
し
た
ら
、「
赤
は
不
吉
だ
か
ら
嫌
だ
」

と
い
っ
た
意
見
が
出
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

日進市の洪水ハザードマップ。
下のシールが付録され、地図
に貼ることでMYマップづくり
を奨励している。



洪水ハザードマップに関する
アンケート調査

『洪水ハザードマップを用いた地域 防災力向上に関する研究 研究成果報告書』
（岡本耕平）をもとに編集部で作図　（単位：％）

名古屋市

日進市

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 

男性 

女性 

性別 

年齢 

居住年数 

水害に対する不安 

ハザードマップや浸水予測図に関する知識 

5年未満 10年未満 15年未満 20年未満 25年未満 30年未満 30年以上 

とても不安 やや不安 

不安がない 

どちらともいえない 

知っている 

知らない 

47 53 

53 47 

16 14 21 25 20 4 

14 14 20 24 23 5 

12 14 7 8 10 28 21 

16 7 12 23 18 13 11 

3 61 14 22 

30 8 14 48 

13 87 

60 40 

外
国
人
の
住
ん
で
い
る
場
所
が
特
定
で

き
ず
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
せ
っ
か
く
つ
く
っ
た
地
図
が

わ
か
り
に
く
い
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、

自
分
の
家
の
位
置
や
目
印
を
書
き
込
ん

で
〈
Ｍ
Ｙ
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
〉
づ
く
り

を
推
奨
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
目
印
を
シ
�
ル
に
し
て
ハ

ザ
�
ド
マ
ッ
プ
と
一
緒
に
配
布
す
る
と

い
っ
た
工
夫
を
し
て
い
る
市
町
村
も
あ

り
ま
す
。

活
用
方
法
が
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う

声
も
あ
り
ま
す
。
Ｄ
Ｉ
Ｇ
と
い
う
手
法

が
あ
っ
て
、
災
害
（D

isaster

）
を
想
像

（Im
agination

）
す
る
ゲ
�
ム
（G

am
e

）
を

地
図
の
上
で
行
な
う
こ
と
は
、
日
常
生

活
を
想
定
し
た
具
体
的
な
避
難
方
法
の

確
認
に
役
立
ち
ま
す
。
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ

プ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
（
プ
ラ
ン
）
を
原

寸
大
の
光
景
（
シ
ー
ン
）
に
落
と
し
込
め

ば
、
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
は
本
当
に
役
に

立
つ
も
の
に
変
え
ら
れ
る
の
で
す
。

空
間
認
知
の
力

カ
�
ナ
ビ
に
よ
っ
て
地
図
を
読
む
力

が
衰
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
だ

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
カ
�
ナ
ビ
が
な

く
て
も
地
図
が
あ
れ
ば
目
的
地
に
行
け

る
人
も
、
じ
ゃ
あ
地
図
が
な
か
っ
た
ら

ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
表
わ

れ
ま
す
。

ア
フ
リ
カ
の
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
に
住
む

ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
人
た
ち
は
、
地
図
が

描
け
な
い
し
、
読
め
な
い
ん
で
す
が
、

ち
ゃ
ん
と
目
的
地
ま
で
行
け
る
ん
で
す

よ
。
で
す
か
ら
、
地
図
を
描
い
た
り
読

ん
だ
り
す
る
能
力
と
、
実
際
の
空
間
認

知
の
能
力
と
は
違
う
ん
だ
、
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
地
図
に
は
、
簡
略
化

と
か
抽
象
化
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

地
図
が
描
け
た
り
読
め
た
り
で
き
る
よ

う
に
な
る
た
め
に
は
、
訓
練
が
必
要
で

す
。
一
方
、
道
に
迷
わ
ず
臨
機
応
変
に

行
動
す
る
た
め
に
は
、
日
ご
ろ
の
リ
ア

ル
な
体
験
が
必
要
で
す
。

野
中
健
一
編
『
野
生
の
ナ
ヴ
ィ
ゲ
�

シ
ョ
ン
―
民
族
誌
か
ら
空
間
認
知
の
科

学
へ
』（
古
今
書
院
２
０
０
４
）
と
い
う
本

に
、
ま
さ
に
、
リ
ア
ル
な
環
境
認
知
と

体
性
感
覚
に
よ
っ
て
、
空
間
が
認
知
さ

れ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
私
も
１

章
、
担
当
し
て
い
ま
す
。
空
間
認
知
は
、

自
然
環
境
や
生
活
文
化
の
違
い
に
よ
っ

て
影
響
さ
れ
、
そ
の
技
能
も
同
様
に
左

右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
を
活
用
す
る
場
合

も
、
単
に
ハ
ザ
�
ド
（
危
険
予
測
）
の
情

報
を
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
だ
け
で
な
く
、

災
害
が
起
き
た
と
き
自
分
や
家
族
を
ど

う
や
っ
て
守
れ
ば
よ
い
か
具
体
的
に
イ

メ
�
ジ
し
、
実
際
に
行
動
し
て
み
る
と

い
う
リ
ア
ル
な
体
験
が
必
要
で
す
。
大

切
な
人
命
や
財
産
を
守
る
た
め
、
ハ
ザ

�
ド
マ
ッ
プ
が
上
手
に
活
用
さ
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
３
月
４
日

15 ハザードマップと空間認知

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
抱
え
る

課
題
と
は

ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
は
、
住
ん
で
い
る

人
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
そ

こ
へ
引
っ
越
そ
う
と
考
え
て
い
る
人
に

と
っ
て
も
必
要
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
は
行

政
が
自
分
の
管
轄
の
所
に
配
っ
た
り
公

開
す
る
の
で
、
そ
の
地
域
の
住
民
以
外

に
は
目
に
触
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
。

イ
ン
タ
�
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
、
徐
々
に

解
消
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
。

東
海
豪
雨
が
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）

に
起
き
て
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
に

庄
内
川
・
新
川
洪
水
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
、

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
に
天
白
川
洪
水

ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
ア
ン
ケ
�
ト
調
査

で
、
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
の
存
在
を
知
っ

て
い
た
と
い
う
人
は
庄
内
川
流
域
で
は

43
％
、
天
白
川
流
域
で
は
60
％
だ
っ
た

と
い
う
報
告
が
あ
り
、
被
害
が
あ
っ
た

地
域
で
も
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
認
知
度
は

そ
れ
ほ
ど
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
と

い
う
と
す
ぐ
に
障
害
者
を
思
い
浮
か
べ

ま
す
が
、
日
本
語
が
不
自
由
な
外
国
人

も
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
市
町
村
で

外
国
語
に
訳
し
た
ハ
ザ
�
ド
マ
ッ
プ
の

作
成
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
住
民
登
録

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

右の地図は、2003年の天白川洪水ハザ
ードマップがもとになっていますが、
名古屋市は2010年6月に新しい内水・洪
水ハザードマップを公表しています。
シミュレーション１（上図）

天白川が氾濫
被災時刻：午後６時

居住地：野並小学校西側
家族構成：３人家族

夫：都心勤務→帰宅途中
妻：近所でパート→在宅

子ども：小学５年生野並駅そばの
学習塾にいる

それぞれ、どのような行動をするべき
でしょうか？
妻は被災の可能性があります。
子どもは比較的安全なところにいます
が、家に帰ろうとするかもしれません。
シミュレーション２（下図）

天白川が氾濫
被災時刻：午後９時

居住地：野並小学校西側
家族構成：３人家族

両親：若宮商業高校のそばに居住
ともに70歳やや足が不自由

３人家族は70歳の両親を救うためにど
のような行動を取るべきでしょうか？
家族の力だけで両親を助けられるでし
ょうか？



測量の歴史とその現場
政春 尋志
まさはる ひろし

国土交通省 国土地理院

基本図情報部長

1955年大阪府生まれ。1978年京都大学理学部卒業、

1980年京都大学大学院理学研究科物理学第一専攻

修了。国土地理院地理地殻活動研究センター長を

経て、2011年から現職。1999年から早稲田大学教

育学部非常勤講師、2009年から東京大学空間情報

科学研究センター客員教授。主な著書に『地理情

報科学事典』（共著／朝倉書店 2004）、『基礎から

わかるリモートセンシング』（共著／理工図書

2011）ほか

近代国家を成立させるために

不可欠だった、測量に基づく国土の地図。

国土地理院の地図は、さまざまな場面で

オリジナルな原図として活用されてきました。

アナログ・紙の時代から、

デジタル・データの時代へ変わろうとも、

その膨大なストックは、

これからも大いに生かされていくでしょう。
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国
土
地
理
院
の
前
身

測
量
に
基
づ
く
地
図
作
製
は
、
明
治

に
な
っ
て
、
日
本
が
近
代
国
家
の
礎
を

築
く
上
で
ど
う
し
て
も
不
可
欠
で
し
た
。

測
量
に
か
か
わ
る
機
関
は
、
当
時
、

さ
ま
ざ
ま
な
省
の
中
に
で
き
た
の
で
、

国
土
地
理
院
の
源
流
と
さ
れ
る
省
は
い

く
つ
も
あ
り
ま
す
。
民
部
省
、
内
務
省
、

軍
隊
の
ほ
う
で
は
兵
部
省
、
陸
軍
省
、

工
業
振
興
の
た
め
の
工
部
省
。
測
量
は
、

北
海
道
開
拓
の
た
め
に
も
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

１
８
８
４
年
（
明
治
17
）
に
は
、
陸
軍

の
参
謀
本
部
に
陸
上
の
地
図
作
製
の
機

能
が
集
約
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
、

参
謀
本
部
の
内
部
組
織
だ
っ
た
測
量
部

を
陸
地
測
量
部
と
い
う
独
立
機
関
に
し

て
い
ま
す
。

初
代
陸
地
測
量
部
長
に
な
っ
た
小
菅

こ
す
げ

智
淵

と
も
ひ
ろ

に
よ
っ
て
、
全
国
を
２
万
分
の
１

地
形
図
で
整
備
し
よ
う
、
と
い
う
計
画

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

小
菅
智
淵
（
１
８
３
２
〜
１
８
８
８
年
）

日
本
の
陸
軍
軍
人
。
工
兵
隊
の
創
成
者
で
、
陸
軍
参

謀
本
部
初
代
陸
地
測
量
部
長
を
務
め
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
遠
大
な

計
画
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
改
定
さ
れ
、

５
万
分
の
１
地
形
図
で
整
備
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
５
万
分
の
１
地
形
図

に
よ
る
全
国
整
備
は
、
１
９
２
４
年

（
大
正
13
）
に
ほ
ぼ
完
了
し
ま
す
。

２
万
５
０
０
０
分
の
１
地
形
図

で
全
国
整
備

戦
後
、
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）
に
測

量
法
が
公
布
さ
れ
、
国
土
地
理
院
は
現

在
も
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
測
量
法
の
下
に
、
基

本
測
量
長
期
計
画
が
あ
り
ま
す
。
１
９

６
４
年
（
昭
和
39
）
に
策
定
さ
れ
た
第
二

次
基
本
測
量
長
期
計
画
で
、
２
万
５
０

０
０
分
の
１
地
形
図
で
全
国
整
備
し
よ

う
、
と
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
高
度
経
済

成
長
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
詳
細
な
地

図
で
日
本
全
国
を
整
備
し
よ
う
と
い
う

計
画
が
ス
タ
�
ト
し
ま
し
た
。
小
菅
案

で
始
ま
っ
た
２
万
分
の
１
地
形
図
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
最
初
の
こ
ろ
は
２
万

分
の
１
と
２
万
５
０
０
０
分
の
１
と
が

混
在
す
る
状
況
も
あ
り
ま
し
た
。

１
９
８
３
年
（
昭
和
58
）
に
、
概
ね
、

全
国
整
備
が
完
了
し
て
い
ま
す
。
無
人

島
・
離
島
も
含
め
て
、
国
土
地
理
院
が

測
量
可
能
な
場
所
は
、
２
万
５
０
０
０

分
の
１
地
形
図
で
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

戦
後
の
２
万
５
０
０
０
分
の
１
地
形

図
の
作
成
に
は
空
中
写
真
に
よ
る
写
真

測
量
が
全
面
的
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
・
大
正
時
代
に
５
万
分
の
１
地
形

図
を
作
成
し
た
と
き
に
は
、
平
板
測
量

と
い
う
方
法
で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
三
脚
の
上
に
設
置
し
た
平
板
上
の

図
紙
に
現
地
で
方
位
を
測
っ
て
直
接
縮

小
し
た
地
図
を
描
い
て
い
く
方
法
で
す
。

現
地
を
歩
い
て
地
図
を
作
製
し
た
と
い

う
点
は
、
伊
能

い
の
う

忠
敬

た
だ
た
か

と
同
じ
で
す
。
伊

能
忠
敬
は
、
方
位
を
磁
石
で
測
り
、
歩

測
や
鉄
鎖

て
っ
さ

に
よ
っ
て
距
離
を
測
り
ま
し

た
。
折
れ
線
で
表
わ
す
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
や
っ
て
海
岸
線
の
形
を
、
あ
る
程

度
、
正
確
に
表
現
し
ま
し
た
。

日
本
の
世
界
測
地
系

地
球
は
、
ま
ん
丸
で
は
な
く
少
し
扁

平
な
回
転
楕
円
体
の
形
を
し
て
い
ま
す
。

19
世
紀
前
半
か
ら
、
こ
の
回
転
楕
円
体

（
地
球
楕
円
体
）
の
形
と
大
き
さ
を
求
め
よ

う
と
、
測
量
で
得
ら
れ
た
デ
�
タ
を
整

理
し
て
算
出
が
試
み
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
内
の
一
つ
が
、
ベ
ッ
セ
ル
楕
円
体

で
す
。
ド
イ
ツ
人
の
天
文
学
者
で
あ
る

ベ
ッ
セ
ル
が
１
８
４
１
年
（
天
保
12
）
に

定
め
た
も
の
で
、
明
治
時
代
に
日
本
人

の
測
量
技
師
た
ち
が
留
学
し
た
と
き
に
、

プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
た

た
め
、
日
本
で
は
長
い
間
ベ
ッ
セ
ル
楕

円
体
が
位
置
を
表
わ
す
基
準
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
ま
し
た
（
旧
・
日
本
測
地
系
）。

も
と
も
と
、
最
初
に
経
緯
度
を
決
め

る
の
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
天
文
測
量

で
し
た
。
経
緯
度
原
点
は
旧
・
東
京
天

文
台
の
子
午
環
が
あ
っ
た
位
置
に
あ
り

ま
す
。
た
だ
天
文
測
量
は
重
力
の
反
対

方
向
に
あ
る
天
頂
を
見
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
場
所
の
重
力
の
影
響
を
受
け

て
し
ま
う
。
重
力
と
い
う
の
は
日
本
の
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内
側
に
傾
い
て
い
る
の
で
、
旧
・
日
本

測
地
系
は
そ
の
誤
差
の
影
響
を
相
当
受

け
て
い
て
、
５
０
０
ｍ
ぐ
ら
い
ず
れ
て

い
た
ん
で
す
。
ま
あ
、
日
本
全
体
が
５

０
０
ｍ
ず
れ
て
い
て
も
日
常
生
活
に
は

関
係
が
な
い
で
す
し
、
１
０
０
年
間
、

そ
れ
で
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
（G

lobalP
ositioning

S
ystem

：

全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
と
の
乖
離
が

大
き
い
と
飛
行
機
や
船
の
安
全
運
航
に

も
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
世
界
測

地
系
に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
０
２
年

（
平
成
14
）
以
降
は
、
測
量
法
が
改
正
に

な
っ
て
、
日
本
の
緯
度
経
度
の
基
準
が

世
界
測
地
系
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

ジ
オ
イ
ド
と
は

地
球
の
形
は
回
転
楕
円
体
で
あ
る
と

い
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
山
や
海

が
あ
っ
て
凹
凸
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

本
当
の
地
球
の
形
と
は
何
か
が
問
題
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
平
均
海
水
面
を

陸
地
に
も
仮
想
的
に
延
長
し
た
面
を
考

え
、
こ
れ
を
地
球
の
形
と
考
え
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
ジ
オ
イ
ド
（geoid

）

と
呼
び
ま
す
。
地
球
内
部
の
物
質
の
分

布
の
不
均
一
の
た
め
重
力
が
不
均
一
に

な
る
の
で
、
ジ
オ
イ
ド
に
は
凹
凸
が
あ

り
ま
す
。

Ｇ
Ｐ
Ｓ
は
、
地
球
の
中
心
を
基
準
と

し
て
３
次
元
空
間
中
の
位
置
を
測
っ
て

い
ま
す
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
直
接
求
め
ら
れ
る

高
さ
は
標
高
で
は
な
く
て
、
地
球
を
回

転
楕
円
体
と
し
て
表
わ
し
た
と
き
の
楕

円
体
表
面
か
ら
の
高
さ
で
す
。
し
か
し
、

日
常
で
用
い
ら
れ
る
高
さ
、
す
な
わ
ち

標
高
は
あ
く
ま
で
重
力
に
基
づ
く
ジ
オ

イ
ド
面
か
ら
の
高
さ
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
ジ
オ
イ
ド
は
高
さ
の
基
準
な
の
で

す
。ジ

オ
イ
ド
の
面
は
、
常
に
鉛
直
方
向

（
重
力
の
働
く
方
向
）
に
対
し
て
垂
直
で
す
。

地
球
楕
円
体
と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
す
が
、

世
界
全
体
で
は
±
１
０
０
ｍ
程
度
の
凹

凸
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
実
際
の
平
均

海
面
は
海
流
や
海
水
温
の
違
い
な
ど
の

影
響
で
、
厳
密
な
ジ
オ
イ
ド
面
と
実
際

に
観
測
さ
れ
る
平
均
海
面
と
の
間
に
は

差
が
生
じ
ま
す
。

例
え
ば
日
本
海
側
で
は
、
海
流
の
影

響
で
東
京
湾
よ
り
平
均
海
面
が
高
い
。

地
球
の
自
転
に
よ
る
コ
リ
オ
リ
の
力
と

い
う
も
の
が
知
ら
れ
て
い
て
、
北
半
球

と
南
半
球
で
低
気
圧
に
吹
き
込
む
風
の

回
転
が
逆
に
な
る
現
象
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
北
半
球
で
は
進
行
方
向
に
右
向

き
に
力
が
働
く
の
で
北
東
に
流
れ
る
黒

潮
は
太
平
洋
側
で
は
海
流
が
陸
か
ら
離

れ
て
い
き
、
日
本
海
側
で
は
海
流
が
引

き
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
湾
の

形
な
ど
の
影
響
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に

単
純
で
は
な
い
の
で
す
が
、
一
般
的
に

は
日
本
海
側
の
海
面
は
太
平
洋
側
よ
り

も
、
お
よ
そ
30
㎝
ほ
ど
高
く
な
る
の
で

す
。

離
島
の
場
合
は
東
京
湾
の
平
均
海
面

で
は
な
く
、
そ
の
場
所
で
測
っ
た
海
面

高
さ
を
基
準
に
し
て
い
ま
す
。
水
準
測

量
で
つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
、
余
程
近

く
な
い
と
難
し
い
の
で
す
。
北
海
道
、

本
州
、
四
国
、
九
州
の
４
島
で
は
、
距

離
は
遠
い
で
す
が
、
対
岸
で
高
さ
を
つ

な
ぐ
よ
う
な
測
量
を
し
て
い
ま
す
。

昔
は
相
手
が
見
え
な
い
と
測
量
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
離
島
の
場
合
は
高
さ

だ
け
で
な
く
位
置
を
決
め
る
の
も
難
し

か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
島
で
独
自

に
天
文
測
量
す
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

今
の
よ
う
に
人
工
衛
星
か
ら
測
る
と
、

島
の
位
置
も
正
確
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

三
角
測
量

広
い
地
域
を
正
確
に
測
ろ
う
と
し
た

ら
、
そ
の
位
置
の
骨
格
を
正
確
に
測
ら

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
局
所
的
に
測

っ
た
も
の
を
積
み
重
ね
る
と
、
誤
差
が

累
積
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
採
用

さ
れ
た
の
が
一
等
三
角
測
量
で
す
。

こ
れ
は
40
〜
50
㎞
を
一
辺
と
す
る
よ

う
な
三
角
形
の
網
で
日
本
全
国
を
覆
う

方
法
で
す
。
全
国
で
９
７
６
点
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。

一
等
三
角
点
を
精
密
に
測
量
し
て
、

そ
の
中
を
二
等
三
角
点
、
三
等
三
角
点

で
埋
め
て
い
き
ま
す
。
一
等
三
角
点
の

位
置
が
精
密
な
ら
、
二
等
、
三
等
は
そ

れ
よ
り
も
測
量
の
精
度
が
甘
く
て
も
い

い
わ
け
で
す
。
測
量
は
何
回
も
行
な
っ

地表面とジオイドと地球楕円体の関係
ジオイド上のある点から地球楕円体に垂直な線分を地球楕円体表面まで伸ばしたとき、
その線分の長さをその点のジオイド高、ジオイド上のある点からジオイド面に垂直な線
分を地表まで伸ばしたとき、その長さを標高と呼ぶ。（国土地理院HPをもとに編集部で作図）

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ベ
ッ
セ
ル

（F
riedrich

W
ilhelm

B
essel

１
７
８
４
〜
１
８

４
６
年
）

ド
イ
ツ
の
数
学
者
、
天
文
学
者
。
大
学
教
育
は
受
け

て
お
ら
ず
、
海
運
業
で
航
海
上
の
諸
問
題
を
解
く
う

ち
に
、
海
上
で
の
経
度
を
決
め
る
手
段
と
し
て
使
わ

れ
た
天
文
学
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
の

ち
に
リ
リ
エ
ン
タ
ー
ル
天
文
台
の
助
手
を
務
め
、
26

歳
で
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
天
文
台
長
に
就
任
。
恒
星

の
年
周
視
差
を
発
見
し
、
ベ
ッ
セ
ル
関
数
を
分
類
し

た
。
自
然
科
学
分
野
で
の
多
大
な
功
績
を
讃
え
、
月

の
〈
晴
れ
の
海
〉
に
あ
る
最
大
の
ク
レ
ー
タ
ー
を
は

じ
め
、
多
く
の
も
の
に
彼
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
。

旧
・
日
本
測
地
系
（T

okyo
D

atum

）

局
所
座
標
系
の
範
疇
に
属
す
る
測
地
系
で
あ
り
、
準

拠
楕
円
体
を
ベ
ッ
セ
ル
楕
円
体
、
測
地
座
標
系
を
独

自
の
天
文
観
測
に
基
づ
く
座
標
系
と
し
、
標
高
の
基

準
を
東
京
湾
平
均
海
面
と
す
る
の
が
特
徴
。
Ｗ
Ｇ
Ｓ

84
（
後
述
）
の
経
緯
度
と
日
本
測
地
系
の
経
緯
度
と

で
は
、
東
京
付
近
の
地
表
面
で
５
０
０
ｍ
程
度
の
ず

れ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
ず
れ
は
、
海
図
の
国
際

利
用
や
、
精
密
な
位
置
情
報
に
も
と
づ
く
Ｇ
Ｉ
Ｓ
デ

ー
タ
の
整
備
の
障
害
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
２

０
０
２
年
４
月
１
日
に
測
量
法
が
改
正
さ
れ
、
世
界

測
地
系
に
変
更
さ
れ
た
。

日
本
の
世
界
測
地
系
（T

he
Japanese

G
eodetic

D
atum

2000

）

全
地
球
的
測
地
系
の
範
疇
に
属
す
る
測
地
系
で
あ

り
、
準
拠
楕
円
体
を
Ｇ
Ｒ
Ｓ
80
楕
円
体
、
測
地
座
標

系
は
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ｆ
94
座
標
系
と
し
、
基
準
ジ
オ
イ
ド
面

を
東
京
湾
平
均
海
面
と
す
る
。

全
地
球
的
測
地
系
の
範
疇
に
属
す
る
測
地
系
に
変
更

し
た
こ
と
か
ら
、
世
界
測
地
系
と
い
う
法
令
名
で
あ

る
が
、
あ
く
ま
で
も
日
本
で
採
用
さ
れ
て
い
る
測
地

系
で
あ
る
。
同
様
に
、
日
本
以
外
に
も
世
界
測
地
系

と
い
う
呼
称
を
持
つ
も
の
が
多
く
あ
る
。

Ｗ
Ｇ
Ｓ
84
（W

orld
G

eodetic
S

ystem

）

１
９
８
４
年
に
大
き
く
改
訂
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
世

界
測
地
系
。
２
０
０
４
年
に
も
小
改
訂
が
加
え
ら
れ

た
が
、
名
称
は
引
き
続
き
Ｗ
Ｇ
Ｓ
84
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
採
用
さ
れ
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
も

Ｗ
Ｇ
Ｓ
84
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

地球楕円体

地球の重心 

実際の地球の形状 

ジオイド 

地表面 

b 

地
軸
方
向
 

a 赤道方向 

水が重力だけの力を受けている
と仮定した場合に、水が落ちつ
いてつくる地球の表面形状。 
地球の地殻構造が不均質なこと
から、場所によって重力の強さ
に差が出るため、起伏ができる。 

ジオイドの起伏にもっとも良く適
合した回転楕円体。自転の影響か
ら赤道方向に膨らむ（b＜a）。 
 



最
近
で
は
写
真
測
量
も
デ
ジ
タ
ル
画

像
を
用
い
る
デ
ジ
タ
ル
写
真
測
量
が
主

流
に
な
り
、
作
業
が
効
率
化
さ
れ
て
い

ま
す
。
航
空
カ
メ
ラ
も
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
に
な
り
、
数
千
万
か
ら
１
億
画
素
を

超
え
る
よ
う
な
大
き
な
計
測
用
デ
ジ
タ

ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
い
ま
す
。

三
角
点
設
置
の
苦
労

長
い
間
、
地
上
の
精
密
な
測
量
は
三

角
測
量
が
主
流
で
し
た
。
角
度
を
測
る

機
械
で
し
か
、
測
量
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
す
。
１
９
６
０
年
代
末
〜
１
９
７

０
年
は
じ
め
ぐ
ら
い
か
ら
、
光
波
測
距

儀
が
発
達
し
て
、
レ
�
ザ
�
光
線
を
発

射
し
て
鏡
か
ら
の
反
射
光
で
距
離
を
測

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な
る

と
三
角
形
は
三
角
形
な
ん
で
す
が
、
む

し
ろ
三
辺
測
量
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す

よ
。
角
度
を
測
る
の
で
は
な
く
、
距
離

を
測
る
ん
で
す
ね
。
ト
ラ
バ
�
ス
測
量

と
い
っ
て
、
折
れ
線
状
に
測
量
し
て
い

く
方
法
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
角
度

と
同
時
に
距
離
も
測
る
方
法
で
す
。
測

量
分
野
で
は
ト
�
タ
ル
ス
テ
�
シ
ョ
ン

と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
角
度
と
距

離
を
同
時
に
測
る
機
械
が
ず
い
ぶ
ん
普

及
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
三
角
点
が
山
の
上
に
多
い
か
と

い
う
と
、
昔
は
相
手
の
点
が
見
え
な
い

と
測
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、

お
互
い
が
見
通
せ
る
山
の
頂
上
に
、
大

変
な
苦
労
を
し
な
が
ら
三
角
点
を
据
え

て
誤
差
を
少
な
く
し
た
り
、
何
カ
所
か

で
測
っ
て
矛
盾
が
な
い
か
を
精
査
し
て

い
く
ん
で
す
が
、
二
等
、
三
等
で
は
、

そ
の
回
数
を
減
ら
し
た
り
許
容
範
囲
を

緩
や
か
に
し
、
軽
便
な
機
器
を
使
っ
て
、

ス
ピ
�
デ
ィ
に
測
量
を
行
な
う
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
角
測
量
の
場
合
も
、
当
然
、
地
球

は
楕
円
体
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
行
な

い
ま
す
。
こ
の
計
算
は
結
構
大
変
な
ん

で
す
が
、
こ
う
い
う
計
算
で
決
め
ら
れ

た
位
置
に
基
づ
い
て
地
図
を
作
成
し
ま

す
。
今
は
計
算
機
が
や
っ
て
く
れ
ま
す

が
、
昔
は
対
数
表
を
使
っ
て
人
間
が
計

算
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

本
当
に
大
変
で
し
た
。
測
量
し
た
技
師

が
自
分
で
計
算
し
た
ん
で
す
。

写
真
測
量

現
在
は
写
真
測
量
が
地
図
作
成
の
た

め
の
標
準
的
な
方
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。

意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、

航
空
写
真
か
ら
３
Ｄ
画
像
を
つ
く
る
ん

で
す
よ
。

フ
ィ
ル
ム
幅
が
24
㎝
で
、
１
枚
の
画

像
の
大
き
さ
が
23
㎝
×
23
㎝
と
い
う
大

き
な
カ
メ
ラ
を
使
い
ま
す
。
撮
影
高
度

と
カ
メ
ラ
の
焦
点
距
離
の
比
率
で
縮
小

さ
れ
ま
す
か
ら
、
焦
点
距
離
15
㎝
の
広

角
レ
ン
ズ
を
使
っ
た
場
合
、
高
度
１
５

０
０
ｍ
で
す
と
写
真
の
縮
尺
が
１
万
分

の
１
、
高
度
３
０
０
０
ｍ
で
す
と
２
万

分
の
１
に
な
り
ま
す
。

連
続
し
て
撮
る
と
き
に
、
半
分
ず
つ

重
複
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
半

分
だ
と
、
端
の
部
分
が
立
体
に
な
ら
な

い
の
で
、
実
際
に
は
60
％
重
複
さ
せ
ま

す
。
こ
う
す
る
と
連
続
撮
影
し
た
写
真

は
、
あ
る
地
点
が
２
カ
所
か
ら
撮
影
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
２
枚
の

写
真
を
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の
目
で
見
れ
ば
、

立
体
画
像
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け

な
ん
で
す
。
図
化
機
と
い
う
機
械
を
使

っ
て
、
３
Ｄ
画
像
を
精
密
に
描
き
起
こ

し
ま
す
。
図
化
機
は
、
画
像
か
ら
三
次

元
計
測
を
し
て
精
密
に
図
に
復
元
す
る

機
械
な
の
で
す
。
こ
れ
で
等
高
線
も
描

け
ま
す
し
、
道
路
な
ど
も
高
さ
に
よ
る

浮
き
沈
み
を
測
り
な
が
ら
、
真
上
か
ら

見
た
正
確
な
位
置
に
描
い
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

19
世
紀
に
写
真
が
発
明
さ
れ
る
と
、

す
ぐ
に
気
球
に
乗
っ
て
測
量
し
よ
う
と

考
え
た
人
が
い
る
ら
し
い
で
す
ね
。
戦

前
の
日
本
で
も
写
真
測
量
は
あ
っ
た
の

で
す
が
、
国
内
に
お
い
て
は
あ
ま
り
採

用
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
中
国
東
北
部
な
ど
、

海
外
で
使
っ
た
と
い
う
例
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

戦
後
、
写
真
測
量
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

条
約
が
結
ば
れ
て
、
自
由
に
航
空
機
を

使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
す
。
そ
し
て
、
先
程
述
べ
た
、
第

二
次
基
本
測
量
長
期
計
画
に
よ
っ
て
、

積
極
的
に
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
測
量
の
場
合
、
２
万
５
０
０
０

分
の
１
地
図
で
す
と
、
１
枚
の
写
真
の

撮
影
範
囲
が
一
辺
９
㎞
ぐ
ら
い
に
な
り

ま
す
。
こ
う
な
る
と
地
球
の
丸
み
で
中

央
部
が
高
く
な
る
効
果
が
無
視
で
き
ず
、

中
央
と
周
縁
で
高
さ
の
誤
差
が
生
じ
ま

す
。
そ
れ
は
計
算
し
て
補
正
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
縮
尺
の
大
き

な
地
図
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
１
枚

の
写
真
に
写
る
範
囲
が
小
さ
い
た
め
、

高
さ
の
誤
差
は
そ
れ
ほ
ど
生
じ
ま
せ
ん
。

写
真
か
ら
計
測
さ
れ
る
位
置
を
地
上

の
位
置
と
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
三
角

点
を
写
真
に
写
し
こ
み
ま
す
。
三
角
点

そ
の
も
の
は
空
中
写
真
に
写
る
ほ
ど
大

き
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
対

空
標
識
と
い
っ
て
、
１
ｍ
四
方
ぐ
ら
い

の
白
い
発
泡
ス
チ
ロ
�
ル
の
ボ
�
ド
を

三
角
点
の
上
に
設
置
し
て
撮
影
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
地
上
で
測
量
さ
れ
た

位
置
の
基
準
を
も
と
に
地
図
が
つ
く
ら

れ
る
の
で
す
。
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子
基
準
点
を
設
置
し
て
い
て
、
こ
こ
か

ら
得
ら
れ
た
デ
�
タ
は
、
地
震
や
火
山

な
ど
の
調
査
研
究
の
た
め
の
地
殻
変
動

監
視
に
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

電
子
基
準
点
は
、
高
さ
５
ｍ
の
ス
テ

ン
レ
ス
製
の
タ
ワ
�
に
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
衛
星

か
ら
の
電
波
を
受
信
す
る
ア
ン
テ
ナ
と

受
信
機
、
通
信
機
が
内
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
観
測
デ
�
タ
は
常
時
接
続

回
線
を
通
じ
て
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
、

国
土
地
理
院
の
ホ
�
ム
ペ
�
ジ
を
介
し

て
ダ
ウ
ン
ロ
�
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。Ｖ

Ｌ
Ｂ
Ｉ
（V

ery
Long

B
aseline

Inter-

ferom
etry：

超
長
基
線
電
波
干
渉
法
）
と
い
う

の
は
、
数
十
億
光
年
の
彼
方
に
あ
る
電

波
天
体
か
ら
く
る
ノ
イ
ズ
の
よ
う
な
電

波
を
、
複
数
の
ア
ン
テ
ナ
で
同
時
に
受

信
し
、
到
達
時
刻
の
差
を
精
密
に
計
測

す
る
も
の
で
す
。
電
波
天
体
は
準
星
と

も
い
わ
れ
、
そ
の
正
体
は
不
明
確
で
す

が
、
お
そ
ら
く
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
�
ル
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
土
地
理
院
は
国
際
協
力
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
世
界
各
国
で

同
じ
電
波
天
体
を
同
時
に
狙
っ
て
、
到

達
時
刻
の
差
で
正
確
な
位
置
を
測
り
ま

す
。
例
え
ば
ハ
ワ
イ
が
日
本
に
年
に
何

セ
ン
チ
近
づ
い
て
い
る
か
、
な
ど
と
い

う
こ
と
も
精
密
に
計
測
で
き
ま
す
。
相

対
的
に
見
て
、
こ
の
方
式
は
一
番
精
度

が
高
い
方
法
で
す
。

国
土
地
理
院
が
行
な
っ
て
い
る
測
地

目
的
の
Ｖ
Ｌ
Ｂ
Ｉ
は
、
茨
城
県
の
つ
く

ば
と
鹿
児
島
県
の
姶
良

あ
い
ら

、
北
海
道
の
新

十
津
川
、
父
島
の
４
カ
所
で
す
。
こ
れ

ら
の
地
点
で
は
そ
の
近
く
に
設
置
し
た

Ｇ
Ｐ
Ｓ
受
信
局
と
の
位
置
関
係
も
、
精

査
し
て
い
ま
す
。
Ｖ
Ｌ
Ｂ
Ｉ
で
精
密
に

位
置
を
計
測
し
た
場
所
で
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
観

測
し
た
デ
�
タ
に
よ
っ
て
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の

軌
道
を
精
密
に
決
め
る
た
め
の
デ
�
タ

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
相
互
の
位
置
関
係
か
ら
、

全
国
約
１
２
４
０
カ
所
の
電
子
基
準
点

の
位
置
が
精
密
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
日
々
、
観
測
が
続
け
ら
れ
て

お
り
、
地
殻
変
動
な
ど
が
あ
っ
た
ら
す

ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。

地
震
で
大
き
な
地
殻
変
動
が
起
き
た

場
合
は
、
三
角
点
を
は
じ
め
と
す
る
基

準
点
を
測
り
直
し
て
位
置
の
デ
�
タ
を

修
正
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。
今
ま
で

で
上
下
方
向
に
一
番
大
き
く
動
い
た
の

は
、
岩
手
宮
城
内
陸
地
震
で
２
ｍ
（
２

０
１
１
年
２
月
現
在
）
。
た
ま
た
ま
電
子
基

準
点
の
付
近
で
、
上
の
ほ
う
に
大
き
く

跳
ね
上
が
る
よ
う
な
地
殻
変
動
が
起
き

ま
し
た
。

四
国
や
紀
伊
半
島
、
駿
河
湾
周
辺
、

宮
城
な
ど
、
海
溝
型
地
震
の
頻
発
地
帯

に
は
、
監
視
の
た
め
に
電
子
基
準
点
も

多
め
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
太
平
洋

プ
レ
�
ト
の
影
響
で
、
や
は
り
太
平
洋

側
の
地
殻
変
動
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
ね
。

19 測量の歴史とその現場

た
の
で
す
。

互
い
の
視
認
が
天
候
に
左
右
さ
れ
ま

す
か
ら
、
山
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
何
日

も
籠
っ
て
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
、
と
い
う

苦
労
も
あ
り
ま
し
た
。
観
測
手
と
記
録

手
、
そ
れ
に
観
測
用
の
櫓
を
建
て
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
こ
な
す
測
量
助
手

が
必
要
で
、
大
き
な
経
費
の
か
か
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
の
金
額
と
人
手
を
か

け
る
の
は
、
三
角
点
を
置
く
位
置
を
と

に
か
く
正
確
に
測
っ
て
基
準
と
す
る
た

め
で
、
ち
ょ
っ
と
で
も
動
か
し
て
し
ま

っ
た
ら
意
味
が
な
い
ん
で
す
。

柱
石
と
呼
ば
れ
る
石
の
下
に
は
盤
石

と
呼
ば
れ
る
平
ら
な
石
を
据
え
て
い
ま

す
。
盤
石
に
も
十
字
を
切
っ
て
、
１
ｍ

ほ
ど
掘
っ
て
地
中
に
埋
め
、
盤
石
の
十

字
と
柱
石
の
十
字
の
位
置
を
合
わ
せ
て

あ
り
ま
す
。
実
際
に
地
面
に
出
て
い
る

部
分
は
10
㎝
か
20
㎝
で
す
が
、
地
中
に

埋
ま
っ
て
い
る
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
、
柱
石
の
上
部
が
万
一
破
損
し
て

も
大
丈
夫
な
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
柱
石
に
は
小
豆
島
の
花
崗
岩

が
一
番
良
い
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

電
子
基
準
点

現
在
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
測
る
よ
う
に
な
っ

て
、
本
当
の
基
準
は
電
子
基
準
点
に
変

わ
っ
て
い
ま
す
。
国
土
地
理
院
で
は
、

各
種
測
量
の
基
準
と
し
て
利
用
す
る
た

め
に
、
全
国
に
約
１
２
４
０
カ
所
の
電

明
治
か
ら
の
蓄
積

日
本
で
は
、
東
京
湾
平
均
海
面
が
ジ

オ
イ
ド
に
一
致
す
る
も
の
と
定
め
、
離

島
を
除
き
、
標
高
の
基
準
と
し
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
、
高
さ
の
基
準
を
与
え

る
施
設
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ

を
水
準
原
点
と
い
い
ま
す
。

水
準
原
点
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
１

８
９
１
年
（
明
治
24
）。
元
は
陸
地
測
量

部
の
構
内
で
す
。
鉄
製
の
扉
を
開
く
と
、

中
に
水
晶
板
の
目
盛
り
が
あ
り
、
０
の

所
が
高
さ
の
基
準
で
、
東
京
湾
平
均
海

面
（Tokyo

P
eil：

Ｔ
Ｐ
）
標
高+

24
・
４
１

４
０
ｍ
で
す
。

水
準
原
点
は
、
原
点
の
高
さ
に
狂
い

が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
地
盤

沈
下
の
影
響
を
避
け
る
た
め
に
台
地
上

に
あ
り
、
ま
た
地
下
10
ｍ
余
の
安
定
地

層
か
ら
原
点
の
基
礎
を
築
い
て
い
ま
す
。

基
準
は
動
か
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
今
も
同

じ
場
所
に
あ
り
ま
す
。
一
種
の
神
殿
様

式
で
建
て
ら
れ
た
水
準
原
点
標
庫
と
い

う
建
屋
（
設
計：

佐
立
七
次
郎
）
は
、
東
京

都
の
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
角
測
量
が
始
ま
っ
て
１
０
０
年
余

り
。
地
殻
変
動
を
裏
づ
け
る
な
ど
、
多

く
の
デ
�
タ
の
蓄
積
が
貴
重
な
記
録
と

な
っ
て
い
ま
す
。

時
代
が
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
変
わ
っ
て
も
、
石

の
基
準
点
の
上
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
置
い
て
測

量
す
る
な
ど
、
新
し
い
測
量
体
系
の
骨

格
を
、
一
等
三
角
点
だ
け
で
は
な
く
二

等
、
三
等
も
活
用
し
な
が
ら
つ
く
っ
て

い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
２
月
10
日
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観
光
ガ
イ
ド
の
付
録
か
ら

創
業
者
の
大
迫
正
冨
が
、『
観
光
別

府
』
と
い
う
観
光
ガ
イ
ド
を
つ
く
っ
た

の
が
、
当
社
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
観
光
ガ
イ
ド
に
折
り
込
み

で
つ
け
た
地
図
に
、
旅
館
の
場
所
な
ど

詳
細
な
情
報
が
載
っ
て
い
た
た
め
、
見

や
す
い
と
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
付
録

で
つ
け
て
い
た
も
の
な
ん
で
す
が
、
こ

れ
が
人
気
を
博
し
て
、
大
迫
は
「
こ
れ

か
ら
は
地
図
が
商
売
に
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
て
、

会
社
を
興
し
ま
し
た
。

知
ら
な
い
人
が
訪
れ
る
た
め
、
わ
か

り
や
す
く
し
よ
う
と
配
慮
し
た
の
で
す

が
、
田
舎
の
町
に
は
目
標
物
と
な
る
も

の
が
少
な
い
で
す
か
ら
、
目
印
と
し
て

一
般
住
宅
を
書
き
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
詳
細
な
住
宅
地
図
の
よ
う

な
も
の
に
な
っ
た
の
で
す
。

国
盗

く
に
と

り
物
語

た
だ
、
そ
う
い
う
地
図
を
つ
く
る
に

は
、
も
の
す
ご
く
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

私
た
ち
は
入
社
し
た
と
き
に
〈
国
盗
り

物
語
〉
と
教
え
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
あ

る
地
域
の
住
宅
地
図
を
つ
く
る
に
は
、

泊
ま
り
が
け
で
調
査
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
当
時
は
お
金
が
な
い
の
で
、

現
地
の
商
店
に
行
っ
て
、「
こ
う
い
う

地
図
を
つ
く
る
ん
で
す
が
、
で
き
る
の

は
半
年
後
で
す
。
最
初
に
半
金
く
だ
さ

い
」
と
言
い
、
も
ら
っ
た
お
金
を
宿
泊

費
な
ど
の
経
費
と
給
与
に
当
て
て
、
地

図
を
作
成
し
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
う

い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
行
な
い
な
が
ら
、

エ
リ
ア
を
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。

最
初
は
大
分
か
ら
始
ま
り
、
い
ろ
い

ろ
な
所
の
地
図
を
つ
く
り
、
九
州
全
土
、

日
本
全
国
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

今
、
地
区
で
い
う
と
99
・
６
％
を
住
宅

地
図
で
網
羅
し
て
い
ま
す
。
残
り
の

0.4
％
と
い
う
の
は
、
人
が
住
ん
で
い
な

い
所
、
島
な
ど
で
す
。

国
盗
り
物
語

一
介
の
油
売
り
か
ら
身
を
起
こ
し
美
濃
一
国
を
手

に
入
れ
た
斎
藤
道
三
と
、
娘
婿
と
な
っ
た
織
田
信
長

を
主
人
公
と
し
た
歴
史
小
説
。
司
馬
遼
太
郎
が
１
９

６
３
〜
１
９
６
６
年
に
か
け
て
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

に
連
載
し
、
好
評
を
博
す
。
１
９
６
５
年
、
新
潮
社

か
ら
単
行
本
と
し
て
全
４
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。

私
は
入
社
が
１
９
８
７
年
（
昭
和
62
）

な
ん
で
す
が
、
さ
す
が
に
そ
の
こ
ろ
は
、

も
う
そ
う
し
た
や
り
方
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
の

に
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う

で
す
。
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）
に
ス
タ

�
ト
し
て
、
30
年
ぐ
ら
い
は
〈
国
盗
り

物
語
〉
式
に
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
我
々
の
そ
う
し
た
地
図
づ

く
り
を
見
て
「
こ
ん
な
面
白
い
こ
と
を

し
て
い
る
人
が
い
る
」
と
同
業
者
が
現

わ
れ
て
き
た
の
で
す
。
当
時
は
「
つ
く

っ
た
者
勝
ち
」
で
、
後
発
の
地
図
は
お

客
さ
ま
が
使
っ
て
く
れ
な
い
。
実
は
、

東
京
も
同
様
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
し
か

し
「
東
京
だ
け
は
何
が
な
ん
で
も
シ
ェ

ア
を
奪
い
取
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
東

京
は
な
ん
と
か
自
分
た
ち
の
所
領
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
ご
説
明
す
る

と
、
ま
さ
に
〈
国
盗
り
物
語
〉
と
い
う

言
葉
が
ぴ
っ
た
り
だ
と
理
解
し
て
い
た

だ
け
る
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。

私
が
入
社
し
た
こ
ろ
は
、
そ
れ
で
や

っ
と
東
京
に
来
る
か
、
来
な
い
か
、
と

い
う
時
代
で
し
た
。
全
国
展
開
で
き
る

体
制
を
確
立
し
た
の
は
、
確
か
、
１
９

８
３
年
（
昭
和
58
）
で
す
。

有
り
難
い
、
お
客
様
の
支
え

最
初
の
こ
ろ
は
広
告
を
頂
い
て
い
た

ん
で
す
。
不
動
産
屋
さ
ん
と
か
ガ
ス
屋

さ
ん
と
か
が
広
告
を
出
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
結
構
い
い
売
り
上
げ
に
な
り
ま
し

た
。
こ
こ
５
年
ぐ
ら
い
は
、
社
長
が

「
利
用
者
視
点
の
地
図
づ
く
り
と
し
て
、

仕
様
の
統
一
を
実
現
す
る
」
と
言
っ
て
、

一
部
広
告
を
頂
く
の
を
や
め
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
今
ま
で
ず
�
っ
と
お
つ
き
合

い
く
だ
さ
っ
た
お
客
さ
ん
に
お
断
り
に

行
っ
た
ん
で
す
。

僕
が
そ
の
と
き
本
当
に
ビ
ッ
ク
リ
し

た
の
は
、
お
客
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
「
ゼ

ン
リ
ン
さ
ん
て
、
そ
れ
で
い
い
の
？
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
お
金
が
な
か
っ
た
と
き
に
「
地

図
を
つ
く
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
、

住
宅
地
図
か
ら

電
子
地
図
ま
で

山下 弘記
やました ひろき

株式会社ゼンリン

執行役員　GIS事業本部長

1964年北九州市生まれ、

1987年ゼンリン入社

2007年営業本部営業推進管理部長

2009年より現職

住宅地図から始まったゼンリンの歴史。

足で稼ぎ、

手間を惜しまず更新し続ける仕事ぶりが、

データの信頼性を育んできました。

いくらデジタル化が進んでも、

根本にあるのは人がかかわる

〈アナログ〉作業

ということを教えられました。
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協
賛
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
で
い
た

ん
で
す
。
お
客
さ
ん
は
、
住
宅
地
図
が

商
売
に
役
立
つ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、

広
告
で
は
な
く
投
資
の
よ
う
な
つ
も
り

で
協
賛
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す

ね
。
ゼ
ン
リ
ン
の
側
が
、
そ
の
こ
と
を

忘
れ
て
い
た
ん
で
す
。

お
客
さ
ん
の
ほ
う
が
、
覚
え
て
い
て

く
だ
さ
っ
た
。
本
当
に
有
り
難
い
な
あ
、

と
そ
の
と
き
思
い
ま
し
た
。

紙
の
地
図
か
ら
の
転
換

僕
が
入
っ
た
と
き
に
は
、
社
員
は
１

０
０
０
人
ぐ
ら
い
い
ま
し
た
。
人
を
使

わ
な
い
と
で
き
な
い
仕
事
で
す
か
ら
、

人
海
戦
術
。

そ
の
こ
ろ
は
、
本
当
に
よ
く
売
れ
ま

し
た
。
紙
媒
体
地
図
の
ピ
�
ク
は
１
９

９
７
年
ぐ
ら
い
（
平
成
９
）
。
だ
ん
だ
ん

と
紙
の
地
図
の
時
代
じ
ゃ
な
く
な
っ
て

き
て
、
住
宅
地
図
が
売
り
上
げ
の
中
に

占
め
る
割
合
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
き
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
災
害
な
ん
か
が
起
き
る
と
、

や
は
り
デ
�
タ
で
は
な
く
紙
の
地
図
帳

な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
東
日
本
大

震
災
の
次
の
日
に
、
東
北
地
方
４
県
と

茨
城
県
の
地
図
帳
を
２
セ
ッ
ト
ず
つ
災

害
対
策
本
部
に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。

確
認
の
た
め
に
は
紙
の
地
図
帳
の
ほ
う

が
早
く
作
業
で
き
ま
す
。

今
で
は
、
調
査
し
て
編
集
し
た
デ
�

タ
を
、
紙
媒
体
だ
け
で
は
な
く
電
子
メ

デ
ィ
ア
の
形
で
作
成
し
た
り
、
配
信
し

て
い
ま
す
。

電
子
化
の
き
っ
か
け
は
、
ど
ん
ど
ん

地
区
を
広
げ
て
い
く
う
ち
に
、
作
成
者

の
技
量
に
よ
っ
て
地
図
の
品
質
に
ば
ら

つ
き
が
生
じ
た
り
、
効
率
が
悪
い
と
い

う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
１
９
８
４
年
（
昭
和
59
）
に
電

子
地
図
化
を
確
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

お
客
様
に
提
供
す
る
た
め
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
地
図
帳
を
つ
く
る
た
め
の

デ
�
タ
を
電
子
化
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル

で
す
。
電
子
化
と
い
っ
て
も
、
印
刷
形

態
は
ま
だ
ア
ナ
ロ
グ
。
し
か
し
、
早
く

か
ら
電
子
化
を
進
め
た
お
蔭
で
、
そ
の

後
、
印
刷
自
体
が
電
子
化
す
る
と
き
に

は
ス
ム
�
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

そ
の
う
ち
に
、
世
の
中
に
コ
ン
ピ
ュ

�
タ
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
効

率
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
手
描
き
か
ら
電
子
化
さ
れ
た
地
図

デ
�
タ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
地
図
帳
を

見
た
お
客
様
が
き
れ
い
な
表
現
に
変
わ

っ
た
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
て
、「
デ
�

タ
が
あ
る
ん
な
ら
使
い
た
い
」
と
い
う

要
望
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
１
９
８
８
年
（
昭
和
63
）
に

〈
Ｚ
ｍ
ａ
ｐ
電
子
地
図
〉
と
い
う
商
品

名
で
、
東
京
23
区
の
デ
�
タ
を
発
売
し

ま
し
た
。

２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
に
は
、
株
式

会
社
ゼ
ン
リ
ン
デ
�
タ
コ
ム
と
い
う
会

社
を
設
立
し
、
一
般
の
方
々
に
イ
ン
タ

『観光別府』と折り込
み地図（亀川略図）。
駅やバス停を起点に、
東西南北に延びた道
沿いに旅館や温泉、
病院、店が軒を並べ、
まさに住宅地図の原
型を思わせる。（写真
提供／大分県立図書
館）下段左は、現在
の住宅地図。



ご
く
時
代
を
先
取
り
し
て
い
る
せ
い

で
、
時
流
が
つ
い
て
く
る
の
に
10
年

か
か
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
そ

れ
が
競
争
力
を
生
み
出
し
て
い
る
わ

け
な
ん
で
す
。

地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

利
活
用
の
可
能
性

ゼ
ン
リ
ン
の
地
図
デ
�
タ
に
は
、

大
き
く
分
け
て
４
種
類
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。
個
人
名
ま
で
入
っ
た
住
宅

地
図
、
市
街
図
、
道
路
地
図
、
広
域

図
の
四
つ
で
す
。

紙
媒
体
の
住
宅
地
図
は
、
全
部
の

情
報
が
盛
り
込
ま
れ
た
状
態
で
印
刷

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
住
宅
地

図
デ
�
タ
ベ
�
ス
は
、
レ
イ
ヤ
�
化

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
属
性
情
報
を

取
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え

ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
け
の
情
報
が
欲

し
い
と
か
、
そ
れ
も
人
が
居
住
し
て

い
る
３
階
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
検

索
し
た
い
、
と
い
う
要
望
に
応
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

建
物
を
選
択
す
る
と
、
入
居
す
る

テ
ナ
ン
ト
や
居
住
者
の
情
報
が
取
り

出
せ
ま
す
。
町
中
で
す
と
、
入
れ
替

わ
り
が
激
し
い
の
で
、
１
年
に
１
回

は
調
査
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

情
報
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
営
業
分
野
の

方
に
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
今
は
マ
ン
シ
ョ
ン
内
立
ち

入
り
禁
止
の
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、

な
か
な
か
情
報
が
取
れ
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
最
初
は
、
こ
ん
な
に
マ
ン

シ
ョ
ン
デ
�
タ
が
取
れ
な
い
ん
じ
ゃ

商
品
価
値
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
個
人
名

よ
り
も
階
数
と
部
屋
数
が
知
り
た
い

情
報
な
の
で
、
価
値
は
充
分
に
あ
る

よ
う
で
す
。

検
索
も
で
き
ま
す
。
名
前
を
打
ち

込
め
ば
、
同
姓
同
名
の
候
補
が
挙
が

っ
て
き
ま
す
。
こ
の
情
報
は
基
本
的

に
オ
�
プ
ン
情
報
の
表
札
か
ら
で
す

か
ら
、
個
人
情
報
で
問
題
に
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
住
宅
地
図
と
い

う
の
は
、
経
済
産
業
省
の
指
針
に
も

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

表
札
に
出
し
て
い
る
け
れ
ど
削
除
し

て
ほ
し
い
、
と
言
わ
れ
れ
ば
削
除
し

ま
す
。

紙
の
地
図
帳
の
と
き
も
、
巻
末
に

情
報
と
し
て
入
れ
て
い
ま
し
た
。
調

査
自
体
は
、
昔
か
ら
や
っ
て
い
た
ん

で
す
。
そ
れ
が
、
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で

属
性
情
報
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
会
で
は
「
な
ん
で
載
っ
て
い
る

ん
だ
」
と
い
う
声
が
多
い
の
で
す
が
、

地
方
に
行
く
と
「
な
ん
で
載
っ
て
い

な
い
ん
だ
」
と
苦
情
を
言
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
去
年
ま
で
載
っ
て

い
た
の
に
急
に
な
く
な
る
と
、
親
戚

か
ら
「
売
っ
た
の
か
」
と
言
わ
れ
、

「
説
明
す
る
の
大
変
な
ん
だ
け
ど
」
と
。

地
図
デ
�
タ
ベ
�
ス
と
お
客
様
の

情
報
を
組
み
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
選
挙
の
支
持

者
リ
ス
ト
の
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
を

取
り
込
ん
で
、
住
所
デ
�
タ
と
マ
ッ

チ
ン
グ
さ
せ
、
地
図
上
に
マ
�
ク
を

落
と
し
て
い
く
。〈
反
応
〉
と
い
う
フ

ィ
�
ル
ド
に
〈
と
て
も
よ
い
〉
か
ら

〈
拒
否
〉
ま
で
の
ラ
ン
ク
を
設
け
る
こ

と
で
、
検
索
結
果
を
生
か
し
て
選
挙

運
動
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
選
挙
活
動
に
は
、
み
な
さ
ん
昔

か
ら
、
ほ
ぼ
１
０
０
％
住
宅
地
図
を

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

条
件
検
索
の
例
で
い
う
と
、
徒
歩

５
分
圏
を
検
索
し
た
場
合
、
通
常
は

単
純
に
円
で
囲
ん
だ
エ
リ
ア
が
表
示

さ
れ
ま
す
が
、
大
き
な
川
が
あ
っ
て

橋
が
な
い
た
め
に
、
川
の
向
こ
う
か

ら
来
る
顧
客
が
見
込
め
な
い
と
い
う

よ
う
な
場
合
に
、
徒
歩
５
分
で
到
達

す
る
エ
リ
ア
を
正
確
に
検
索
し
て
、

そ
の
エ
リ
ア
内
の
一
般
家
屋
数
や
事

業
者
数
を
拾
い
出
し
て
、
商
圏
を
分

析
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

目
の
つ
け
ど
こ
ろ
に
価
値

今
は
携
帯
電
話
で
地
図
を
見
な
が

ら
歩
く
、
と
い
う
新
し
い
地
図
の
利

用
方
法
が
で
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

歩
行
者
が
地
図
を
使
う
と
い
う
こ
と

を
念
頭
に
、
歩
道
の
情
報
、
雨
の
日

に
濡
れ
ず
に
歩
け
る
道
な
の
か
と
か
、

階
段
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
細

�
ネ
ッ
ト
上
で
地
図
デ
�
タ
を
配
信
す

る
サ
�
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
翌
年

か
ら
は
、
３
Ｄ
デ
�
タ
の
開
発
会
社
の

設
立
、
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
は
企

業
向
け
に
住
宅
地
図
デ
�
タ
を
配
信
す

る
サ
�
ビ
ス
〈
Ｚ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
〉

を
開
始
し
て
い
ま
す
。
直
近
で
は
、
ス

マ
�
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
モ
バ
イ
ル
デ
バ

イ
ス
へ
の
サ
�
ビ
ス
提
供
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

カ
ー
ナ
ビ
の
開
発

〈
Ｚ
ｍ
ａ
ｐ
電
子
地
図
〉
発
売
か
ら

数
年
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
カ
�
ナ
ビ
ゲ

�
シ
ョ
ン
の
デ
�
タ
ベ
�
ス
を
提
供
す

る
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
１
９
９
０

年
（
平
成
２
）
の
こ
と
で
す
。

カ
�
ナ
ビ
の
開
発
に
か
か
わ
っ
た
の

は
、
１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）
に
発
足
し

た
ナ
ビ
ゲ
�
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
研
究
会

（
現
・
Ｉ
Ｔ
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
研
究
会
）

に
参
加
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
ナ

ビ
ゲ
�
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
研
究
会
は
、

家
電
メ
�
カ
�
と
自
動
車
メ
�
カ
�
が

中
心
と
な
っ
て
で
き
た
団
体
で
、
そ
こ

に
声
を
掛
け
ら
れ
て
参
加
し
た
の
で
す
。

Ｇ
Ｐ
Ｓ
（G

lobalP
ositioning

S
ystem

：

全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）
が
民
間
に
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
何
に
利
用
で
き

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
家
電
メ
�

カ
�
さ
ん
が
次
の
商
材
と
し
て
開
発
し

始
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
１

９
８
４
年
（
昭
和
59
）
か
ら
デ
�
タ
の
電
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子
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
、
声
が

か
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
莫
大
な
情
報

量
で
す
の
で
、
急
に
は
で
き
ま
せ
ん
か

ら
。Ｇ

Ｐ
Ｓ
カ
�
ナ
ビ
は
１
９
９
０
年

（
平
成
２
）
に
登
場
し
ま
し
た
が
、
こ
こ

ま
で
性
能
が
進
化
し
て
一
般
に
普
及
す

る
と
は
、
当
時
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
は
、
出
荷
さ
れ
る
車
の
６
〜

７
割
に
装
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
前
は
な
か
っ
た
情
報
と
し
て
、
建

物
の
入
り
口
を
追
加
で
調
査
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
よ
く
「
目
的
地
周
辺

に
着
き
ま
し
た
。
案
内
を
終
了
し
ま
す
」

と
言
っ
て
、
ナ
ビ
ゲ
�
シ
ョ
ン
が
終
わ

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

こ
れ
は
目
的
地
の
入
り
口
の
情
報
が
な

か
っ
た
た
め
に
、
周
辺
の
ブ
ロ
ッ
ク
に

到
着
す
る
と
、
そ
れ
以
上
案
内
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
す
。
こ
の

情
報
は
ま
だ
実
用
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
早
け
れ
ば
今
年
中
（
２
０
１
１
年
〈
平

成
23
〉）
に
実
用
化
で
き
る
よ
う
、
全
国

津
々
浦
々
ま
で
調
査
中
で
す
。

当
社
に
は
、
住
宅
地
図
と
カ
�
ナ
ビ

と
携
帯
電
話
と
い
う
三
つ
の
柱
が
あ
る

ん
で
す
が
、
今
で
こ
そ
、
カ
�
ナ
ビ
は

一
番
大
き
な
柱
で
す
が
、
カ
�
ナ
ビ
用

市
販
ソ
フ
ト
を
発
売
し
た
１
９
９
２
年

（
平
成
４
）
当
初
は
赤
字
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
に
開
始
し
た

ネ
ッ
ト
事
業
も
、
ネ
ッ
ト
が
世
の
中
に

普
及
す
る
よ
り
も
早
か
っ
た
。
も
の
す
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か
い
情
報
を
プ
ラ
ス
し
て
調
査
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
車
椅
子
が
通
れ
る

か
ど
う
か
と
い
っ
た
、
障
害
の
あ
る
方

へ
の
情
報
と
し
て
も
意
識
し
た
調
査
が

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
に
価

値
が
生
じ
る
わ
け
で
す
が
、
お
客
様
か

ら
の
要
望
で
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
ね
。

歩
行
者
ル
�
ト
も
、
携
帯
電
話
の
会

社
か
ら
新
し
い
ア
プ
リ
ケ
�
シ
ョ
ン
開

拓
の
た
め
に
要
望
が
出
ま
し
た
。
た
だ
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
が
ま
だ
甘
い
の
で
、
歩
行

者
の
位
置
を
特
定
す
る
と
き
に
ズ
レ
が

生
じ
た
り
、
歩
い
て
い
る
速
度
に
間
に

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
が
ク
リ
ア
さ
れ
、
端
末
の
性
能

が
良
く
な
れ
ば
、
今
後
は
も
っ
と
利
用

者
が
増
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
、

10
年
後
に
は
。

年
間
、
延
べ

約
28
万
人
の
調
査
ス
タ
ッ
フ

情
報
収
集
作
業
は
、
地
図
デ
�
タ
ベ

�
ス
を
構
築
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
で

す
。
年
間
、
延
べ
に
し
て
約
28
万
人
の

調
査
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
、
独
自
の
調

査
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
歩
い
て
み
る
と
、
間
違
っ
て

い
た
り
、
新
し
く
な
っ
て
い
た
り
す
る

と
こ
ろ
が
わ
か
り
ま
す
。
東
京
な
ど
は

毎
年
、
地
方
で
も
３
年
か
ら
５
年
ご
と

に
き
ち
ん
と
歩
い
て
調
査
し
ま
す
。
１

日
あ
た
り
１
０
０
０
人
の
調
査
ス
タ
ッ

フ
が
、
日
本
の
ど
こ
か
を
歩
い
て
い
ま

す
。
人
に
よ
っ
て
は
、
１
日
20
㎞
歩
き

ま
す
。
こ
う
し
た
情
報
収
集
へ
の
信
頼

性
の
高
さ
が
、
ゼ
ン
リ
ン
の
地
図
の
価

値
を
高
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

収
集
し
た
情
報
は
、
編
集
と
呼
ば
れ

る
作
業
に
よ
っ
て
、
紙
地
図
上
に
落
と

し
込
ま
れ
、
デ
�
タ
の
入
力
原
稿
に
な

り
ま
す
。
こ
の
入
力
原
稿
を
も
と
に
、

当
社
が
独
自
で
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
を

使
っ
て
、
更
新
情
報
を
デ
�
タ
ベ
�
ス

に
反
映
さ
せ
ま
す
。
編
集
に
も
入
力
シ

ス
テ
ム
に
も
独
自
の
工
夫
が
あ
り
ま
す
。

デ
�
タ
入
力
の
際
に
は
、
道
路
と
か

鉄
道
、
建
物
、
行
政
界
、
名
称
な
ど
の

レ
イ
ヤ
�
に
分
け
て
デ
�
タ
化
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
レ
イ
ヤ
�
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
図
が
で
き
上
が
る

の
で
す
。

年
間
延
べ
約
28
万
人
の
調
査
ス
タ
ッ

フ
と
い
う
の
は
、
ほ
か
に
も
も
っ
と
活

用
す
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
コ
イ
ン
パ

�
キ
ン
グ
の
会
社
か
ら
空
き
地
探
し
を

依
頼
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

昔
は
、
調
査
が
単
純
だ
っ
た
の
で
、

調
査
ス
タ
ッ
フ
も
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の

人
が
結
構
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
調

査
の
内
容
の
難
易
度
が
ど
ん
ど
ん
高
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
社
員
と

準
社
員
が
行
な
っ
て
い
ま
す
。

「
住
宅
地
図
以
外
に
○
○
を
調
査
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
る
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
実
用

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

今
は
調
査
ス
タ
ッ
フ
の
能
力
が
上
が
っ

て
き
て
い
る
の
で
、
地
図
調
査
プ
ラ
ス

ア
ル
フ
ァ
の
調
査
な
ど
も
面
白
い
の
か

な
、
と
思
い
始
め
て
い
ま
す
。

単
純
に
位
置
を
確
認
す
る
も
の
だ
っ

た
地
図
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
デ
�
タ
分
析
や
マ

�
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
役
立
つ
業
務
ツ
�
ル

に
な
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
顧
客
の
課
題
を
解
決
す
る

た
め
に
、
こ
れ
ま
で
つ
く
っ
て
き
た
デ

�
タ
蓄
積
を
生
か
し
て
、
知
・
時
空
間

情
報
を
利
用
し
た
ソ
リ
ュ
�
シ
ョ
ン
事

業
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

人
が
足
を
使
っ
て
得
て
い
る
情
報
は
、

大
変
貴
重
で
、
価
値
が
あ
り
ま
す
。
ア

ナ
ロ
グ
は
な
く
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
３
月
18
日

レイヤー化されたデータベース
株式会社ゼンリン提供の資料をもとに編集部で作図

本社
 

中央
町1
丁目
 

中央
町2
丁目
 

本社
 

中央
町1
丁目
 

中央
町2
丁目
 

合成データ 

文字データ 
（削除・登録・色変） 

形状データ 

文字データ 

建物データ 

道路データ 

行政界データ 

道路、鉄道、建物、行政界、戸別の建物名称などがそれぞれ項目ご
とに分類されている（レイヤー化）。

用途や目的に応じて必要なレイヤーを選択し、組み合わせるこ
とで、さまざまなサービスや製品への展開が可能。

住宅地図 配信サービス カーナビ用地図 

データベース構造 

合成データ 

三次元デジタル地図〈Walk eye Map〉の画像。（画像提供／株式会
社ジオ技術研究所）
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太田川の広島

毛
利
輝
元
の
広
島
城
築
城

広
島
の
起
源
は
し
ば
し
ば
、「
毛
利

輝
元
が
、
天
正
17
年
に
デ
ル
タ
上
に
築

城
し
た
の
が
１
０
０
万
都
市
広
島
の
出

発
点
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
語
ら
れ

る
。
輝
元
は
１
５
８
９
年
（
天
正
17
）
、

当
時
の
交
通
の
要
衝
で
あ
る
太
田
川
三

角
州
（
当
時
の
名
称
は
五
箇
村
）
に
、
土
台

づ
く
り
か
ら
始
ま
る
広
島
城
の
築
城
を

開
始
し
た
。

毛
利
輝
元
（
１
５
５
３
〜
１
６
２
５
年
）

は
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家

康
と
い
う
戦
国
時
代
の
三
英
傑
に
肩
を

並
べ
る
ほ
ど
の
武
将
。
稀
代
の
謀
将
と

い
わ
れ
る
元
就

も
と
な
り

を
祖
父
に
持
ち
、
１
５

６
３
年
（
永
禄
６
）
に
父
隆
元
が
急
死
し

た
た
め
、
11
歳
で
家
督
を
継
ぐ
。
若
年

の
た
め
元
就
が
実
権
を
掌
握
し
、
元
就

亡
き
後
も
叔
父
の
吉
川

き
っ
か
わ

元
春
、
小
早
川

隆
景
が
補
佐
役
を
務
め
た
。
こ
の
よ
う

な
生
育
環
境
の
た
め
か
、
安
芸
（
広
島
）

の
吉
田
郡
山
城
を
本
拠
に
土
豪
連
合
の

集
団
的
盟
主
か
ら
中
国
制
覇
を
成
し
遂

げ
た
祖
父
元
就
に
比
す
と
、「
お
坊
ち

ゃ
ん
育
ち
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
。

１
５
７
６
年
（
天
正
４
）
２
月
、
輝
元

は
将
軍
足
利
義
昭
を
か
く
ま
っ
た
こ

と
と
石
山
本
願
寺
の
戦
い
に
よ
っ
て
、

織
田
信
長
と
対
立
。
越
後
の
上
杉
謙
信

が
北
か
ら
織
田
を
牽
制
す
る
中
、
織
田

水
軍
を
破
り
大
勝
利
を
収
め
た
。
し
か

し
上
杉
謙
信
の
死
去
、
さ
ら
に
第
二
次

木
津
川
口
の
戦
い
で
鉄
甲
船
を
用
い
た

織
田
軍
の
九
鬼
嘉
隆
に
よ
っ
て
毛
利
水

軍
が
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
、
次
第
に

戦
況
は
不
利
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
人
生
何
が
あ
る
か
わ
か

ら
な
い
。
１
５
８
２
年
（
天
正
10
）
６
月

２
日
、
秀
吉
と
の
備
中
高
松
城
攻
防
戦

の
最
中
に
本
能
寺
の
変
が
発
生
。
秀
吉

は
信
長
の
死
を
隠
し
た
ま
ま
和
睦
を
申

し
出
、
輝
元
は
危
機
を
脱
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
１
５
８
５
年
（
天
正
13
）
の
四

国
攻
め
、
翌
年
の
九
州
の
役
に
も
先
鋒

と
し
て
参
加
し
て
武
功
を
挙
げ
、
秀
吉

の
天
下
統
一
に
大
き
く
寄
与
。
豊
臣
政

権
五
大
老
の
一
人
に
任
じ
ら
れ
た
。

の
ち
に
輝
元
は
、
１
５
９
２
年
（
文

禄
元
）
か
ら
始
ま
る
秀
吉
の
２
度
の
朝

鮮
出
兵
に
も
、
主
力
軍
と
し
て
参
戦
。

秀
吉
の
死
後
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
石

田
三
成
率
い
る
西
軍
の
総
大
将
と
し
て

擁
立
さ
れ
た
。
結
果
は
、
徳
川
家
康
率

い
る
東
軍
が
勝
利
。
吉
川
元
春
の
三
男

広
家
の
取
り
な
し
に
よ
り
、
毛
利
本
家

の
改
易
は
避
け
ら
れ
た
も
の
の
、
輝
元

は
隠
居
、
所
領
は
嫡
男
秀
就
へ
の
周

防
と
長
門
２
カ
国
の
37
万
石
に
大
減
封

さ
れ
、
傾
国
の
将
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
。

し
か
し
、
家
臣
の
長
井
元
房
が
輝
元
の

没
後
に
殉
死
し
た
エ
ピ
ソ
�
ド
か
ら
は
、

実
直
で
人
間
味
の
あ
る
人
柄
が
浮
か
ぶ

の
で
あ
る
。

秀
吉
の
聚
楽
第
を
模
し
た
と
い
わ
れ

る
壮
大
な
城
は
、
明
治
維
新
後
の
城
取

り
壊
し
か
ら
も
逃
れ
、
創
建
当
時
の
歴

太田川の広島〈概説〉

案内してくださった太田川河川事務所調査設計第一課長 田中里佳さん
写真上の左奥が太田川上流。左側に祇園水門があり太田川放水路に、右へ大芝水門で市内派川に分派される。

都市に水の都が多いのは、河口部に開けたデルタが利用されるからでしょう。

その中でも、群を抜いたデルタ都市が広島です。

毛利輝元によって開発された近世都市は、水の恵みを受け入れ、

災害と闘いながら、1989年（平成元）広島城築城400年を迎えました。

広島にとっての里川、太田川を見直してみました。



沖積層

横
川
断
層
 

加
計
断
層
 

湯
ノ
山
断
層
 

鷹
巣
山
断
層
 

小
河
原
断
層
 

己
斐
断
層
 

根
谷
川
断
層
 

冠
山
断
層
 

押
ヶ
峠
断
層
 

広島花崗岩類

粘板岩

玄武岩類及び安山岩類

高田流紋岩類

チャート・酸性凝灰岩

花崗斑岩・石英斑岩

吉舎安山岩類

塩基性火山岩類

礫岩・砂岩・頁岩

変斑れい岩・変輝緑岩

断層線

リニアメント

玖珂層群相当層 

関門層群相当層 

太田川流域の地質と断層
『太田川史』（建設省中国地方建設局太田川工事事務所 1993）、国土地理院基盤地図情報 ( 縮尺レベル 25000)「広島、島根、山口」

及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20 年）」より編集部で作図

25 太田川の広島〈概説〉

史
を
語
る
貴
重
な
史
料
で
も
あ
っ
た
が
、

原
爆
投
下
に
よ
っ
て
あ
え
な
い
最
期
を

遂
げ
た
。

確
か
に
五
箇
村
は
交
通
の
要
衝
で
あ

り
、
平
城
の
必
要
性
は
、
戦
国
時
代
か

ら
近
世
社
会
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
て
不

可
欠
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
築
城

後
４
０
０
年
以
上
に
わ
た
り
、
広
島
住

人
が
洪
水
、
高
潮
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
輝
元
は
こ
の

地
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問

が
湧
い
て
く
る
。

秀
吉
と
広
島
城
の
関
係
を
記
し
た
文

献
に
『
川
角
太
閤
記
』
が
あ
る
。
秀
吉

に
仕
え
た
田
中
吉
政
の
家
臣
川
角
三

郎
右
衛
門
が
江
戸
時
代
初
頭
に
ま
と
め

た
と
い
わ
れ
る
秀
吉
の
実
録
で
あ
る
。

巻
４
に
「
毛
利
の
居
城
で
あ
る
吉
田
郡

山
城
が
堅
固
な
の
で
、
秀
吉
の
ブ
レ
�

ン
の
一
人
、
黒
田
孝
高
ら
を
通
じ
て
、

輝
元
に
山
城
の
不
便
さ
を
説
き
、
海
辺

に
平
城
を
築
く
よ
う
に
勧
め
さ
せ
た
。

輝
元
は
こ
の
言
に
従
っ
た
が
の
ち
に
後

悔
し
た
」
と
い
う
も
の
だ
。

田
中
吉
政

秀
吉
の
死
後
は
家
康
に
接
近
。
東
軍
で
戦
っ
た
吉
政

は
、
石
田
三
成
を
捕
縛
す
る
と
い
う
戦
功
も
あ
っ
て
、

筑
後
・
柳
河
の
国
主
に
な
っ
た
。
土
木
工
学
に
長
け
、

城
の
大
規
模
修
築
、
郡
上
八
幡
や
岡
崎
の
水
利
、
久

留
米
・
柳
河
往
還
の
整
備
、
慶
長
本
土
居
の
築
堤
な

ど
大
き
な
功
績
を
残
す
。

広
島
城
の
築
城
に
は
、
祖
父
元
就

の
庶
子
で
四
男
の
二
宮
就
辰
が
あ
た
っ

て
い
る
。
難
攻
不
落
の
山
城
吉
田
郡

山
城
を
出
て
、
広
島
進
出
を
渋
る
輝
元

に
、「
か
つ
て
は
敵
対
し
て
い
た
秀
吉

に
疑
い
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
行
動
を
取

ら
な
い
よ
う
に
」
と
諭
し
た
、
と
い
う

説
が
あ
る
。

し
か
し
、
反
論
も
あ
る
。『
毛
利
家

文
書
』
な
ど
の
信
憑
性

し
ん
ぴ
ょ
う
せ
い

の
高
い
一
次
史

料
に
は
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
記
述
が
な

く
、
天
下
統
一
が
な
っ
て
、
戦
が
治
ま

っ
て
く
れ
ば
商
工
業
に
便
利
な
平
城
の

ほ
う
が
よ
い
。
広
島
城
は
時
代
の
要
請

国土地理院発行の2万5千分の1地形図「広島」を掲載（27、29、31、33、35、37、39、41、43ページも同じ）
測図：1925年（大正14）　発行：1928年（昭和3）　

広島の干拓と埋立地の開発進展状況
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『太田川史』（建設省中国地方建設局太田川工事事務所 1993）をもとに編集部で作図 

右：干拓と埋立によって、広島という都
市が河口に形成されていったことがわか
る。
下：太田川流域の地層は、北東から南西
方向に断層が卓越している。通常、流域
の支川・本川は樹枝状模様を描くものだ
が、太田川の支川は断層に沿うように流
れ、本川は断層に直交するように流下す
るために、格子状になっている。
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太田川流域とダムの位置
『太田川史』（建設省中国地方建設局太田川工事事務所 1993）

国土地理院基盤地図情報 ( 縮尺レベル 25000)「広島、島根、山口」
及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）

鉄道データ（平成 20 年）」より編集部で作図

に
合
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

葦
の
繁
る
寒
村
だ
っ
た
当
時
の
状
況

を
考
え
れ
ば
、
便
利
さ
よ
り
も
困
難
の

ほ
う
が
大
き
い
よ
う
に
思
う
し
、
輝
元

が
秀
吉
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
た
め
に
、

敢
え
て
大
量
の
手
間
と
金
を
か
け
て
こ

の
地
に
築
城
し
た
、
と
い
う
ほ
う
が
説

得
力
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ

が
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
輝
元
の
英
断
が

な
け
れ
ば
、
こ
の
都
市
の
今
は
な
か
っ

た
。
１
５
９
１
年
（
天
正
19
）
、
輝
元
は

長
年
に
わ
た
る
毛
利
氏
の
居
城
で
あ
っ

た
吉
田
郡
山
城
を
廃
し
て
、
ま
だ
工
事

中
だ
っ
た
広
島
城
に
入
っ
た
。
１
６
０

０
年
（
慶
長
５
）
に
移
封
さ
れ
、
福
島
正

則
が
入
封
し
て
く
る
ま
で
、
わ
ず
か
９

年
間
の
城
主
で
あ
っ
た
。

デ
ル
タ
都
市
・
広
島

中
国
山
地
の
西
部
に
位
置
す
る
冠
山

（
標
高
１
３
３
９
ｍ
）
に
端
を
発
し
た
太
田

川
は
、
平
野
に
出
る
と
６
筋
に
分
流
し
、

広
島
湾
に
向
か
っ
て
南
下
す
る
。

可
部
か
ら
祇
園
大
橋
辺
り
ま
で
は
海

抜
５
ｍ
の
下
流
低
地
。
そ
れ
よ
り
南
は

太
田
川
の
三
角
州
（
デ
ル
タ
）
で
低
湿
・

軟
弱
な
土
地
だ
っ
た
。
輝
元
が
築
城
を

開
始
し
た
と
き
に
は
、
海
上
に
点
々
と

島
が
浮
か
ん
で
い
る
状
態
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
手
始
め
に
、
城
の
上
手
に
あ
る

箱
島
（
現
・
白
島
）
で
分
流
す
る
本
流
と

神
田
川
（
現
・
京
橋
川
）
の
川
筋
を
固
定

す
る
と
こ
ろ
か
ら
着
手
し
た
、
と
記
録

に
あ
る
。

洪
水
や
高
潮
に
よ
る
水
害
も
多
発
し

て
い
る
。
１
６
１
７
年
（
元
和
３
）
の
大

洪
水
に
よ
っ
て
三
の
丸
の
東
北
郭
が
崩

れ
、
城
内
も
浸
水
。
破
損
箇
所
の
修
復

を
行
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
輝
元
に

代
わ
り
広
島
城
に
入
っ
た
福
島
正
則
は
、

咎
め
を
受
け
て
信
濃
国
に
移
封
さ
れ
て

し
ま
う
。

続
い
て
安
芸
及
び
備
後
８
郡
の
領
主

と
な
っ
た
浅
野
家
（
初
代
長
晟

な
が
あ
き
ら

）
は
、

幕
末
に
至
る
ま
で
安
泰
だ
っ
た
。
検
地

を
行
な
い
、
地
先
の
干
潟
が
次
々
と
干

拓
さ
れ
、
浅
野
氏
が
大
坂
か
ら
伴
っ
た

御
用
商
人
に
よ
っ
て
商
業
活
動
も
活
発

化
し
た
。

新
開
地
は
塩
分
に
強
い
綿
花
栽
培
に

用
い
ら
れ
、
大
坂
に
安
芸
木
綿
と
し
て

出
荷
さ
れ
た
。
１
８
８
０
年
（
明
治
13
）

官
営
の
広
島
紡
績
所
が
近
代
工
業
の
先

駆
け
と
な
っ
た
ほ
か
、
帝
国
人
絹
広
島

工
場
が
設
立
し
た
経
緯
は
、
こ
の
よ
う

な
繊
維
業
の
長
い
歴
史
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
。

鈴
木
充
広
島
大
学
名
誉
教
授
は
、
当

時
、
毛
利
が
中
国
貿
易
を
積
極
的
に
行

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
胴
木
と
呼
ば

れ
る
松
の
丸
太
を
軟
弱
地
盤
に
打
ち
込

ん
で
基
礎
と
す
る
技
術
は
、
中
国
・
杭

州
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
、
と
指

摘
す
る
。
ち
な
み
に
中
国
に
輸
出
さ
れ

て
い
た
の
は
、
硫
黄
の
ほ
か
、
刀
剣
や

扇
、
漆
製
品
と
い
っ
た
工
芸
品
だ
っ
た
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そ
う
だ
。

太
田
川
　
流
域
の
特
徴

太
田
川
流
域
を
、
気
象
や
地
質
か
ら

見
て
み
よ
う
。

中
国
山
地
の
西
部
に
は
豊
後
水
道
か

ら
湿
っ
た
風
が
入
り
や
す
い
た
め
、
上

流
で
は
沿
岸
部
の
1.5
倍
の
降
水
量
が
あ

る
。
気
温
も
、
温
暖
な
瀬
戸
内
海
性
気

候
の
沿
岸
部
に
比
べ
、
上
流
部
の
山
地

で
は
東
北
地
方
並
み
。
直
線
距
離
な
ら

わ
ず
か
25
㎞
、
川
の
全
長
で
も
１
０
０

㎞
足
ら
ず
の
川
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

下
流
で
降
水
量
や
気
温
に
大
き
な
差
が

あ
る
こ
と
が
、
太
田
川
の
特
徴
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
、
通
常
、
流
域
の
支
川
・
本
川

は
樹
枝
状
模
様
を
描
く
も
の
だ
が
、
太

田
川
の
支
川
・
本
川
は
格
子
状
に
な
っ

て
お
り
、
奇
異
に
感
じ
る
。
そ
の
理
由

は
、
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
卓
越
し
て

い
る
断
層
に
あ
る
。
支
川
は
断
層
に
沿

う
よ
う
に
流
れ
、
本
川
は
断
層
に
直
交

す
る
よ
う
に
流
下
す
る
た
め
に
、
格
子

状
に
な
る
の
で
あ
る
。

太
田
川
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
湾
曲
し

て
い
る
と
こ
ろ
だ
—
と
い
う
声
を
よ
く

聞
く
。
河
川
改
修
で
真
っ
直
ぐ
に
さ
れ

た
川
を
見
慣
れ
た
目
に
は
、
曲
が
り
な

が
ら
ゆ
っ
た
り
流
れ
る
姿
に
、
川
本
来

の
美
し
さ
を
感
じ
る
人
が
多
い
の
だ
ろ

う
。地

質
は
、
太
田
川
が
曲
流
し
て
い
る

こ
と
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
上
流

は
段
丘
か
ら
隆
起
し
た
花
崗
岩
山
地
。

水
流
に
よ
っ
て
狭
く
深
い
谷
が
形
成
さ

れ
、
川
は
そ
こ
を
曲
が
り
な
が
ら
流
れ

下
る
。
特
別
名
勝
〈
三
段
峡
〉
は
、
押

ヶ
峠
断
層
の
断
層
線
に
沿
っ
て
流
れ
る

支
川
柴
木
川
の
強
い
浸
食
力
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
。
中
流
部
も
谷

底
平
野
で
、
広
い
平
野
部
が
な
く
、
川

は
谷
あ
い
で
や
は
り
蛇
行
を
繰
り
返
し

な
が
ら
流
れ
る
。

花
崗
岩
山
地
は
マ
サ
土
と
な
っ
て
風

化
す
る
た
め
、
急
峻
で
崩
壊
し
や
す
い
。

そ
の
た
め
、
太
田
川
流
域
は
、
山
か
ら

（
土
砂
）、
川
か
ら
（
洪
水
）、
海
か
ら
（
高
潮
）

と
い
う
三
重
苦
に
苦
し
ん
で
き
た
。
デ

ル
タ
地
先
に
新
開
地
を
つ
く
っ
た
こ
と

は
、
河
口
を
狭
め
、
洪
水
多
発
に
拍
車

を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
１
６
０
９

年
（
慶
長
14
）
の
大
洪
水
で
は
、
太
田
川

が
旧
流
路
（
古
川
）
か
ら
現
流
路
に
流
れ

を
変
え
る
ほ
ど
の
被
害
を
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
山
が
深
く
、
表
土
や
風
化

層
が
厚
い
こ
と
か
ら
「
水
持
ち
の
良
い

川
」
で
、
人
々
に
多
く
の
恩
恵
も
与
え

て
き
た
。
中
流
部
に
広
い
平
野
が
な
い

こ
と
は
、
大
き
な
町
が
開
け
な
い
の
で
、

水
田
や
工
場
と
い
っ
た
汚
染
源
が
少
な

い
と
い
う
、
水
質
上
の
メ
リ
ッ
ト
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。

太
田
川
改
修
の
歴
史

広
島
に
は
デ
ル
タ
地
帯
に
つ
く
ら
れ

太田川の広島〈概説〉27

部分修正：1932年（昭和7）　発行：1933年（昭和8）　
戦争直前／軍需施設などが、白く消されている

太田川放水路の完成後 前 太田川河川事務所提供の資料をもとに編集部で作図

1944年（昭和19）9月洪水
放水路通水開始前放水路完成後

1972年（昭和47）7月洪水

三篠川 
古川 

根谷川 

太田川 

玖村（基準地点） 

 

流域平均2日雨量 298mm 
基準地点最大流量 6,700㎥/s 

氾濫面積 約2,200ha
被害家屋数 約12,000戸

流域平均2日雨量 309mm 
基準地点最大流量 6,800㎥/s 

氾濫面積 約200ha
被害家屋数 約1,000戸

氾濫区域は不明

氾濫区域

放水路建設中 

古川河道締切 
（昭和41～44） 

古川改修中 
（昭和43～56） 

放水路建設 
（昭和42概成） 
（昭和9～42） 

戸坂排水機場 
（昭和45概成） 
（昭和43～45） 

中流改修中 
（昭和23～55） 

木の根元に、1943年（昭和18）、1972年（昭和47）の浸水高さを
示す標識が立てられている。2005年（平成17）9月の台風14号で
も家屋の床上浸水被害を受け、対策工事が行なわれた。
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太田川の広島
た
都
市
と
い
う
宿
命
が
あ
っ
た
。
恵
み

と
と
も
に
、
災
害
も
も
た
ら
し
た
太
田

川
。１

８
９
６
年
（
明
治
29
）
河
川
法
が
制

定
さ
れ
、
１
９
１
０
年
（
明
治
43
）
第
一

次
治
水
計
画
が
策
定
さ
れ
た
が
、
太
田

川
は
こ
れ
に
含
ま
れ
ず
、
１
９
２
１
年

（
大
正
10
）
第
二
次
治
水
計
画
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
指
定
後

も
昭
和
に
な
る
ま
で
直
轄
事
業
は
開
始

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

土
砂
、
洪
水
、
高
潮
と
い
う
三
重
苦

の
災
害
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ

ど
だ
が
、
１
９
１
９
年
（
大
正
８
）
、
１

９
２
３
年
（
大
正
12
）
、
１
９
２
８
年
（
昭

和
３
）
の
被
害
は
特
に
大
き
く
、
こ
れ

を
契
機
に
〈
太
田
川
改
修
期
成
同
盟
〉

が
発
足
、
１
９
３
２
年
（
昭
和
７
）
帝
国

議
会
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
太
田
川
河

川
改
修
事
業
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。

こ
の
中
で
、
最
も
大
規
模
な
計
画
は
、

太
田
川
７
河
川
の
内
、
西
側
の
２
河
川

で
あ
る
山
手
川
と
福
島
川
を
利
用
し
た

〈
太
田
川
放
水
路
〉
開
鑿
計
画
で
あ
ろ

う
。
だ
が
１
９
４
４
年
（
昭
和
19
）
、
戦

争
激
化
に
伴
い
放
水
路
建
設
は
中
断
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

建
設
の
中
断
中
に
も
大
き
な
災
害
が

頻
発
、〈
太
田
川
治
水
期
成
同
盟
会
〉

が
結
成
さ
れ
再
開
が
懇
願
さ
れ
た
。
終

戦
の
翌
年
に
は
再
開
に
向
け
た
準
備
が

始
め
ら
れ
た
が
、
計
画
さ
れ
た
当
時
は

旧
・
日
本
陸
軍
及
び
海
軍
の
要
望
も
あ

っ
て
、
用
地
取
得
も
ほ
ぼ
強
制
的
に
行

な
わ
れ
、
移
転
に
対
す
る
補
償
に
も
納

得
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
建
設

再
開
に
反
対
す
る
動
き
が
活
発
化
し
た
。

こ
の
調
停
は
、
建
設
省
（
当
時
）
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
、
１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）

（
昭
和
47
）
７
月
に
発
生
し
た
梅
雨
前
線

豪
雨
は
上
流
部
に
甚
大
な
被
害
を
与
え

た
。
建
設
省
（
当
時
）
は
直
轄
管
理
区
間

を
拡
大
し
て
、
築
堤
や
護
岸
整
備
な
ど

で
未
改
修
地
点
の
改
良
に
着
手
。

ま
た
、
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
に
は
、

従
来
の
計
画
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
こ
な

か
っ
た
多
目
的
ダ
ム
に
よ
る
洪
水
調
節

を
事
業
に
組
み
込
ん
だ
。
こ
う
し
て
２

０
０
２
年
（
平
成
14
）
３
月
に
完
成
し
た

温
井
ダ
ム
（
滝
山
川
上
流
部
）
は
、
太
田
川

水
系
初
の
多
目
的
ダ
ム
で
あ
る
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
９
月
の
台
風

14
号
も
、
上
・
中
流
域
に
家
屋
の
床
上

浸
水
な
ど
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ

の
対
策
と
し
て
、
限
ら
れ
た
事
業
費
を

有
効
か
つ
迅
速
に
活
用
す
る
方
法
と
し

て
、
連
続
堤
の
整
備
だ
け
で
は
な
く
、

輪
中
堤
の
整
備
や
、
輪
中
堤
に
宅
地
の

嵩
上
げ
を
組
み
合
わ
せ
た
整
備
を
行
な

い
、
順
次
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。

洪
水
に
悩
ん
で
き
た
広
島
が
、
１
９

７
３
年
（
昭
和
48
）
、
１
９
８
２
年
（
昭
和

57
）
に
は
、
大
渇
水
に
見
舞
わ
れ
た
。

人
口
の
増
大
に
よ
る
水
道
用
水
の
需
要

増
と
、
河
川
水
の
電
力
利
用
に
よ
っ
て

水
量
が
減
少
し
た
の
が
原
因
で
あ
る
。

そ
こ
で
安
定
し
た
都
市
用
水
確
保
の

た
め
に
、
江
戸
時
代
に
建
設
さ
れ
た
小お

田だ

定
じ
ょ
う

用
水
の
取
水
口
で
あ
る
高
瀬
井
堰

を
、
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
可
動
堰
に

改
造
す
る
事
業
に
着
手
し
、
１
９
７
５

年
（
昭
和
50
）
高
瀬
堰
が
完
成
し
た
。
高

瀬
堰
の
目
的
は
、

ま
で
５
年
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
か
ら
は
、
太

田
川
・
放
水
路
分
流
点
に
お
け
る
可
動

堰
の
建
設
が
始
ま
り
、
太
田
川
放
水
路

（
の
ち
に
本
川
）
起
点
に
は
祇
園
水
門
が
、

旧
太
田
川
（
放
水
路
分
派
後
、
さ
ら
に

市
内
派
川
（
天
満
川
・
元
安
川
・
京
橋
川
・
猿

猴
川
〈
え
ん
こ
う
が
わ
〉）
に
分
派
）
に
は
大

芝
水
門
が
建
設
さ
れ
た
。
二
つ
の
水
門

は
、
矢
口
第
１
水
位
観
測
所
（
安
佐
北
区

口
田
１
丁
目
）
の
観
測
値
に
よ
っ
て
連
動

し
、
平
水
時
（
平
常
時
）
は
大
芝
水
門
を

全
開
し
て
旧
太
田
川
に
水
を
流
し
て
祇

園
水
門
で
調
整
、
洪
水
時
は
逆
に
祇
園

水
門
を
全
開
し
て
太
田
川
放
水
路
に
水

を
流
し
て
大
芝
水
門
で
調
整
し
て
い
る
。

下
流
域
を
洪
水
か
ら
防
御
し
、
流
域
の

正
常
な
流
量
を
維
持
す
る
目
的
で
使
用

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
通
水
に
成
功
、

事
業
開
始
か
ら
36
年
か
か
っ
て
、
１
９

６
７
年
（
昭
和
42
）
に
完
成
し
た
。
そ
の

後
も
流
域
を
豪
雨
が
襲
っ
た
が
、
広
島

市
中
心
部
は
放
水
路
の
完
成
以
後
、
水

害
を
ほ
ぼ
免
れ
て
い
る
。

一
方
、
高
潮
対
策
は
１
９
５
９
年

（
昭
和
34
）
の
伊
勢
湾
台
風
を
機
に
、
低

地
高
潮
対
策
の
必
要
性
が
考
慮
さ
れ
、

１
９
６
９
年
（
昭
和
44
）
か
ら
、
高
潮

堤
・
河
川
堤
防
の
築
堤
や
嵩
上
げ
が
始

ま
り
、
下
流
部
・
下
流
デ
ル
タ
の
治
水

事
業
が
進
行
し
た
。

し
か
し
、
上
流
部
の
治
水
整
備
は
手

つ
か
ず
に
近
い
状
態
で
、
１
９
７
２
年

流量の分配図と上水利用

太田川河川事務所提供の資料及び、『太田川史』 
（建設省中国地方建設局太田川工事事務所 1993） 

をもとに編集部で作図 

高陽取水場 

玖村観測所 

広島県水道 2.823㎥/s 244,000㎥／日2.546㎥/s

（慣行）

220,000㎥/日 0.615㎥/s 53,000㎥／日
2.431㎥/s 210,000㎥／日 

2.667㎥/s 

（慣行）

230,000㎥／日 
1.528㎥/s 132,000㎥／日 
0.846㎥/s 73,000㎥／日 
0.116㎥/s 10,000㎥／日 

広島県太田川東部工業水道 

広島県太田川東部工業水道 

広島市水道

広島市水道
呉市水道

江田島市水道

広島市水道
八木取水場 

川内農業用水 

古川維持用水 
小田農業用水 

基準地点 
矢口第1観測所 

戸坂取水場 

大芝水門 

安芸大橋 

安佐大橋 

高瀬堰 

可
部
発
電
所 三
篠
川 

根
谷
川 

太
田
川 

太
田
川
放
水
路 

本
川（
旧
太
田
川
） 

古
川 

天
満
川 

元
安
川 

京
橋
川 

猿
猴
川 

8000㎥/s

4500 3500 

1210 930 710 400 250 
広島湾

流量の分配（平成19年）
河川整備基本方針の策定に伴い、上流
域におけるダム計画と河道改修事業な
どの最適化を行なった結果、玖村観測
所で8,000㎥/s、放水路に4,500㎥/s、
市内派川に3,500㎥/sとする分流計画
とした。  
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洪水時に必要な堤防の高さで決まる範囲 

T.P. 5.70 

T.P. 5.70 

T.P. 5.40 

T.P. 5.40 

T.P. 4.40 
T.P. 5.00 

T.P. 5.00 

T.P. 2.00 

計画高潮位 

A-A’断面図（河川堤防整備前） 高潮堤防計画図 

計画堤防高 

地盤高 

朔望平均潮位 

計画偏差 

広島湾 

波高 

太
田
川
放
水
路 

太
田
川
放
水
路 

天
満
川 

天
満
川 

本
川（
旧
太
田
川
） 

本
川（
旧
太
田
川
） 

元
安
川 

元
安
川 

京
橋
川 

京
橋
川 

猿
猴
川

猿
猴
川

T.P. ：東京湾平均海面を0mとした高さの基準（標高）

広島駅

平和記念公園

原爆ドーム 県庁

横川駅

西広島駅

広島城

市役所

大芝水門

地盤高と高潮堤防高
太田川河川事務所提供の資料、国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「広島」及び、
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年）、鉄道データ（平成20年）」より編集部で作図

29 太田川の広島〈概説〉

を
受
け
て
建
設
さ
れ
た
江
の
川
の
土
師

は
じ

ダ
ム
か
ら
は
、
中
国
山
地
を
貫
く
導
水

ト
ン
ネ
ル
で
中
国
電
力
・
可
部
発
電
所

に
送
水
さ
れ
て
い
る
。

広
島
県
は
１
８
７
１
年
（
明
治
４
）
の

廃
藩
置
県
の
最
初
か
ら
、
広
島
市
は
１

８
８
８
年
（
明
治
21
）
市
制
が
制
定
さ
れ

た
と
き
か
ら
の
、
日
本
最
初
の
県
で
あ

り
市
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
中
国
地
方

の
中
心
都
市
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ

れ
、
大
陸
へ
の
地
の
利
か
ら
も
世
界
に

開
か
れ
た
窓
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
わ
れ

で
あ
る
。
軍
都
と
し
て
の
道
を
進
ん
だ

広
島
は
、
不
幸
な
経
験
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
市
内
を
流
れ
る
６
筋
の
川

は
、
市
民
に
希
望
を
与
え
復
興
の
力
に

寄
与
し
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
は
ず
だ
。

築
城
４
０
０
年
を
契
機
に
、
広
島
城

の
外
濠
の
水
は
、
旧
太
田
川
か
ら
導
水

さ
れ
、
循
環
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。軟

弱
地
盤
の
デ
ル
タ
に
都
市
を
築
こ

う
と
し
た
輝
元
の
突
拍
子
も
な
い
計
画

は
、
４
０
０
年
を
経
て
、
想
像
も
つ
か

な
い
ほ
ど
の
実
り
を
得
て
い
る
。
市
街

地
に
占
め
る
水
面
面
積
は
約
13
％
と
大

き
く
、
水
の
都
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

里
川
太
田
川
と
と
も
に
あ
る
広
島
は
、

ど
ん
な
未
来
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
５
日

１
　
固
定
堰
で
あ
る
高
瀬
井
堰
改
築
に

よ
っ
て
、
洪
水
疎
通
能
力
を
確
保
す
る
。

２
　
都
市
用
水
の
安
定
供
給
。

３
　
江ご

う

の
川
か
ら
の
分
水
（
中
国
電
力
・

可
部
発
電
所
へ
の
発
電
放
流
）
の
逆
調
整
（
発

電
量
に
よ
っ
て
変
化
す
る
流
入
量
を
ゲ
ー
ト
操
作

で
調
整
し
、
下
流
部
の
急
激
な
水
位
変
動
を
防
ぐ
）。

の
三
つ
で
あ
る
。
高
瀬
堰
完
成
に
先

立
っ
て
、
洪
水
時
の
分
派
流
路
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
、
旧
流
路
で
あ
る
古

川
の
締
め
切
り
工
事
も
１
９
６
９
年

（
昭
和
44
）
に
行
な
わ
れ
、
中
流
部
の
治

水
事
業
が
果
た
さ
れ
た
。
こ
れ
を
記
し

資料修正：1947年（昭和22）　発行：1947年（昭和22）　
終戦直後／軍需施設 の名称が消されている

て
、
中
国
最
古
の
王
朝
〈
夏
〉
の
皇
祖

と
い
わ
れ
、
儒
教
の
聖
人
の
一
人
で
治

水
に
功
績
が
あ
っ
た
禹
王
に
あ
や
か
り
、

太
田
川
改
修
記
念
碑
と
し
て
大
禹
謨
が

建
立
さ
れ
て
い
る
。

太
田
川
　
悠
久
の
流
れ

広
島
は
太
田
川
下
流
域
の
三
角
州
に

形
成
さ
れ
た
町
で
あ
り
、
海
に
近
い
た

め
井
戸
か
ら
も
飲
用
水
を
取
る
こ
と
が

で
き
ず
、
住
民
は
川
水
を
飲
用
し
て
い

た
が
、
１
８
８
６
年
（
明
治
19
）
コ
レ
ラ

の
大
発
生
を
契
機
に
、
市
民
か
ら
水
道

建
設
の
要
望
が
高
ま
っ
た
。

折
し
も
安
芸
郡
牛
田
村
（
当
時
）
一
帯

は
、
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
か
ら
の
富

国
強
兵
政
策
の
一
環
で
、
陸
軍
省
の
用

地
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
伴
な
い
、

１
８
９
８
年
（
明
治
31
）
広
島
軍
用
水
道
、

及
び
広
島
市
水
道
が
創
設
さ
れ
、
太
田

川
の
牛
田
水
源
地
に
浄
水
場
が
建
造
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
で
５
都
市
目
の

近
代
水
道
で
あ
る
。

水
力
発
電
で
は
１
９
１
２
年
（
明
治
45
）

に
亀
山
発
電
所
が
建
設
さ
れ
た
の
を
皮

切
り
に
、
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
に
は

王
泊
ダ
ム
（
滝
山
川
・
滝
山
川
発
電
所
）
が
、

１
９
３
９
年
（
昭
和
14
）
に
は
立
岩
ダ
ム

（
太
田
川
本
川
・
打
梨
発
電
所
）
が
完
成
。
太

田
川
水
系
の
電
源
開
発
が
急
速
に
進
め

ら
れ
た
の
は
、
軍
事
都
市
で
あ
っ
た
か

ら
、
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま

た
、
１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
の
大
水
害

右ページ／上の写真は、24ページの写真と
続く場所で、右手が太田川上流。左側が祇
園水門で太田川放水路に、右側が大芝水門
で市内派川に分派される。下の図は、太田
川の流量と取水される分量。
左ページ／デルタ地帯に発達した都市の宿
命として、高潮への対策が求められる。
波高：河道内での波浪減退を考慮した高さ。
計画偏差：台風時の風による吹き寄せと気
圧低下による吸い上げのため通常の潮位よ
り上昇する高さ。
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太
田
川
河
川
事
務
所
は
、
Ｆ
Ｍ
ひ
ろ

し
ま
Ｐ
ス
テ
�
シ
ョ
ン
（
現
・
Ｆ
Ｍ
ち
ゅ
ー

ピ
ー
）
の
番
組
「
好
き
で
す
太
田
川
」

の
中
で
、
高
瀬
堰
（
広
島
市
安
佐
南
区
八
木
）

に
設
置
し
た
緊
急
割
り
込
み
放
送
設
備

を
利
用
し
た
テ
ス
ト
放
送
を
行
な
っ
て

い
ま
し
た
。
毎
週
水
曜
日
の
番
組
内
で
、

太
田
川
河
川
事
務
所
が
実
施
し
て
い
る

事
業
の
紹
介
や
お
知
ら
せ
の
ほ
か
、
当

時
の
管
理
第
二
課
長
友
澤
晋
一
さ
ん

が
独
自
に
取
材
し
た
、
太
田
川
に
ま
つ

わ
る
出
来
事
や
季
節
の
風
物
詩
な
ど
を

放
送
し
て
い
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
の
春
、
放
送

を
聴
い
た
市
民
か
ら
「
内
容
に
共
感
し

た
」
と
い
う
励
ま
し
の
メ
ッ
セ
�
ジ
が

届
き
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
中
国

新
聞
社
が
毎
週
金
曜
日
に
発
行
す
る
情

報
紙
『
Ｃ
ｕ
ｅ
』
の
コ
�
ナ
�
に
も
、

「
四
季
太
田
川
」
の
放
送
内
容
が
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。

熊
本
隆
繁

た
か
し
げ

さ
ん
と
隆
杉
純
子
さ
ん
は
、

友
澤
さ
ん
が
紹
介
し
た
、
太
田
川
の
多

く
の
フ
ァ
ン
の
中
の
お
二
人
で
す
。

写
真
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

私
は
、
自
然
界
が
発
信
す
る
メ
ッ
セ

�
ジ
を
、
写
真
を
通
し
て
人
間
社
会
に

届
け
る
こ
と
を
ラ
イ
フ
ワ
�
ク
に
し
て

い
ま
す
。

36
歳
の
と
き
に
、
瀬
戸
内
海
の
写
真

を
撮
ろ
う
と
、
下
関
か
ら
牛
窓
ま
で
の

海
岸
線
を
歩
き
ま
し
た
。
海
岸
線
は
工

場
に
占
有
さ
れ
、
岩
国
に
は
ア
メ
リ
カ

軍
の
基
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
私
は
広

島
市
草
津
町
の
出
身
で
す
が
、
生
ま
れ

育
っ
た
瀬
戸
内
海
の
美
し
い
自
然
が
失

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。
豊
か
だ
っ
た
自
然
が
汚
染
さ

れ
、
人
々
は
そ
の
中
で
の
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

も
と
も
と
は
電
気
通
信
の
技
術
者
で
、

基
町
の
再
開
発
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ

こ
が
軌
道
に
乗
っ
た
あ
と
、
52
歳
で
早

期
退
職
し
て
、
失
わ
れ
行
く
自
然
と
そ

こ
に
暮
ら
す
人
や
野
鳥
か
ら
の
メ
ッ
セ

�
ジ
を
テ
�
マ
に
、
ネ
イ
チ
ャ
�
フ
ォ

ト
グ
ラ
フ
ァ
�
と
し
て
活
動
を
始
め
ま

し
た
。
ま
た
、
写
真
を
通
し
て
海
外
の

諸
都
市
と
国
際
交
流
を
行
な
っ
て
き
ま

し
た
。

市
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
写
真
ス
タ
ジ

オ
を
構
え
て
技
術
指
導
に
当
た
る
一
方
、

広
島
市
佐
伯
区
湯
来

ゆ
き

町
を
拠
点
に
、

〈
ミ
ュ
�
ジ
ア
ム
自
然
界
〉
を
主
宰
し

て
い
ま
す
。

こ
こ
は
週
末
に
開
館
す
る
写
真
ミ
ュ

�
ジ
ア
ム
。
自
然
に
接
し
て
、
く
つ
ろ

い
で
も
ら
え
る
空
間
で
も
あ
り
ま
す
。

お
い
し
い
コ
�
ヒ
�
を
淹
れ
る
喫
茶
店

の
マ
ス
タ
�
業
も
、
11
年
間
続
け
て
き

ま
し
た
。

こ
こ
に
は
多
く
の
野
鳥
が
訪
れ
ま
す
。

彼
ら
は
気
持
ち
が
通
じ
る
の
か
、
私
を

ち
っ
と
も
恐
れ
ず
に
、
の
ん
び
り
餌
を

つ
い
ば
ん
で
い
き
ま
す
。

四季 太田川
太田川河川事務所では、

緊急割り込み放送設備を利用して、

テスト放送を行なっていました。

広島のデルタを育み、洪水もあったけれど、

多くの恵みも与えてくれた太田川には、

たくさんのストーリーがあり、ファンがいます。

大勢のファンの中から、

お二人の方に太田川への想いをうかがいました。
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さ
さ
ゆ
り
増
殖
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

１
万
本
が
咲
き
乱
れ
る
〈
さ
さ
ゆ
り

遊
歩
道
〉
と
自
然
観
察
道
を
目
指
し
て
、

〈
さ
さ
ゆ
り
増
殖
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
も

推
進
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
さ
さ
ゆ
り
が
減
少
し
て
い
る

と
い
わ
れ
る
の
に
は
、
理
由
が
あ
り
ま

す
。さ

さ
ゆ
り
の
球
根
に
は
ウ
ィ
ル
ス
が

つ
く
た
め
、
種
子
か
ら
発
芽
さ
せ
な
い

と
、
病
気
に
な
っ
て
、
そ
の
場
か
ら
や

が
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
性
質

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
種
子
か
ら
芽
生

え
た
さ
さ
ゆ
り
は
、
１
枚
あ
る
い
は
数

枚
の
葉
を
出
す
だ
け
で
、
茎
が
な
い
た

め
、
日
当
た
り
が
良
く
な
い
と
生
長
で

き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
開
花
で
き
る
ま
で
に
生
長
す

る
の
に
４
年
か
か
り
ま
す
か
ら
、
そ
の

間
、
地
面
に
ま
で
光
が
当
た
る
状
態
が

保
た
れ
な
い
と
、
生
長
し
て
花
を
咲
か

せ
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
で
き
な
い
の
で

す
。
高
齢
化
が
進
む
山
間
地
で
は
、
山

の
手
入
れ
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
が
、
さ
さ
ゆ
り
の
生
態

に
決
定
的
な
ダ
メ
�
ジ
を
与
え
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

さ
さ
ゆ
り
は
環
境
に
敏
感
で
、
植
え

替
え
も
嫌
い
ま
す
し
、
発
芽
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
も
デ
リ
ケ
�
ト
。
28
℃
で
２
カ

月
、
18
℃
で
２
カ
月
、
５
℃
に
し
て
す

ぐ
発
芽
、
と
い
う
生
態
が
わ
か
っ
て
か

ら
は
、
イ
ン
キ
ュ
ベ
�
タ
�
で
温
度
管

理
し
て
発
芽
を
促
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
３
年
生
の
時
期
の
み
、
植
え
替
え

が
可
能
で
す
。

動
物
に
よ
る
食
害
も
深
刻
で
す
。
２

０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
４
年
生
の
苗
を

プ
ラ
ン
タ
�
に
植
え
替
え
、
40
本
の
花

芽
が
つ
い
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

留
守
の
間
に
猿
の
大
群
が
来
て
、
花
芽

の
大
半
が
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
再
び
猿
が
大
挙
し
て
や
っ
て

き
て
、
残
り
の
花
も
す
べ
て
食
べ
ら
れ

て
、
茎
も
引
っ
こ
抜
か
れ
メ
タ
メ
タ
に

さ
れ
ま
し
た
。

翌
年
は
、
猿
・
イ
ノ
シ
シ
・
ア
ナ
グ

マ
除
け
に
電
気
柵
を
設
置
し
た
お
蔭
で
、

53
株
の
花
が
咲
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
も
カ
ラ
ス
に
花
を
食
べ
ら
れ
た

り
、
動
物
と
の
知
恵
比
べ
は
結
構
大
変

で
す
。

苦
労
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
２
０
０
９

年
（
平
成
21
）
の
発
芽
苗
７
０
０
０
粒
、

２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
の
発
芽
苗
９
０

０
０
粒
を
フ
ィ
�
ル
ド
に
植
え
込
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

昨
年
は
５
月
21
日
に
開
花
。
今
年
は

１
６
０
以
上
の
開
花
が
見
ら
れ
る
予
定

で
す
。
う
れ
し
い
こ
と
に
、
今
年
は
新

し
い
仲
間
が
大
朝
町
と
豊
平
町
に
で
き

て
、
２
年
生
の
苗
プ
ラ
ン
タ
�
を
養
子

に
出
す
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
よ
。

AFIAP 熊本 隆繁
くまもと たかしげ

ネイチャーフォトグラファー

ミュージアム自然界主宰

資料修正：1957年（昭和32）　発行：1957年（昭和32）　
太田川河口の埋立が進む／百メートル道路／埋立地に西日本重工業

自然環境教育を行なう熊本さん。生物の生態
系と合わせて、流域の人口と浄化槽の有無ま
で視野に入れて取り組んでいる。



自然しらべ・パート 3　「水内川水系の徹底調査」 氏名湯来中学校

1. 水内川とは、どんな川か全体像を把握しよう。
　　(イラストで描こう水内川の全体像 )

2. 湯来町の年間降雨量と水内川の水量を調べよう。

6. 水質検査を効果的に行える地点の条件を考えよう。

←

←

←

←

←

3. 水内川流域の人口を調べよう。

5. 水内川流域の自然浄化作用の要素をチェック。

調査資料 (太田川河川事務所・湯来町町史・広島気象台・佐伯区役所 )

4. 公共下水道・合併浄化槽の普及状況。

年間降雨量 年間水量
5～6t / sec / 年平均

207人 /6.76%

187人 /2.67%

105人 /33.33%

もみのき森林公園 ★　調査地点

調査地点より上流の
人口 /浄化槽普及率

★A ★B

★C

★D

★E

大谷川 打尾谷川

伏谷川

石が谷川

滝谷川

不明川

水内川

水
内
川
源
流
域

太
田
川

志井

大橋

小原

向井谷

公共下水道敷設完了区間

降雨量 2,035 ㎜ / 年平均
(H.10---H.18 年度の平均 )

排水量　5̃6t /sec. 年平均

2,035mm

大谷川水系から志井地区まで・・・・・・207人
打尾谷水系から湯来まで・・・・・・・・187人
志井地区から湯来、向井谷まで・・・・・105人
伏谷川水系から大橋まで・・・・・・・・357人
向井谷から小原までの水内川水系・・・・1627人

大谷川水系から志井地区まで・・・・・砂利 100%
打尾谷水系から湯来まで・・・・・・・砂利 100%
志井地区から湯来、向井谷まで・・・・砂利と砂州 100%
伏谷川水系から大橋まで・・・・・・・葦原 80%砂利 20%
向井谷から小原までの水内川水系・・・砂利と砂州 90%葦原 10%

大谷川水系から志井地区まで・・・・　　　　0%　 　           14÷207×100=6.76%
打尾谷水系から湯来まで・・・・・・　　　  0% 　             5÷187×100=2.67%
志井地区から湯来、向井谷まで・・・　　　　 0%              35÷105×100=33.33%
伏谷川水系から大橋まで・・・・・
向井谷から小原までの水内川水系・

公共下水普及率 20.6% 合併浄化槽普及率 12.98%

(160/340) 160×3.2=512 人}
棟　　計 20.6%

総延長 12.4 ㎞ /22.2 ㎞完了

各支流の人口密集地より下流
各支流が本流と合流した地点

       93÷357×100=26.05%
109÷(1627-512)×100=9.78%
 　　　　総合計 768÷2483=30.93%

357 人 /26.05%

512人 /20.6%

1115 人 /9.78%

浄化槽普及率合計 30.93%

2008 年調査

1.5km

3.08km

2.56km

6.41km

29.23km

5.56km
4.6km

3.1km
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太田川の広島

湯
来
町
の
自
然
環
境
教
育

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
か
ら
、
生
涯

教
育
の
一
環
と
し
て
、
地
元
の
湯
来
中

学
校
の
生
徒
に
自
然
環
境
教
育
を
始
め
、

毎
週
金
曜
日
、
２
時
間
の
授
業
を
受
け

持
っ
て
い
ま
す
。
森
林
や
太
田
川
の
支

流
で
あ
る
水
内
川

み
の
ち
が
わ

の
生
態
系
を
調
べ
る

〈
自
然
調
べ
〉
の
授
業
で
す
。

始
め
た
当
時
は
、
農
家
の
子
供
が
６

割
も
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
肥
料
と
農
薬
の
違
い
も
知
ら
な

か
っ
た
。
無
関
心
な
ん
で
す
ね
。
し
か

し
、
彼
ら
は
興
味
が
あ
る
こ
と
は
面
白

が
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
調
べ
て
い
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
興
味
を
引
き
出
す
よ
う
な

教
え
方
を
工
夫
し
て
き
ま
し
た
。

大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
単
に
調
べ

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
循
環
型
社

会
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
の
言
葉
で
表

現
で
き
る
こ
と
を
訓
練
し
ま
す
。

今
の
子
供
た
ち
は
、
文
章
を
書
く
の

が
苦
手
だ
し
、
き
ち
ん
と
し
た
ひ
ら
が

な
が
書
け
な
い
で
も
平
気
で
す
。
小
学

校
で
ち
ゃ
ん
と
習
わ
な
い
で
き
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
中
学
生
の
う

ち
に
直
さ
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
大
人
に

な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、

文
章
の
構
成
だ
け
で
な
く
、
き
ち
ん
と

し
た
文
字
を
書
く
こ
と
も
要
求
し
ま
す
。

期
末
に
評
価
を
し
て
、〈
プ
チ
博
士
〉

の
称
号
を
授
与
す
る
の
で
す
が
、
Ａ
の

評
価
の
生
徒
に
は
２
級
、
Ｂ
の
評
価
の

生
徒
に
は
３
級
を
与
え
ま
す
。

〈
プ
チ
博
士
〉
３
級
の
生
徒
は
未
来

を
描
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
２
級
の

生
徒
は
、
そ
れ
に
加
え
て
次
の
対
策
を

打
て
る
こ
と
。
こ
の
２
点
を
ク
リ
ア
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
、
評
価
し
て
い
ま

す
。
１
級
の
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
１
級
は
マ
イ
ス
タ
�
。
私
を
し
の
ぐ

よ
う
に
な
ら
な
い
と
や
れ
な
い
よ
」
と

言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

湯
来
中
学
校
は
１
学
年
１
ク
ラ
ス
で
、

わ
ず
か
18
人
。
で
も
、
少
人
数
だ
か
ら

こ
そ
、
ち
ゃ
ん
と
向
き
合
っ
た
指
導
が

で
き
ま
す
。
こ
の
生
徒
た
ち
が
正
し
い

知
識
を
身
に
つ
け
て
、
行
動
し
て
く
れ

た
ら
、
分
断
さ
れ
て
い
る
循
環
型
社
会

を
取
り
戻
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

汝
、
人
で
あ
る
事
を
忘
れ
よ

そ
し
て
自
然
界
の
風
景
の
一
部
に

な
れ

さ
す
れ
ば
聞
こ
え
る
だ
ろ
う

野
生
の
嘆
き
が

こ
れ
は
、
ミ
ュ
�
ジ
ア
ム
自
然
界
に

掲
げ
て
い
る
言
葉
。
自
然
界
は
た
く
さ

ん
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
私
は
、

そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
感
性
を
、

生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
５
日

バランスシート

論文の発表

論文の発表

文字の精度

文字の精度

文章力

文章力

　1 山の論文　　　藍色
   2 棚田のまとめ　緑色
　3 水内川の調査　青色
　4 循環型社会　　赤色

コメント

バランスシート
　1 山の論文　　　藍色
   2 棚田のまとめ　緑色
　3 水内川の調査　青色
　4 循環型社会　　赤色

コメント

論文の発表 文字の精度 文章力

バランスシート
　1 山の論文　　　藍色
   2 棚田のまとめ　緑色
　3 水内川の調査　青色
　4 循環型社会　　赤色

コメント

態度
姿勢

間合い

説得力

読めるか

句読点

漢字数

几帳面
さ加減

文章言葉

文章組立

問題抽出

自己意見

訴求力

理解力声量

現状把握

解決策

前回の川の調査では、かなり良くなっていましたが今回の最終
論文では、随分悪くなりました。一年間の調査を集約し、文章を
構築する力が弱いと思われます。これまでの調査の要点をまとめ
る力を養って下さい。期待しています。

態度
姿勢

間合い

説得力

読めるか

句読点

漢字数

几帳面
さ加減声量

文章言葉

文章組立

問題抽出

自己意見

訴求力

理解力

現状把握

解決策

几帳面に良く書かれています。
現状を良く理解し、自分の意見をしっかりと述べています。OK !

態度
姿勢

間合い

説得力

読めるか

句読点

漢字数

几帳面
さ加減声量

文章言葉

文章組立

問題抽出

自己意見

訴求力

理解力

現状把握

解決策

几帳面に良く書かれています。
前回の「川」で指摘した事項が、良く改善されています。OK ! 水内川の生き物一覧表

図版提供／熊本隆繁

生き物の名前
キイロカワカゲロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　 　　　　　　　　　　11
ヒラタカゲロウ                                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
シロハラコカゲロウ                                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
エルモンヒラタカゲロウ                     　　　　　　5            　　　　 4           　　　　20          　　　　 8            　　　  1
ダビドサナエ                                    　　　　　　1
ニンギョウトビケラ                        　　　　　　193                                　　　　　　　　　　　　　    23
ミズグモ                                                           12                                      　　　　　　　　　　　　 10
ヒル                                                　　　　　　1　田んぼの排水と考えられる
ヒゲナガカワトビケラ                                      　　　　　　　　　　 8
タニシ                                                           　　　　　　　　　　 1 
ヘビトンボ                                                     　　　　　　　　　　 1
ヤマトビケラ                                                                　　　　　　　　　　　　　　  5            　　　　1
ムナグロナガレトビケラ                                                 　　　　　　　　　　　　　　  2
フタツメカワゲラ                                                          　　　　　　　　　　　　　　  1
サココカゲロウ                                                            　　　　　　　　　　　　　　 16
コグサヒメカワゲラ                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12
ウルマーシマトビケラ                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
ナミヒラタカゲロウ                                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
カワトンボ
その他                                                         　　　　　　　　　　  50             　　　　5
総数                                              　　　　　　212        　　　　  64           　　　　49        　　　　 60          　　　  14
水質階級                                           A　　A　  A       B   　 B　    B       A      A       A      A       A       A     A      A       A
　　PH/COD                               7.0/5.0  7.0/5.0 7.0/5.0  7.0/5.0  7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0  7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0 7.0/5.0

A 地点            B 地点            C 地点            D 地点             E 地点調査地点
調査年 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

2

2

2

2

4

1

1

9

1018

ランク別生き物の名前 / 調査日

A地点            B 地点            C 地点            D 地点             E 地点調査地点
調査年 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

カワゲラ
ヒラタカゲロウ
ナガレトビケラ
ヤマトビケラ
ヘビトンボ
ブユ
アミカ
サワガニ
ウズムシ / その他のA
コガタシマトビケラ
オオシマトビケラ
ヒラタドロムシ
コオニヤンマ
ゲンジボタル
スジエビ
ヤマトシジミ
イシマキガイ
カワニナ / その他のB
ミズムシ
タイコウチ
ミズカマキリ
イソコツブムシ
ニホンドロソコエビ
タニシ
ヒル / その他のC
セスジユスリカ
チョウバエ
サカマキガイ
エラミミズ
アメリカザリガニ / その他D

A

B

C

D

PH
COD
水質階級

63                        8                       8                                                1
3

14                                                                          

2                       3

1                        1

4
4

その他の判別不明 72

4

15

1

11                    148/

1

1

6

7.0
5.0
 A

7.0
5.0
 A

7.0
5.0
 A

7.0
5.0
 A

7.5
5.0
 C

水温

  5
20
20

  4

  2

  1
12
  4

  2
  5
  

 26

  45

  /11
    2
    3

180/

   1

   1
/10
 29
  

10/

12
23゜
7.0
5.0
B

15゜
7.0
10
 A

14゜
7.0
5.0
 B

16゜
7.0
5.0
 A

16゜
7.0
5.0
 A

20゜
7.0
5.0
 A

20.5゜
7.0
5.0
 A

24゜
7.0
5.0
A

21゜
7.0
5.0
B

  5
26゜
7.5
5.0
A

6/26 6/26 6/26 6/26 6/2610/19
  1
15

  2
  3

  1
  5

  1
  1

  5
  4

  3

  1

  

  5
  4
22

  2

  

  

  4
  2
30

  1

  1

  3

48 1 36

2008 - 2010年2005 - 2007年



川
通
り
に
名
前
を
つ
け
る

私
は
広
島
の
出
身
で
す
が
、
し
ば
ら

く
東
京
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
四
十

歳
代
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
改
め
て

「
広
島
の
川
っ
て
こ
ん
な
に
き
れ
い
だ

っ
た
ん
だ
」
と
気
づ
い
た
の
で
す
。

太
田
川
（
本
川
）
の
〈
基
町
環
境
護
岸
〉

や
京
橋
川
の
そ
ば
を
歩
き
、「
広
島
の

川
沿
い
に
は
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い

所
が
あ
る
ん
だ
」
と
び
っ
く
り
し
て
。

東
京
に
い
た
こ
ろ
、
駒
沢
公
園
で
ピ
ク

ニ
ッ
ク
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

駒
沢
通
り
に
分
断
さ
れ
た
、
本
当
に
狭

い
緑
地
で
。
そ
れ
で
も
、
わ
ず
か
な
自

然
を
み
ん
な
が
楽
し
ん
で
い
た
の
を
思

い
出
し
て
、
多
分
、
こ
う
い
う
所
が
東

京
に
あ
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
押
し
掛
け

て
く
る
の
に
、
と
思
い
ま
し
た
。

広
島
の
川
に
は
、
す
ぐ
そ
ば
に
道
が

あ
り
、
ア
ン
ダ
�
パ
ス
で
ず
っ
と
つ
な

が
っ
て
い
て
、
車
が
進
入
し
な
い
の
で

信
号
も
な
く
、
人
が
歩
き
や
す
い
。
サ

イ
ク
リ
ン
グ
に
も
最
適
で
す
。
こ
う
い

う
道
を
、
私
は
〈
川
通
り
〉
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
広
島
の
代
表
銘
菓
「
川
通
り

餅
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
ま
し
た
。
そ
れ

で
「
こ
こ
に
名
前
が
つ
い
た
ら
い
い
ね
」

と
仲
間
と
話
し
て
い
た
ん
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
す
る
機
会
が
あ

り
、
パ
リ
の
道
に
は
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
日
本
人
の

画
家
の
名
前
の
つ
い
た
道
も
あ
り
ま
す

よ
（
２
０
０
１
年
10
月
、
黒
田
清
輝
が
滞
在
し
た

こ
と
に
ち
な
ん
で
パ
リ
近
郊
の
グ
レ
ー
・
シ
ュ

ル
・
ロ
ワ
ン
市
の
命
名
に
よ
り
、R

ue
K

U
R

O
D

A

S
eiki：

黒
田
清
輝
通
り
が
誕
生
）
。
フ
ラ
ン
ス

人
の
懐
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま

し
た
。

日
本
の
道
路
っ
て
、
国
道
１
号
と
か

２
号
と
か
、
橋
の
た
も
と
も
西
詰
、
東

詰
と
か
、
味
気
な
い
。
人
物
名
が
冠
に

な
る
道
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
、「quai：

ケ
」
っ
て
言
う
ん

で
す
よ
ね
。
川
岸
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、

パ
リ
に
は
た
く
さ
ん
の
橋
が
か
か
っ
て

い
る
か
ら
、
地
図
を
見
る
と
右
岸
、
左

33 太田川の広島　　四季 太田川

隆杉 純子
たかすぎ じゅんこ

CAQ（ひろしま川通り活用委員会）

ポップラ・ペアレンツ・クラブ　代表幹事

岸
に
「
ケ
」
の
つ
い
た
名
前
を
よ
く
見

か
け
ま
す
。

１
９
９
０
年
（
平
成
２
）
ご
ろ
か
ら
、

国
土
交
通
省
、
広
島
県
、
広
島
市
に
よ

っ
て
、〈
水
の
都
ひ
ろ
し
ま
〉
構
想
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
広
島
に
戻
り
、

初
め
て
〈
水
の
都
ひ
ろ
し
ま
〉
の
ポ
ス

タ
�
を
見
た
と
き
に
、「
ま
っ
た
く
そ

う
だ
」
と
思
い
、
こ
の
こ
と
は
の
ち
の

ち
ま
で
頭
の
隅
に
残
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
た
ま
た
ま
就
い
た
職
場
が
、

〈
水
の
都
ひ
ろ
し
ま
〉
に
関
係
す
る
仕

事
を
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
市
民

活
動
助
成
事
業
の
こ
と
を
知
り
、
市
民

の
立
場
で
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て

み
た
い
と
、
川
通
り
に
名
前
を
つ
け
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
ま
し
た
。
市
民

活
動
の
経
験
は
な
く
、
市
民
団
体
に
も

属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
、
仲

間
を
集
め
て
グ
ル
�
プ
を
立
ち
上
げ
る

こ
と
が
必
要
。
と
い
う
こ
と
で
、
元
気

な
オ
ジ
サ
ン
が
集
う
ま
ち
づ
く
り
団
体

〈
お
や
じ
活
性
化
委
員
会
（
お
や
カ
ツ
）
〉

に
あ
や
か
っ
て
、
団
体
名
を
〈
ひ
ろ
し

ま
川
通
り
活
用
委
員
会
〉
と
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
に
す
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｑ

「C
om

it é
d'anim

ation des quais

」、

セ
ア
ッ
ク
と
読
み
ま
す
。

実
は
何
も
わ
か
ら
ず
、
勢
い
だ
け
で

始
め
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
治
水
と
か

防
災
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
に
し
ろ
〈
基
町
環
境
護
岸
〉

の
「
護
岸
っ
て
、
何
で
す
か
？
」
な
ん

て
言
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
。

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
の
夏
に
、
本

川
の
〈
基
町
環
境
護
岸
〉
と
京
橋
川
と
、

元
安
川
の
原
爆
ド
�
ム
の
あ
る
左
岸
を

重
点
地
域
に
定
め
て
、
名
前
（
愛
称
）
を

募
集
し
ま
し
た
。

大
切
な
の
は
ス
ト
ー
リ
ー

京
橋
川
の
場
合
は
、
オ
�
プ
ン
カ
フ

ェ
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、〈
京
橋

オ
�
プ
ン
カ
フ
ェ
通
り
〉、
と
い
う
意

見
が
多
か
っ
た
。

原
爆
ド
�
ム
側
の
左
岸
は
、
私
も
広

島
生
ま
れ
の
人
間
と
し
て
、
絶
対
に

〈
８
月
６
日
通
り
〉
と
い
う
名
前
を
つ

け
た
い
、
と
画
策
し
ま
し
た
。
と
い
う
の

は
１
９
４
５
年
５
月
８
日
通
り
（R

ue

du
8 M

ai
1945

）
と
い
う
通
り
が
パ

リ
に
あ
る
か
ら
で
す
。
ド
イ
ツ
が
降
伏

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
解
放
さ
れ
た
戦
勝

記
念
日
を
通
り
の
名
前
に
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。

で
す
か
ら
何
か
の
き
っ
か
け
で
「
こ

れ
は
何
？
」
と
聞
か
れ
た
と
き
に
、
史

実
が
学
べ
る
と
い
う
の
が
良
い
な
、
と

思
っ
て
。

そ
れ
で
〈
京
橋
オ
�
プ
ン
カ
フ
ェ
通

り
〉〈
８
月
６
日
通
り
〉
が
決
ま
っ
て
、

〈
基
町
環
境
護
岸
〉
は
そ
の
緑
地
帯
に

堂
々
と
立
つ
２
つ
の
木
、
ポ
プ
ラ
と
ニ

セ
ア
カ
シ
ア
の
ど
ち
ら
が
代
表
樹
木
か

と
意
見
が
分
か
れ
た
ん
で
す
が
、
背
が

高
く
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
風
景
を
つ
く

る
の
は
ポ
プ
ラ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

修正測量：1969年（昭和44）　発行：1970年（昭和45）　
太田川放水路完成／農地の市街地化が進む／平和大通り／平和記念公園
西日本重工業→三菱造船／埋立地に東洋工業／広島空港／市民球場

左上：ポプラを残すためにデザインされた丸
い護岸。　上：ポップラ2世の近景。
写真撮影／坪島 遊さん （2011年6月9日撮影）
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ま
し
た
。
そ
れ
で
〈
基
町P

O
P
'L

a

（
ポ
ッ
プ
ラ
）
通
り
〉
に
決
め
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

普
通
の
ポ
プ
ラ
に
対
し
て
ポ
ッ
プ
ラ

と
提
案
し
て
く
れ
た
大
学
生
が
い
て
、

彼
はP

O
P
'L

a

と
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

P
O

P

の
あ
と
に
ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ
�
を

つ
け
て
。「
ポ
プ
ラ
な
ん
だ
け
れ
ど
、

み
ん
な
が
弾
ん
で
い
る
よ
う
な
語
感
を

出
し
た
か
っ
た
」
と
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
東
京
工
業
大

学
名
誉
教
授
の
中
村
良
夫
先
生
が
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
た
〈
基
町
環
境
護
岸
〉
が
、

土
木
学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
特
別
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。

１
９
７
９
年
（
昭
和
54
）
に
護
岸
工
事

が
始
ま
り
、
完
成
し
た
の
が
１
９
８
３

年
（
昭
和
58
）
。
20
年
経
過
し
た
２
０
０

３
年
（
平
成
15
）
に
受
賞
し
、
折
し
も
市

民
が
愛
称
を
つ
け
、
偶
然
な
の
か
、
ご

縁
が
重
な
り
ま
し
た
。

先
生
は
、
治
水
の
常
識
で
は
撤
去
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
高

水
敷
の
ポ
プ
ラ
や
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
の
木

を
残
さ
れ
ま
し
た
。
中
村
先
生
が
「
景

観
は
長
い
時
間
を
か
け
育
て
る
も
の
で

す
。
20
年
く
ら
い
経
た
な
い
と
、
そ
の

良
さ
は
わ
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
木
が
ま
さ
に
〈
基
町

環
境
護
岸
〉
の
象
徴
と
し
て
、
市
民
か

ら
愛
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

「
川
通
り
の
命
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

し
て
い
る
う
ち
に
、
名
づ
け
る
こ
と
が

ゴ
�
ル
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
松
波
計
画
事
務
所

の
所
長
を
は
じ
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
重

鎮
か
ら
「
愛
称
だ
か
ら
、
定
着
す
る
か

し
な
い
か
は
こ
れ
か
ら
の
活
動
次
第
」

と
説
教
さ
れ
ま
し
た
。「
で
は
、
次
に

何
を
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
思
っ

た
と
き
に
、
ポ
ッ
プ
ラ
が
何
者
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
木

の
来
歴
を
調
べ
よ
う
、
と
２
０
０
４
年

（
平
成
16
）
の
春
、
助
成
金
を
い
た
だ
い

て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ポ
ッ
プ
ラ
・
ス

ト
�
リ
�
」
を
始
め
ま
し
た
。

『
夕
凪
の
街
桜
の
国
』（
双
葉
社
２
０
０
４
）

と
い
う
漫
画
を
、
こ
う
の
史
代
さ
ん
が

描
か
れ
て
、
映
画
に
も
な
っ
て
い
る
ん

で
す
が
、〈
基
町P

O
P
'L

a

通
り
〉
に
は
、

戦
後
、
簡
易
木
造
住
宅
（
バ
ラ
ッ
ク
）
が

建
て
ら
れ
て
多
く
の
人
が
住
ん
で
い
ま

し
た
。
ひ
た
む
き
に
生
き
た
人
々
の
生

活
の
様
子
は
、
こ
う
の
さ
ん
の
優
し
い

筆
の
タ
ッ
チ
で
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
ポ
ッ
プ
ラ
の
こ
と
を
調
べ

て
い
く
と
、
河
岸
緑
地
に
バ
ラ
ッ
ク
が

ひ
し
め
く
中
で
、
家
と
家
の
間
に
垣
根

が
わ
り
に
木
を
植
え
た
、
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

原
爆
投
下
後
は
75
年
間
、
草
木
も
生

え
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
は
供
木
運
動
で
た
く
さ
ん
の
木
が
寄

せ
ら
れ
た
り
、
み
ん
な
が
一
生
懸
命
に

木
を
植
え
て
育
て
た
り
し
た
時
代
が
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
ポ
プ
ラ
は

成
長
の
早
い
木
と
し
て
、
積
極
的
に
育

て
ら
れ
ま
し
た
。
苗
圃

び
ょ
う
ほ

と
い
う
と
こ
ろ

で
苗
木
を
育
て
て
、
１
９
５
３
年
（
昭

和
28
）
か
ら
１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
の
間

に
、
毎
年
２
０
０
０
本
程
度
の
苗
木
を

基
町
地
区
に
配
布
し
た
と
い
う
記
録
が

出
て
き
た
ん
で
す
。

中
村
先
生
か
ら
見
せ
て
い
た
だ
い
た

当
時
の
資
料
に
も
、
ポ
プ
ラ
と
思
わ
れ

る
木
が
い
っ
ぱ
い
写
っ
て
い
ま
し
た
。

〈
基
町P

O
P
'L

a

通
り
〉
に
は
、
ポ
プ
ラ

の
木
が
仲
良
く
２
本
並
ん
で
立
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）

の
護
岸
整
備
中
に
１
本
が
伐
ら
れ
ま
し

た
。

ポ
ッ
プ
ラ
・
ペ
ア
レ
ン
ツ
・

ク
ラ
ブ
結
成

中
村
研
究
室
の
卒
業
生
で
あ
る
前
田

文
章
さ
ん
に
、
た
ま
た
ま
広
島
で
出
会

い
、
活
動
に
か
か
わ
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
先
生
が
受
賞
さ
れ
て
、
通
り
の
愛

称
が
決
ま
っ
て
、「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
中

村
先
生
に
来
て
い
た
だ
い
て
護
岸
を
歩

い
て
み
よ
う
」、
現
地
研
修
会
イ
ベ
ン

ト
（
水
辺
デ
ザ
イ
ン
ウ
ォ
ー
ク
）
を
行
な
い

ま
し
た
。

私
が
ポ
ッ
プ
ラ
と
出
会
い
過
ご
す
時

間
は
、
そ
う
長
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

樹
齢
60
年
く
ら
い
で
し
た
か
ら
、
と
う

と
う
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
９
月
７
日

に
台
風
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

当
時
の
太
田
川
河
川
事
務
所
の
西
牧
所

長
は
、「
最
大
瞬
間
風
速
60
ｍ
の
台
風



だ
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
倒
れ
た
ポ
ッ
プ
ラ
を
ど
う
す
る
か
？
」

同
じ
場
所
に
再
び
起
こ
し
た
い
と
い
う

意
見
に
反
対
す
る
人
も
い
ま
し
た
が
、

こ
の
木
に
対
し
て
愛
着
を
抱
く
多
く
の

フ
ァ
ン
が
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
市
民

の
願
い
を
受
け
入
れ
て
、
太
田
川
河
川

事
務
所
が
維
持
管
理
工
事
と
し
て
ポ
ッ

プ
ラ
を
元
の
場
所
に
植
え
直
す
こ
と
を

決
め
ま
し
た
。

た
だ
、
樹
高
約
26
ｍ
も
あ
っ
た
割
に

は
根
が
浅
く
、
こ
の
根
で
支
え
ら
れ
る

高
さ
の
限
界
は
11
ｍ
。
枝
も
切
り
詰
め

ら
れ
て
、
痛
々
し
い
姿
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
植
え
直
し
た
は
い
い
が
、

風
景
が
全
然
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
よ
。「
え
っ
、
棒
が
立
っ
て
い
る
み

た
い
！
」
と
思
い
ま
し
た
。

何
シ
�
ズ
ン
か
、
新
芽
を
つ
け
ま
し

た
が
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
の
春
に

は
、
と
う
と
う
芽
吹
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

結
局
、
ひ
こ
ば
え
を
育
て
る
こ
と
に

な
っ
て
、
ポ
ッ
プ
ラ
は
伐
採
し
て
切
り

株
ベ
ン
チ
と
し
て
残
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
切
り
株
ベ
ン
チ
も
腐
食
が
進
ん
で

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
２
月
に
土
に
戻

り
ま
し
た
。
ひ
こ
ば
え
は
結
構
た
く
さ

ん
生
え
て
き
て
、
こ
の
場
所
以
外
で
も
、

ベ
ビ
�
ポ
ッ
プ
ラ
と
し
て
里
親
さ
ん
に

育
て
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ひ
こ
ば
え

樹
木
の
切
り
株
や
根
元
か
ら
生
え
て
く
る
若
芽
の
こ

と
。

そ
の
間
、
２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
に

は
、
ポ
ッ
プ
ラ
の
再
生
を
応
援
す
る
企

業
と
市
民
グ
ル
�
プ
と
有
志
が
集
ま
っ

て
、
ポ
ッ
プ
ラ
・
ペ
ア
レ
ン
ツ
・
ク
ラ

ブ
（
以
下
Ｐ
Ｐ
Ｃ
）
が
誕
生
し
ま
し
た
。

会
則
も
会
費
も
な
い
、
自
由
な
集
ま
り

で
す
。
市
民
活
動
の
き
っ
か
け
は
ポ
プ

ラ
の
木
で
し
た
が
、
こ
の
緑
地
全
体
に

視
野
を
広
げ
よ
う
と
思
い
、
西
牧
所
長

の
後
任
で
来
ら
れ
た
水
野
所
長
に
「
も

っ
と
か
か
わ
り
た
い
」
と
お
願
い
し
ま

し
た
。

水
野
所
長
は
「
社
会
実
験
と
い
う
枠

組
み
の
中
で
、
緑
地
の
管
理
の
手
伝
い

を
す
る
、
と
い
う
取
り
組
み
が
あ
る
よ
」

と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

ア
ド
プ
ト
（a

d
o

p
t

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い

う
も
の
で
、
Ｐ
Ｐ
Ｃ
は
、
〈
基
町

P
O

P
'L

a

通
り
〉
の
管
理
者
で
あ
る
太

田
川
河
川
事
務
所
と
〈
愛
さ
れ
る
水
辺

の
創
出
協
定
〉
を
結
び
、
清
掃
や
除
草
、

水
辺
の
に
ぎ
わ
い
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
に
、

野
外
上
映
会
な
ど
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
草
刈
り
機
は
河

川
事
務
所
が
提
供
し
、
私
た
ち
は
汗
を

流
し
ま
す
。
Ｐ
Ｐ
Ｃ
は
市
民
団
体
や
企

業
の
集
合
体
な
の
で
、
メ
ン
バ
�
と
管

理
者
の
連
絡
な
ど
は
Ｃ
Ａ
Ｑ
（
セ
ア
ッ
ク
）

が
代
表
幹
事
と
し
て
と
り
ま
と
め
て
い

ま
す
。

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
４
月
に
〈
基

町P
O

P
'L

a

通
り
〉
の
管
理
者
が
国
か

ら
市
へ
変
わ
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
広

島
市
緑
政
課
と
の
新
し
い
協
定
の
も
と
、
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活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

川
が
あ
る
豊
か
さ

良
い
マ
ン
シ
ョ
ン
物
件
の
条
件
は
１

に
立
地
、
２
に
施
工
、
３
に
管
理
、
と

聞
き
ま
す
が
、
そ
れ
に
た
と
え
る
と
、

〈
基
町P

O
P
'L

a

通
り
〉
は
１
の
立
地
、

中
村
先
生
が
な
さ
っ
た
設
計
は
２
の
施

工
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
が

お
手
伝
い
で
き
る
の
は
３
の
管
理
。
愛

着
を
持
っ
て
大
切
に
す
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
　

広
島
の
川
の
良
さ
は
、
そ
の
ス
ケ
�

ル
感
と
蛇
行
し
て
い
る
ゆ
っ
た
り
感
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
多
摩
川
っ

て
、
対
岸
が
遠
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

広
島
の
川
は
対
岸
が
見
え
る
。
特
に
デ

パ
�
ト
や
映
画
館
の
あ
る
中
心
部
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
北
を
向
く
と
山
が
あ
っ
て
川

が
あ
る
。
そ
の
パ
ノ
ラ
マ
が
魅
力
的
な

ん
で
す
。

先
代
ポ
ッ
プ
ラ
は
倒
れ
た
け
れ
ど
、

命
が
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
て
、
ひ
こ
ば

え
が
ポ
ッ
プ
ラ
２
世
と
し
て
す
く
す
く

と
育
っ
て
い
ま
す
。
10
ｍ
に
な
り
ま
し

た
。広

島
は
水
害
に
は
悩
ま
さ
れ
て
き
た

け
れ
ど
、
そ
の
分
、
豊
か
さ
を
享
受
し

て
き
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
自
然
の
脅

威
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
を
飲
み
込
む

け
れ
ど
、
ま
た
新
し
い
命
も
生
み
出
す

ん
で
す
ね
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
５
日

修正測量：1977年（昭和52）　発行：1978年（昭和53）　
西側地区の埋立・造成／基町高層アパート／山陽新幹線／国道2号のバイパス

干満により表情が変わる広島の川を、雁木タクシーなど舟が行き交う。曲線を描く玉石の
基町環境護岸（愛称：基町POP'La通り）と、後景に基町高層アパート。東南方向には、
広島城、美術館、デパート、官庁街など都市機能ゾーン。寺町のビル（8F三原事務所）か
ら撮影（2011年４月６日）



戦
災
復
興
計
画
、

研
究
の
き
っ
か
け

１
９
６
６
年
（
昭
和
41
）
に
大
学
院
の

修
士
課
程
を
出
て
、
広
島
に
来
ま
し
た
。

来
た
途
端
に
総
合
計
画
策
定
の
委
員
と

か
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
り
、
調
査
を

し
た
り
で
３
、
４
年
間
は
県
や
市
の
た

め
に
無
茶
苦
茶
働
い
て
い
た
ん
で
す
。

都
心
部
に
お
け
る
戦
災
復
興
計
画
と

い
う
の
は
、
そ
の
と
き
に
は
も
う
、
ほ

と
ん
ど
終
了
段
階
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

復
興
の
次
の
段
階
と
し
て
、
人
口
が
周

辺
部
に
ス
プ
ロ
�
ル
式
に
増
え
て
い
っ

た
。
北
の
方
角
で
す
と
、
祇
園
、
安
古

や
す
ふ
る

市い
ち

、
佐
東
町
と
か
、
東
に
行
く
と
マ
ツ

ダ
、
府
中
、
海
田

か
い
た

市い
ち

、
瀬
野
川
と
か
、

西
は
五
日
市
、
廿
日
市
と
か
。

広
島
で
は
、
ま
ず
１
９
３
３
年
（
昭

和
８
）
に
大
き
な
合
併
の
波
が
あ
り
、

そ
れ
以
降
は
被
爆
し
た
と
き
ま
で
、
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
周

辺
部
の
都
市
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
実

際
的
な
行
政
区
域
を
つ
く
っ
て
い
こ
う

と
い
う
目
的
で
、
再
び
合
併
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
１
９
５
５
年

（
昭
和
30
）
と
１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に

戸
坂

へ
さ
か

、
井
出
、
井
口
三
村
を
合
併
、
次

に
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
ぐ
ら
い
か
ら
、

周
辺
部
も
合
併
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
合
併
建
設
計
画
と
い
う
手

厚
い
計
画
が
策
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、

私
は
そ
の
内
側
の
ほ
う
の
戸
坂
と
い
う
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石丸 紀興
いしまる のりおき

元・広島国際大学教授

1940年旧・満州（中国東北部）生まれ 。1966年東京大学大学

院工学研究科修士課程修了。同年 広島大学工学部助手、1988

年広島大学工学部助教授を経て、1996年同学部教授。1999年同

大学大学院国際協力研究科教授。2003年広島国際大学社会環境

科学部教授。2011年4月より広島・平和・地域再生研究所主宰、

6月に株式会社広島諸事・地域再生研究所設立。

主な著書に『広島被爆40年史　都市の復興』（広島市企画調整

局文化担当 1985）、『世界平和記念聖堂―広島にみる村野藤吾

の建築』（相模書房 1988）、『近代日本の建築活動の地域性―広

島の近代建築とその設計者たち』（共著／溪水社 2008）ほか

世界で最初に原子爆弾の投下を受け、

軍都から平和都市へと変貌を遂げた広島。

その背後には、都市計画の上からも大変な苦労がありました。

戦争が終わって、66年。石丸紀興さんは、

多くの犠牲の上に成立したこの平和の意味を、

風化させまいと調査、発信し続けています。

所
で
地
域
整
備
計
画
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

住
民
参
加
の
方
式
、
今
で
い
え
ば
ワ
�

ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
や
る
と
宣
言
し
て
、

〈
考
え
る
会
〉
と
い
う
会
を
つ
く
り
ま

し
た
。

１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
で
す
か
ら
、

時
期
と
し
て
は
も
の
す
ご
く
早
い
。
だ

か
ら
行
政
の
人
な
ん
か
、「
住
民
参
加

な
ん
か
で
や
る
ん
だ
っ
た
ら
や
め
て
く

れ
」
と
、
も
の
す
ご
く
ブ
レ
�
キ
を
か

け
て
き
ま
し
た
が
、
私
も
、「
も
う
世

の
中
、
こ
う
い
う
時
代
な
ん
だ
か
ら
」

と
押
し
切
っ
て
、
２
カ
年
度
で
や
っ
た

ん
で
す
。

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
『
広
島
市

周
辺
部
整
備
基
本
計
画
』
と
い
う
報
告

書
に
ま
と
め
た
途
端
に
、
行
政
か
ら
一

気
に
排
除
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

大
袈
裟
に
い
う
と
私
の
青
春
の
結
構
な

年
月
を
捧
げ
、
自
分
の
時
間
を
削
っ
て
、

行
政
の
仕
事
を
し
て
き
た
つ
も
り
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
一
気
に
排
除
さ
れ
ま
し

た
。
危
険
人
物
視
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
委
員
会
か
ら
も
、
す
べ
て
外
さ
れ
ま

し
た
。

私
は
も
っ
け
の
幸
い
だ
、
と
考
え
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
、
い
く
つ
か
あ
る
、
と

思
い
、
一
つ
は
学
位
論
文
を
書
き
ま
し

た
。
そ
れ
と
併
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
た

の
は
、
復
興
計
画
に
か
か
わ
っ
た
人
た

ち
の
オ
�
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
�
収
集
で
す
。

私
が
こ
の
研
究
を
始
め
た
の
に
は
、
こ

う
し
た
経
緯
が
あ
る
の
で
す
。

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
残
す

た
ま
た
ま
県
庁
の
人
と
、
広
島
土
木

建
築
事
務
所
の
所
長
と
で
雑
談
を
し
て

い
る
と
、
所
長
が
「
自
分
は
、
最
初
に

平
和
大
通
り
（
百
メ
ー
ト
ル
道
路
）
の
線
を

引
い
た
ん
だ
」
と
言
う
ん
で
す
。
そ
ん

な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
線
を
引
い
た

か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
実
現
す
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
ち
ょ
っ
と
ビ
ッ
ク
リ
し
て

で
す
ね
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
人
の
話
を

聞
い
た
り
、
調
査
し
な
く
て
は
い
け
な

い
な
、
と
思
い
ま
し
た
。

オ
�
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
�
を
聞
く
に
は

少
し
遅
か
っ
た
ん
で
す
が
、
１
９
７
８

年
（
昭
和
53
）
か
ら
聞
き
書
き
を
始
め
ま

し
た
。
最
初
の
研
究
成
果
を
発
行
し
た

の
は
、
そ
の
翌
年
で
す
。
や
っ
て
い
る

う
ち
に
何
人
か
の
方
は
亡
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
少
し
遅
く
は
あ
っ
た
ん
で

す
が
、
ギ
リ
ギ
リ
間
に
合
っ
た
。

当
時
、
行
政
の
人
事
は
、
か
つ
て
の

内
務
省
、
そ
の
後
の
建
設
省
（
現
・
国
土

交
通
省
）
が
コ
ン
ト
ロ
�
ル
し
て
い
ま
し

た
。
地
域
の
都
市
計
画
課
の
課
長
な
ん

て
い
う
の
は
、
下
（
県
）
か
ら
上
が
っ

て
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
内
務
省
が
派

遣
し
て
く
る
。
地
域
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク

が
あ
っ
て
、
広
島
県
で
課
長
を
や
っ
て
、

本
省
に
戻
っ
た
り
、
愛
知
県
や
福
岡
県

に
行
く
。
そ
れ
で
地
位
が
上
が
っ
て
い

く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
、
広
島
県
で
課
長
ポ
ス
ト
に
就
く
。



最
初
に
聞
き
に
行
っ
た
太
鼓
矢

た
い
こ
や

守
さ

ん
は
、
か
つ
て
の
朝
鮮
で
街
路
事
業
、

下
水
、
防
空
壕
を
や
っ
て
い
た
人
で
、

１
９
４
６
年
（
昭
和
21
）
４
月
以
降
に
日

本
に
帰
っ
て
き
て
い
ま
す
。
山
岡
敬
介

と
い
う
人
が
当
時
の
朝
鮮
総
督
府
の
勅

任
技
師
で
、
の
ち
に
内
務
省
に
入
り
ま

す
。
戦
災
復
興
院
は
内
務
省
の
管
轄
だ

っ
た
の
で
、
太
鼓
矢
さ
ん
は
山
岡
か
ら

都
市
計
画
課
に
斡
旋
さ
れ
た
。
百
メ
�

ト
ル
道
路
の
話
を
最
初
に
聞
い
た
の
は
、

こ
の
人
か
ら
で
す
。

復
興
計
画
当
時
の
課
長
は
１
９
７
８

年
（
昭
和
53
）
ご
ろ
東
京
に
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
が
、
あ
ま
り
会
わ
せ
た
く

な
い
よ
う
な
様
子
で
し
た
。
で
も
、
会

わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
、

出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。
課
長
だ
っ
た

の
は
竹
重

た
け
し
げ

貞
蔵
さ
ん
で
、
原
爆
投
下
の

前
の
日
に
自
転
車
が
パ
ン
ク
し
た
お
蔭

で
、
直
撃
を
免
れ
て
い
ま
す
。
今
の
本ほ

ん

川か
わ

小
学
校
の
所
に
県
庁
の
出
先
機
関
が

あ
っ
て
、
３
㎞
ほ
ど
離
れ
た
寮
を
毎
朝

８
時
に
自
転
車
で
出
て
い
た
。
前
の
日

に
自
転
車
が
パ
ン
ク
し
た
の
で
徒
歩
で

帰
宅
し
、
当
日
の
朝
は
同
じ
時
間
に
徒

歩
で
出
勤
し
た
た
め
に
、
投
下
さ
れ
た

と
き
は
爆
心
地
か
ら
２
㎞
ほ
ど
離
れ
た

観
音
と
い
う
所
に
い
て
助
か
っ
た
の
で

す
。私

が
聞
き
取
り
を
始
め
た
当
時
、
ト

ヨ
タ
財
団
に
助
成
金
の
制
度
が
あ
り
、

申
請
し
て
認
め
ら
れ
た
ん
で
、
休
み
に

な
る
と
テ
�
プ
レ
コ
�
ダ
�
を
提
げ
て
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あ
ち
こ
ち
出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。

戦
災
復
興
院
を
設
立
し
た
大
立
て
者

は
、
や
は
り
東
京
に
い
て
中
央
で
コ
ン

ト
ロ
�
ル
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
そ
の
内
の
大
橋
武
夫
さ
ん
、
山

田
正
男
さ
ん
、
佐
藤
昌

あ
き
ら

さ
ん
な
ど
に
も

話
を
聞
き
ま
し
た
。

大
橋
武
夫
（
１
９
０
４
〜
１
９
８
１
年
）

陸
軍
少
将
大
橋
常
三
郎
の
長
男
。
１
９
２
８
年
に
東

京
帝
国
大
学
法
学
部
を
首
席
で
卒
業
、
内
務
省
に
入

省
す
る
。
厚
生
省
労
働
局
賃
金
課
長
、
内
務
省
土
木

局
計
画
課
長
。
戦
災
復
興
院
設
立
に
伴
い
、
計
画
局

長
、
同
次
長
を
経
て
、
１
９
４
９
年
当
時
の
民
主
自

由
党
か
ら
出
馬
し
当
選
。
１
９
５
０
年
第
３
次
吉
田

内
閣
第
１
次
改
造
内
閣
で
法
務
総
裁
に
抜
擢
さ
れ
、

国
家
公
務
員
の
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
を
指
揮
し
た
。
翌
年
、

警
察
予
備
隊
担
当
国
務
大
臣
、
１
９
６
２
年
第
２
次

池
田
内
閣
第
２
次
改
造
内
閣
で
労
働
大
臣
、
１
９
６

６
年
の
第
１
次
佐
藤
内
閣
、
第
３
次
改
造
内
閣
で
は

運
輸
大
臣
を
歴
任
す
る
。

山
田
正
男
（
１
９
１
３
〜
１
９
９
５
年
）

１
９
３
７
年
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
土
木
工
学
科
を

卒
業
。
内
務
省
都
市
計
画
課
か
ら
戦
災
復
興
院
計
画

局
に
移
り
復
興
計
画
に
携
わ
っ
た
。
当
時
の
上
司
は

石
川
栄
耀
。
１
９
３
０
年
代
か
ら
１
９
７
１
年
首
都

高
速
道
路
公
団
を
退
任
す
る
ま
で
、
首
都
高
速
道

路
・
東
京
外
環
自
動
車
道
な
ど
の
立
案
・
設
計
に
積

極
的
に
関
与
。
東
京
都
建
設
局
長
・
東
京
都
首
都
整

備
局
長
・
首
都
高
速
道
路
公
団
理
事
長
な
ど
を
歴
任

し
た
。

佐
藤
昌
（
１
９
０
３
〜
２
０
０
３
年
）

１
９
２
７
年
東
京
帝
国
大
学
卒
業
後
、
内
務
省
復
興

局
、
満
州
国
ハ
ル
ピ
ン
特
別
市
都
市
計
画
局
技
佐
、

都
市
建
設
局
土
木
課
長
、
新
京
特
別
市
工
務
処
公
園

科
長
を
歴
任
。
官
庁
造
園
技
師
と
し
て
日
本
国
内
や

戦
前
の
満
州
で
多
く
の
公
園
緑
地
計
画
と
都
市
の
計

画
設
計
に
携
わ
る
。
戦
後
は
神
奈
川
県
土
木
部
都
市

計
画
課
長
、
建
設
省
計
画
局
施
設
課
長
を
務
め
た
。

名
古
屋
が
面
白
そ
う
だ
と
か
、
大
阪

が
面
白
そ
う
だ
と
か
、
あ
ち
こ
ち
行
き

ま
し
た
。
長
崎
大
学
に
は
土
木
は
あ
る

ん
だ
け
れ
ど
建
築
は
な
い
。
か
つ
て
の

長
崎
造
船
大
学
、
今
の
長
崎
総
合
科
学

大
学
に
は
都
市
計
画
を
や
っ
て
い
る
面

白
い
連
中
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
が
、

長
崎
の
復
興
計
画
の
こ
と
は
あ
ま
り
研

究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
長

崎
に
も
４
、
５
回
通
い
ま
し
た
よ
。
冊

子
と
し
て
は
広
島
で
３
冊
、
長
崎
で
１

冊
ま
と
め
ま
し
た
。

建
物
疎
開

建
物
疎
開
自
体
は
全
国
で
行
な
わ
れ

ま
し
た
か
ら
、
広
島
だ
け
が
特
別
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
四

条
通
や
御
池
通
な
ど
は
、
み
ん
な
建
物

疎
開
に
よ
っ
て
拡
幅
す
る
こ
と
に
な
っ

た
道
路
で
す
。
も
し
も
建
物
疎
開
を
や

っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
昔
の
幅
員
の
ま

ま
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

百
メ
�
ト
ル
道
路
は
、
戦
時
中
に
防

火
帯
を
つ
く
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
建

物
疎
開
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。

東
京
や
大
阪
に
大
空
襲
が
起
き
た
こ
と

で
、
広
島
も
危
な
い
と
い
う
認
識
が
深

ま
っ
て
、
防
火
帯
の
整
備
が
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
鶴
見
橋
か
ら
小
網
町

を
横
切
っ
て
観
音
の
辺
り
ま
で
が
広
島

の
中
心
部
。
そ
こ
を
守
る
に
は
、
道
路

を
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
拡
幅
し
た
ん
で
は

足
り
な
い
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。

そ
れ
で
１
９
４
４
年
（
昭
和
19
）
の
11
月
、

12
月
あ
た
り
か
ら
建
物
疎
開
が
始
ま
る

ん
で
す
。

初
め
は
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
進
め
て
は
い

た
ん
で
す
が
、
終
戦
の
年
の
５
月
ぐ
ら
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軍事施設と被災区域
『広島被爆40年史　都市の復興』（広島市市民局文化スポーツ部文化振興課提供の軍事施設配置図と被災区域図）及び

国土地理院2万5千分1地形図（昭和32年発行）「広島」より編集部で作図

い
う
意
識
で
い
ま
し
た
。
都
市
計
画
は

往
々
に
し
て
進
ま
な
い
か
ら
、
こ
れ
を

機
に
や
っ
て
し
ま
い
た
い
、
と
い
う
気

持
ち
が
働
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
で
し

ょ
う
。

こ
れ
は
広
島
市
民
も
知
ら
な
い
こ
と

な
ん
で
す
が
、
１
９
４
６
年
（
昭
和
21
）

に
最
初
に
立
て
ら
れ
た
街
路
計
画
、
公

園
緑
地
計
画
で
は
、
現
在
の
百
メ
�
ト

ル
道
路
と
平
行
し
て
も
う
１
本
計
画
道

路
が
あ
っ
て
、
計
画
図
に
も
載
っ
て
い

ま
す
。
太
鼓
矢
さ
ん
は
「
川
が
６
本
あ

る
か
ら
横
（
東
西
の
道
路
）
は
２
本
欲
し

い
と
思
っ
た
し
、
私
自
身
と
に
か
く
太

い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
が
夢
だ

っ
た
か
ら
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
さ
す
が
に
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）

ぐ
ら
い
の
段
階
で
縮
小
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。し

か
し
、
百
メ
�
ト
ル
道
路
は
、
結

果
的
に
は
建
設
省
（
当
時
）
絡
み
の
人
事

が
が
っ
ち
り
と
ガ
�
ド
し
て
い
た
た
め
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太田川の広島

平和大通りと建物疎開

『広島被爆40年史　都市の復興』（広島市市民局文化スポーツ部文化振興課提供の平和大通り図）及び、国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「広島」より編集部で作図

太
田
川
放
水
路

天
満
川

本
川

元
安
川平和記念公園 建物疎開場所 

新
己
斐
橋 

緑
橋 

西
平
和
大
橋 

平
和
大
橋 

京
橋
川

鶴
見
橋 

に
実
現
し
た
の
で
す
。

戦
後
の
区
画
整
理

建
物
疎
開
を
し
た
と
は
い
え
、
全
部

が
空
き
地
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
復
興
計
画
は
１
９
４
６
年

（
昭
和
21
）
の
９
月
、
10
月
あ
た
り
に
は

計
画
決
定
し
て
き
ま
す
か
ら
、
建
築
規

制
が
か
か
っ
て
、
少
な
く
と
も
新
た
な

建
物
が
建
つ
こ
と
は
規
制
さ
れ
た
。

資
料
は
焼
却
処
分
さ
れ
た
た
め
出
て

こ
な
い
ん
で
す
が
、
建
物
疎
開
を
し
た

と
き
に
わ
ず
か
で
す
が
補
償
し
て
い
ま

す
。
戦
後
は
バ
ラ
ッ
ク
が
ど
ん
ど
ん
建

つ
の
で
す
が
、
い
っ
た
ん
補
償
を
も
ら

っ
て
ど
い
て
い
る
建
物
疎
開
の
人
は
、

建
て
る
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
躊
躇

ち
�
う
ち
ょ

し
て
い

た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

戦
災
復
興
は
、
と
に
か
く
測
量
を
し

て
、
図
面
を
つ
く
っ
て
、
土
地
の
調
査

を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
区
画
整
理
。
本
来
は
全
部
を
市

が
や
る
べ
き
で
す
が
、
全
部
は
や
り
き

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
平
和
公
園
付

近
で
半
分
に
割
っ
て
、
東
側
を
広
島
市

が
、
西
側
を
県
が
や
り
ま
し
た
。

換
地
処
分
と
い
う
の
で
す
が
、
区
画

整
理
に
と
き
に
は
、
権
利
を
ク
リ
ア
す

る
た
め
に
元
地

も
と
ち

に
対
し
て
一
定
比
率
の

換
地
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
比
率
は
ま

ち
ま
ち
で
す
が
、
広
島
の
場
合
は
３
割

と
か
４
割
と
か
減
歩
さ
れ
、
か
な
り
削

い
に
な
る
と
「
今
ま
で
の
や
り
方
じ
ゃ
、

も
う
追
っ
つ
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、
粟
屋
仙
吉
市
長
の
指
示
で
ス

ピ
�
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
生

と
か
国
民
義
勇
隊
な
ど
も
動
員
さ
れ
て
、

赤
紙
が
貼
ら
れ
た
家
を
片
っ
端
か
ら
壊

し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
ひ
ど
い
場
合
は
、

24
時
間
以
内
の
退
去
を
命
じ
ら
れ
た
家

も
あ
り
ま
し
た
。
原
爆
投
下
の
瞬
間
も
、

屋
外
で
建
物
疎
開
の
作
業
を
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
建
物
疎
開
の
関
係
者
か
ら

は
被
爆
し
た
人
が
多
く
出
ま
し
た
。

広
島
に
は
南
北
に
川
が
何
筋
も
流
れ
、

川
幅
は
広
い
所
で
80
ｍ
か
ら
１
０
０
ｍ

も
あ
っ
て
防
火
帯
と
な
る
か
ら
、
ど
う

し
て
も
東
西
に
貫
通
す
る
防
災
道
路
が

必
要
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

竹
重
さ
ん
に
し
て
も
、
中
国
か
ら
引

き
揚
げ
て
き
て
広
島
の
都
市
計
画
課
に

派
遣
さ
れ
た
吉
川
久
蔵
さ
ん
に
し
て
も
、

み
ん
な
「
自
分
が
百
メ
�
ト
ル
道
路
の

線
を
引
い
た
ん
だ
」
と
言
い
ま
し
た
よ
。

本
人
た
ち
も
嘘
を
つ
い
て
い
る
つ
も
り

じ
ゃ
な
い
。
共
同
幻
想
と
い
う
表
現
が

当
た
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

み
ん
な
自
分
が
計
画
し
た
と
、
真
剣
に

そ
う
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
面
白
い
と

思
う
ん
で
す
よ
。

１
０
０
ｍ
幅
に
し
た
意
図
は
、
単
に

建
物
疎
開
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

竹
重
さ
ん
な
ん
か
は
「
多
少
、
都
市

計
画
に
便
乗
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す

し
、
当
初
か
ら
グ
リ
�
ン
ベ
ル
ト
だ
と



で
す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
�
ド
を
、
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

住
宅
難
民
の
救
済

区
画
整
理
の
設
計
が
進
め
ば
公
園
の

位
置
が
固
ま
る
ん
で
す
が
、
当
初
の
段

階
で
は
、
取
り
敢
え
ず
三
大
公
園
と
し

て
、
広
島
城
の
周
り
の
中
央
公
園
70
・

４
８
ha
と
中
島
公
園
10
・
７
２
ha
、
そ

し
て
練
兵
場
跡
地
の
東
公
園
だ
け
決
め

ら
れ
ま
し
た
。

都
市
計
画
が
進
む
一
方
で
、
続
々
と

帰
っ
て
く
る
引
揚
者
の
住
む
家
が
足
り

な
く
な
る
、
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で

い
ま
し
た
。
１
９
４
５
年
（
昭
和
20
）
の

冬
を
よ
く
越
し
た
な
、
と
思
う
ぐ
ら
い

大
変
な
住
宅
不
足
で
し
た
。

そ
れ
で
１
９
４
６
年
（
昭
和
21
）
の
越

冬
住
宅
と
し
て
、
暫
定
的
に
基
町
の
中

央
公
園
用
地
に
、
県
と
市
と
住
宅
営
団

が
住
宅
を
建
て
ま
し
た
。
不
法
占
拠
に

よ
る
住
宅
も
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

の
ち
に
〈
原
爆
ス
ラ
ム
〉（
後
述
）
と
呼

ば
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
動
か
そ
う

と
思
っ
て
も
、
簡
単
に
動
か
せ
る
先
が

な
い
ん
で
す
。

１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
、
渡
辺
忠
雄

市
長
の
時
代
に
中
央
公
園
の
敷
地
の
一

部
を
、
住
宅
地
と
し
て
明
け
渡
す
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
城
の
辺
り
か
ら
す
ぱ

っ
と
切
り
離
し
て
、
北
半
分
は
住
宅
地

に
用
途
変
更
し
た
の
で
す
。

１
９
５
８
年
（
昭
和
33
）
が
最
初
の
完

成
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
４
階
建
て
、

５
階
建
て
の
市
営
住
宅
、
県
営
住
宅
を

川
沿
い
か
ら
建
て
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
調
子
で
は
と
う
て
い
全

戸
は
収
容
で
き
な
い
。
そ
し
て
川
沿
い

に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
立
ち
退
か
な

い
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
し
。

普
通
だ
っ
た
ら
、
中
層
と
い
っ
て
も

25
ｍ
か
30
ｍ
ぐ
ら
い
ず
つ
隣
棟
間
隔
を

と
っ
て
、
南
面
さ
せ
る
。
一
番
日
の
短

い
冬
至
の
時
期
で
も
、
３
時
間
か
４
時

間
は
陽
が
当
た
る
よ
う
に
す
る
。
日
本

の
多
く
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
い
う
条

件
を
満
た
し
た
団
地
が
た
く
さ
ん
つ
く

ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
条
件
で
や

っ
て
い
た
ら
、
増
え
続
け
る
都
市
人
口

を
収
め
ら
れ
な
い
。

ど
う
し
よ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
残
り
の
８
〜
９
ha
は
、
徹
底
的

に
高
密
度
で
や
ら
な
け
れ
ば
埒ら

ち

が
あ
か

な
い
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
で
大
高

お
お
た
か

正
人

ま
さ
と

の

と
こ
ろ
に
設
計
依
頼
し
に
行
き
ま
す
。

藤
本
昌
也
と
い
う
広
島
出
身
の
建
築
家

が
実
質
的
に
担
当
し
て
、
今
の
よ
う
な

超
高
密
な
住
宅
都
市
が
で
き
ま
し
た
。

大
高
正
人
（
１
９
２
３
〜
２
０
１
０
年
）

建
築
家
、
都
市
計
画
家
。
東
京
大
学
大
学
院
修
了
後

に
前
川
國
男
建
築
事
務
所
に
入
所
。
１
９
６
０
年
に

開
催
さ
れ
た
〈
世
界
デ
ザ
イ
ン
会
議
〉
を
き
っ
か
け

に
し
て
菊
竹
清
訓
、
黒
川
紀
章
ら
と
メ
タ
ボ
リ
ズ

ム
・
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
た
。
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
と
は

新
陳
代
謝
の
意
で
あ
り
、
都
市
や
建
築
も
人
口
の
増

減
な
ど
の
社
会
変
化
に
合
わ
せ
て
、
有
機
的
に
成
長

す
べ
き
と
提
唱
、
日
本
に
お
け
る
現
代
建
築
思
想
の

端
緒
と
な
っ
た
。

南
東
向
き
、
南
西
向
き
、
と
い
う
風

に
軸
を
ず
ら
し
て
く
の
字
に
つ
な
い
で

い
っ
た
わ
け
で
す
。
さ
す
が
に
北
向
き

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
照
が
足
り
な
い

部
屋
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
ね
。
と
に

か
く
、
こ
う
で
も
し
な
い
と
収
ま
り
き

れ
な
か
っ
た
。
す
ご
い
密
度
で
し
た
。

こ
れ
が
、
市
が
行
な
っ
た
基
町
地
区

の
再
開
発
事
業
で
す
。
県
は
、
長
寿
園

地
区
の
再
開
発
事
業
を
独
自
に
行
な
っ

て
い
ま
す
。

百
メ
ー
ト
ル
道
路
の
評
価

広
島
に
お
け
る
百
メ
�
ト
ル
道
路
へ

の
評
価
は
、
も
の
す
ご
く
振
れ
幅
が
大

き
い
。

基
町
に
で
き
た
通
称
〈
相
生
通
り
〉

の
バ
ラ
ッ
ク
密
集
地
帯
は
〈
原
爆
ス
ラ

ム
〉
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
原
爆
の
こ

と
を
い
ろ
い
ろ
と
書
い
た
太
田
洋
子
と

い
う
作
家
が
、
当
時
、
不
法
占
拠
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
地
域
、〈
相
生
通
り
〉

を
舞
台
と
し
て
『
夕
凪
の
街
と
人
と
』

（
三
一
書
房
１
９
７
８
）
と
い
う
本
を
書
い

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
１
９
５
３
年

（
昭
和
28
）
ご
ろ
の
広
島
の
状
況
を
描
き
、

〈
原
爆
ス
ラ
ム
〉
の
住
人
の
口
を
借
り

て
百
メ
�
ト
ル
道
路
批
判
を
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
に
は
、

渡
辺
忠
雄
が
「
百
メ
�
ト
ル
道
路
を
半

分
に
削
っ
て
住
宅
を
建
て
る
」
と
言
っ

て
、
現
職
の
浜
井
信
三
市
長
を
退
け
て

当
選
し
て
い
ま
す
。
市
民
レ
ベ
ル
で
こ

う
い
う
批
判
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
て
、

そ
の
世
論
を
代
弁
し
た
渡
辺
さ
ん
が
通

っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
建
設
局
長

が
百
メ
�
ト
ル
道
路
計
画
縮
小
を
断
念

さ
せ
た
の
で
す
。

渡
辺
市
長
が
在
任
中
に
行
な
っ
た
こ

と
を
つ
け
加
え
る
と
、「
百
メ
�
ト
ル

道
路
が
あ
ん
な
に
人
気
が
な
い
の
は
、

殺
風
景
だ
か
ら
だ
。
緑
化
し
よ
う
」
と

言
っ
て
行
な
っ
た
、
献
木
運
動
、
供
木

運
動
。「
苗
木
が
あ
っ
た
ら
寄
付
し
て

く
れ
、
な
ん
だ
っ
た
ら
取
り
に
行
く
よ
」

と
い
う
こ
と
で
も
の
す
ご
い
数
の
苗
木

を
、
県
内
だ
け
で
な
く
国
内
や
海
外
か

ら
も
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
名
残

が
、
平
和
大
通
り
の
グ
リ
�
ン
ベ
ル
ト

で
す
。
い
き
な
り
持
っ
て
き
て
、
と
に

か
く
植
え
る
。
植
栽
計
画
も
何
も
な
い

ん
で
す
。
春
に
な
る
と
ミ
モ
ザ
や
ア
カ

シ
ア
が
ば
あ
�
っ
と
咲
き
ま
す
け
ど
ね
。

カ
�
プ
の
本
拠
地
だ
っ
た
市
民
球
場

を
建
設
し
た
の
も
、
渡
辺
市
長
で
す
。

今
は
、
取
り
壊
し
中
で
す
が
。
あ
の
お

金
の
な
い
時
代
に
、
寄
付
を
募
っ
て
１

９
５
７
年
（
昭
和
32
）
に
竣
工
し
ま
し
た
。

奇
抜
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
次
々
と
出
し

た
渡
辺
市
長
で
す
が
、
一
期
だ
け
で
、

次
の
選
挙
の
と
き
に
は
前
市
長
の
浜
井

さ
ん
が
返
り
咲
き
ま
す
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
直
訴

戦
災
復
興
事
業
は
ス
ム
�
ス
に
進
行

し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
地

価
評
価
で
や
ら
れ
る
と
、
場
合
に
よ
っ

て
は
半
分
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う
。
減

歩
さ
れ
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
人
は
、
お
金

を
も
ら
う
と
か
で
す
ね
、
悲
喜
こ
も
ご

も
な
ん
で
す
。

換
地
処
分
は
、
登
記
と
同
時
に
や
る

ん
で
す
が
、
こ
れ
は
全
部
が
終
わ
ら
な

い
と
で
き
な
い
。
１
カ
所
で
も
ト
ラ
ブ

ル
が
あ
る
と
、
終
わ
ら
な
い
。
広
島
で

換
地
処
分
が
終
わ
っ
た
の
が
、
広
島
市

分
が
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
、
広
島
県

分
が
や
っ
と
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
の

こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
区
画
整
理
が
終
わ
っ
て

い
な
い
段
階
で
、
百
メ
�
ト
ル
道
路
の

利
用
変
更
を
し
た
ら
大
変
な
混
乱
が
起

き
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
建
設
局

長
が
自
ら
の
首
を
賭
し
て
阻
止
し
た
の
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ょ
っ
と
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
か
な
り
上
の
人
に
会
っ
た
の

は
確
か
で
す
。
任
都
栗
さ
ん
は
、
も
う

亡
く
な
り
ま
し
た
が
「
そ
の
と
き
に
自

分
た
ち
の
会
話
は
録
音
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
は
違
う
な
あ
、
と
思

っ
た
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
ま
だ
、
広
島
が
被
爆
を
超
え

て
復
興
す
る
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
刺
激
し
て

し
ま
う
、
と
恐
れ
て
い
る
人
が
い
た
の

で
す
ね
。
池
田
勇
人
な
ん
か
も
あ
る
意

味
の
正
義
感
が
あ
っ
て
、
広
島
を
特
別

扱
い
し
な
か
っ
た
。
報
道
で
も
原
爆
の

こ
と
を
大
々
的
に
言
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
、

と
い
う
プ
レ
ス
コ
�
ド
が
あ
っ
た
。
そ

う
い
う
状
況
の
中
で
、
任
都
栗
さ
ん
と

い
う
の
は
堂
々
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
乗
り
込
ん

で
い
っ
て
、
取
引
を
し
た
わ
け
で
す
。

戦
災
地
復
興
計
画
基
本
方
針

前
後
し
ま
す
が
、
戦
災
か
ら
の
復
興

と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
戦
災
復
興
院

が
１
９
４
５
年
（
昭
和
20
）
に
で
き
て
、

同
年
12
月
30
日
に
戦
災
地
復
興
計
画
基

本
方
針
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

戦
災
復
興
院

終
戦
の
年
の
11
月
５
日
、
幣
原
喜
重
郎
（
し
で
は

ら
き
じ
ゅ
う
ろ
う
）
内
閣
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
１
９

４
７
年
（
昭
和
22
）
12
月
31
日
ま
で
存
在
し
た
。
総

裁
は
、
小
林
一
三
国
務
大
臣
。
１
９
４
８
年
（
昭
和

23
）
１
月
１
日
に
内
務
省
国
土
局
と
統
合
し
て
建
設

院
（
の
ち
に
建
設
省
を
経
て
国
土
交
通
省
）
と
な
っ

た
。復

興
計
画
基
本
方
針
に
よ
っ
て
、
全

国
的
に
戦
災
都
市
と
し
て
１
１
５
都
市

が
規
定
さ
れ
、
の
ち
に
１
１
２
都
市
、

さ
ら
に
縮
小
さ
れ
て
区
画
整
理
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

名
古
屋
な
ん
か
は
田
淵
寿
郎

じ
�
ろ
う

さ
ん
が

中
心
と
な
っ
て
、
も
の
す
ご
く
頑
張
っ

て
や
っ
た
ん
で
す
。

田
淵
寿
郎
（
１
８
９
０
〜
１
９
７
４
年
）

東
京
帝
国
大
学
工
学
部
で
土
木
工
学
を
専
攻
後
、

内
務
省
入
り
。
琵
琶
湖
の
利
水
計
画
、
淀
川
低
水
路

計
画
な
ど
に
功
績
を
残
し
た
ほ
か
、
上
海
や
南
京
な

ど
の
戦
災
地
復
興
を
指
揮
。
木
曽
三
川
の
治
水
な
ど

に
携
わ
っ
た
の
ち
、
再
び
中
国
に
渡
っ
た
。
戦
後
は
、

名
古
屋
市
の
戦
災
復
興
事
業
の
技
監
・
助
役
を
引
き

受
け
る
。
百
メ
ー
ト
ル
道
路
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、

名
古
屋
刑
務
所
、
墓
所
の
移
転
に
お
い
て
大
変
な
抵

抗
に
遭
う
が
、
こ
れ
を
実
現
。
全
市
の
20
％
を
超
え

る
土
地
を
道
路
・
公
園
用
地
に
し
た
功
績
は
、
モ
ー

タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
適
し
た
交
通
イ
ン
フ
ラ
に
寄
与

し
た
。東

京
は
計
画
だ
け
は
理
想
的
な
も
の

で
し
た
が
、
限
ら
れ
た
地
区
で
の
み
実

施
さ
れ
ま
す
。
計
画
が
す
ご
過
ぎ
て
、

実
務
を
担
当
す
る
有
能
な
人
が
い
な
か

っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
あ
、

当
時
の
こ
と
を
批
判
し
て
も
仕
方
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
石
川
栄
耀

ひ
で
あ
き

な
ん
て
理
想

主
義
者
で
、
緑
地
や
空
き
地
を
ふ
ん
だ

ん
に
取
っ
て
、
建
物
が
建
て
ら
れ
な
い

よ
う
な
計
画
を
し
た
ん
で
す
か
ら
。

窮
余
の
策
で
あ
っ
た
特
別
法

広
島
は
実
行
力
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

財
源
に
乏
し
か
っ
た
。
税
金
を
払
っ
て

く
れ
る
よ
う
な
住
民
が
少
な
い
か
ら
、

人
口
が
増
え
て
も
固
定
資
産
税
な
ん
て
、
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大
き
な
道
路
や
橋
梁
な
ど
が
で
き
な

い
う
ち
は
、
細
街
路
や
宅
地
の
区
画
も

確
定
で
き
な
く
て
、
民
間
も
建
物
建
設

が
進
め
ら
れ
な
い
で
待
た
さ
れ
て
い
る
。

許
可
が
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
。

そ
れ
で
、
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）
の

暮
れ
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
ど

う
し
よ
う
も
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
と

き
に
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
（A

tom
ic

B
om

b
C

asualty

C
om

m
ission：

原
爆
傷
害
調
査
委
員
会
）
が
拠

点
を
広
島
に
つ
く
ろ
う
と
し
て
視
察
に

来
た
ん
で
す
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
は
１
９
７
５

年
（
昭
和
50
）
に
日
米
共
同
出
資
で
つ
く

ら
れ
た
放
射
線
影
響
研
究
所
の
前
身
で

す
。
ア
メ
リ
カ
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
最
高

司
令
官
総
司
令
部
）
が
、
治
療
で
は
な
く
、

原
爆
に
ど
う
い
う
効
果
が
あ
っ
た
か
を

長
期
的
に
調
査
を
し
よ
う
と
し
て
つ
く

っ
た
機
関
で
す
。

こ
の
と
き
に
対
応
し
た
の
が
、
市
議

会
議
長
の
任
都
栗

に
と
ぐ
り

司
つ
か
さ

で
、「
実
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
聞
い
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
」
と

切
り
出
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
残
念
だ
け

れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
戦
争
は
終
わ
っ

た
し
、
ア
メ
リ
カ
の
犠
牲
も
終
わ
っ
た

じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
広
島
の
復
興
に

協
力
し
ろ
」
と
。

任
都
栗
さ
ん
は
マ
ッ
カ
�
サ
�
に
も

会
っ
た
と
言
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ち



こ
れ
を
仲
介
し
て
い
た
の
が
、
広
島

出
身
の
参
議
院
の
議
事
部
長
だ
っ
た
寺

光
忠
で
、
や
が
て
憲
法
95
条
の
特
別
法

と
い
う
規
定
に
思
い
至
る
ん
で
す
ね
。

ア
メ
リ
カ
主
導
で
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ

れ
る
憲
法
95
条
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で

は
こ
う
い
う
規
定
を
持
つ
州
も
あ
っ
た

の
で
す
。

そ
れ
で
寺
光
さ
ん
は
、
広
島
を
平
和

記
念
都
市
と
し
て
建
設
す
る
と
。
平
和

と
い
う
こ
と
は
、
戦
後
の
日
本
で
は
過

剰
な
ぐ
ら
い
使
わ
れ
て
き
た
ん
で
す
が
、

平
和
記
念
都
市
と
い
う
考
え
方
を
定
着

さ
せ
て
法
律
に
盛
り
込
む
と
い
う
こ
と

を
考
え
つ
い
た
の
は
、
寺
光
さ
ん
で
す
。

一
晩
の
う
ち
に
法
案
を
起
草
、
広
島
市

公
文
書
館
に
第
７
次
案
ぐ
ら
い
ま
で
残

っ
て
い
ま
す
。
任
都
栗
さ
ん
は
す
ぐ
に

乗
っ
た
み
た
い
で
す
が
、
市
長
は
半
信

半
疑
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
、

戦
争
が
終
わ
っ
て
、
平
和
を
標
榜
す
る

と
い
う
理
念
的
な
意
味
合
い
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
本
当
に
あ
の
法
律
を
必
要

と
し
た
の
は
、
復
興
計
画
の
担
当
者
だ

っ
た
ん
で
す
。

当
時
、
法
律
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て

は
、
全
部
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
許
可
が
必
要
だ
っ

た
。
そ
れ
で
、
国
会
課
長
（
ア
プ
ル
ー
バ

ル
）
と
い
う
肩
書
き
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ

ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
い
う
元
締
め
に

持
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
人
の
と
こ
ろ
を

通
ら
な
い
と
マ
ッ
カ
�
サ
�
ま
で
た
ど

り
着
か
な
い
ん
で
す
。

寺
光
さ
ん
の
機
転
で
特
別
法
に
光
明

を
見
出
し
て
、
み
ん
な
も
い
け
る
か
も

し
れ
な
い
と
希
望
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
き
に
、
長
崎
か
ら
横
槍
が
入
っ
た
。

「
広
島
だ
け
が
そ
ん
な
法
律
を
つ
く
っ

て
け
し
か
ら
ん
」
と
。
そ
れ
で
、
平
和

記
念
都
市
は
一
つ
で
充
分
だ
か
ら
、
長

崎
は
国
際
文
化
都
市
で
や
る
ん
で
す
。

参
議
院
が
中
心
と
な
っ
て
審
議
会
を

重
ね
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
い
け
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
途
端
に
、
衆

議
院
の
連
中
が
出
て
き
て
、
委
員
会
審

議
に
も
か
け
ず
に
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）

５
月
10
日
、
本
会
議
に
提
出
し
た
。
そ

し
て
、
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法

（
法
律
第
２
１
９
号
）
と
長
崎
国
際
文
化
都

市
建
設
法
（
法
律
第
２
２
０
号
）
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
特
別
法
の
規
定
に
は
、
そ
の
後

乗
っ
か
っ
て
き
た
都
市
も
い
っ
ぱ
い
あ

る
。
呉
な
ん
か
も
軍
用
地
跡
を
造
船
や

鉄
鋼
と
い
っ
た
平
和
産
業
に
転
換
す
る

ん
だ
、
と
い
っ
て
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）

に
旧
軍
港
市
転
換
法
を
駆
け
込
み
で
成

立
さ
せ
た
。
こ
れ
は
呉
だ
け
で
な
く
、

長
崎
の
佐
世
保
と
京
都
の
舞
鶴
と
神
奈

川
の
横
須
賀
の
４
市
で
や
っ
た
ん
で
す
。

国
有
財
産
の
払
い
下
げ
と
い
う
意
味
に

お
い
て
は
、
広
島
市
よ
り
呉
市
の
ほ
う

が
う
ま
く
や
っ
た
。
ま
あ
、
い
ず
れ
に

し
て
も
特
別
法
へ
の
突
破
口
を
拓
い
た

の
は
広
島
で
す
。

私
は
、
中
国
新
聞
の
記
事
や
社
説
を

徹
底
し
て
調
べ
ま
し
た
。
公
文
書
館
の

紀
要
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
特
別
補
助

を
求
め
る
動
き
に
対
し
て
、
最
初
は
突

き
放
し
た
よ
う
な
一
般
論
的
な
正
義
感

で
書
い
て
い
た
も
の
が
、
決
ま
り
そ
う

に
な
っ
た
途
端
に
法
制
定
を
支
援
す
る

論
調
に
変
わ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を

見
て
い
る
と
、
流
れ
が
決
ま
っ
た
と
き

の
展
開
は
す
ご
い
な
、
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
翌
年
か
ら
「
平
和
」
と
い
う

言
葉
自
体
が
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
て
、

「
平
和
」
と
言
っ
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
軍

が
朝
鮮
戦
争
に
か
か
わ
る
こ
と
を
批
判

し
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
と
ら
え
ら

れ
か
ね
な
い
時
代
に
変
わ
っ
た
。
で
す

か
ら
、
制
定
が
１
年
遅
れ
て
い
た
ら
広

島
を
平
和
記
念
都
市
に
、
と
い
う
特
別

法
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

平
和
記
念
都
市
の
証
し
と
し
て

広
島
が
平
和
記
念
都
市
と
な
る
こ
と

の
証
し
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
の
が
、
平

和
記
念
施
設
を
つ
く
る
こ
と
。
こ
れ
は

３
分
の
２
を
国
か
ら
の
補
助
で
ま
か
な

う
と
い
う
特
例
が
採
用
さ
れ
た
。

１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）
に
こ
の
コ
ン

ペ
が
行
な
わ
れ
た
時
点
で
は
、
ま
だ
法

律
は
公
布
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
５
月
ぐ

ら
い
に
コ
ン
ペ
要
項
を
発
表
し
て
、
８

月
６
日
に
入
選
案
を
発
表
し
て
、
丹
下

健
三
案
が
通
っ
た
。

私
に
は
、
丹
下
案
が
構
想
さ
れ
た
の

は
奇
跡
的
に
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
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な
か
な
か
増
え
て
い
き
ま
せ
ん
か
ら
。

そ
れ
で
国
会
議
員
や
大
臣
が
視
察
に

来
た
と
き
に
、
特
別
な
援
助
を
し
て
く

れ
と
頼
む
ん
で
す
が
、
広
島
だ
け
に
そ

ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

こ
と
が
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）
、
１
９

４
８
年
（
昭
和
23
）
と
続
く
ん
で
す
。

こ
れ
と
は
別
に
復
興
計
画
を
国
の
直

轄
事
業
と
し
て
行
な
う
〈
復
興
国
営
請

願
〉
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
関
東
大

震
災
の
と
き
に
も
そ
の
考
え
方
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）

ぐ
ら
い
か
ら
広
島
県
選
出
の
国
会
議
員

が
働
き
か
け
を
始
め
ま
し
た
。



丹
下
案
に
は
両
面
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

軸
線
を
ど
う
考
え
る
か
が
決
め
手
で

す
が
、
軸
線
と
い
う
の
は
、
ナ
チ
ス
な

ん
か
も
好
き
な
ん
で
す
よ
ね
。
軸
線
に

は
権
力
的
な
面
が
あ
る
ん
で
す
。

最
初
は
慰
霊
碑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
す
か
ら
、
資
料
館
の
建
物
か
ら

原
爆
ド
�
ム
に
向
か
っ
た
軸
線
で
す
。

こ
の
線
と
百
メ
�
ト
ル
道
路
（
平
和
大
通

り
）
が
、
少
し
ず
れ
ま
す
が
だ
い
た
い

90
度
の
角
度
。
こ
の
軸
線
を
見
出
し
た

と
い
う
の
は
凄
い
。
丹
下
は
、
大
東
亜

建
設
記
念
営
造
物
コ
ン
ペ
案
も
そ
う
で

し
た
が
、
こ
う
し
た
軸
線
を
用
い
る
の

が
う
ま
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
う
し
て
最

終
的
に
は
原
爆
ド
�
ム
の
保
存
に
至
り

ま
し
た
。

あ
の
場
所
を
平
和
記
念
公
園
の
用
地

に
選
ん
だ
の
は
、
丹
下
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
県
と
市
が
決
め
た
わ
け
で
す
が
、

あ
そ
こ
を
選
ん
だ
の
は
、
あ
る
意
味
で

勇
断
と
言
え
ば
勇
断
で
し
た
ね
。

当
時
の
中
心
街
は
八
丁
堀
。
明
治
時

代
に
外
堀
が
埋
め
ら
れ
た
た
め
、
電
車

の
軌
道
が
一
部
入
っ
て
き
て
、
新
天
地

と
し
て
次
第
に
賑
や
か
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
紙
屋
町
は
も
っ
と
あ
と
か
ら

の
町
で
す
。
繁
華
街
の
中
心
が
東
に
引

っ
張
ら
れ
て
い
っ
て
、
中
島
地
区
は
昭

和
初
期
に
は
寂
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

か
つ
て
の
繁
華
街
で
す
か
ら
、
突
拍
子

も
な
い
。

焦
土
と
化
し
た
と
は
い
え
、
土
地
の

権
利
は
全
部
生
き
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

区
画
整
理
と
い
う
の
は
、
元
地
の
権
利

を
抹
消
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
ど
か
せ
る
た
め
に
は
、
全
部
に
換

地
を
与
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
意
味
で
い
う
と
、
大
変
な
勇
断

で
す
。

し
か
も
、
当
時
の
会
議
の
速
記
録
な

ど
を
読
み
ま
す
と
、
十
日
市
と
つ
な
が

っ
て
、
西
国
街
道
、
昔
の
山
陽
道
で
す

が
、
そ
れ
が
こ
こ
を
公
園
に
す
る
と
分

断
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
辺

の
商
店
街
の
人
た
ち
は
か
な
り
反
対
し

て
い
る
ん
で
す
。

し
か
し
、
当
時
は
表
立
っ
て
何
か
や

る
の
は
市
で
は
な
く
県
で
、
県
の
連
中

は
エ
リ
�
ト
だ
と
い
う
意
識
が
強
い
で

す
か
ら
押
し
切
っ
た
。
特
に
県
の
上
の

ほ
う
の
ポ
ス
ト
に
は
、
中
央
か
ら
天
下

っ
て
き
て
い
ま
し
た
か
ら
。
１
９
４
６

年
（
昭
和
21
）
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う

雰
囲
気
が
ぎ
り
ぎ
り
残
っ
て
い
た
時
代

で
す
。

善
悪
で
な
く
、

歴
史
の
ヒ
ト
コ
マ
と
し
て

し
か
し
、
ヒ
ロ
シ
マ
平
和
記
念
都
市

と
い
う
も
の
が
、
こ
う
い
う
経
緯
で
実

現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
忘
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
は
有
り
難

い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
２

０
１
０
年
（
平
成
22
）
に
は
60
周
年
も
終

わ
り
ま
し
た
し
、
戦
後
も
こ
れ
だ
け
経

過
す
る
と
「
も
う
、
充
分
復
興
は
果
た

し
た
」
と
。

こ
の
法
律
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
い

う
人
も
い
る
し
、
法
律
自
体
の
こ
と
を

知
ら
な
い
人
も
い
る
。
一
般
に
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
若
い
行

政
職
員
に
伝
え
よ
う
と
積
極
的
に
研
修

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

『
広
島
被
爆
40
年
史
　
都
市
の
復
興
』

（
広
島
市
企
画
調
整
局
文
化
担
当
１
９
８
５
）
に

載
せ
た
ん
で
す
が
、
平
和
公
園
の
建
設

途
中
の
写
真
を
見
る
と
、
ち
ょ
っ
と
驚

き
ま
す
よ
ね
。
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）

に
原
爆
記
念
資
料
館
を
着
工
し
て
５
年

ぐ
ら
い
工
事
に
か
か
る
ん
で
す
が
、
ま

だ
敷
地
内
に
民
家
が
た
く
さ
ん
残
っ
て

い
る
。

区
画
整
理
が
始
ま
る
の
が
１
９
４
６

年
（
昭
和
21
）
で
す
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に

帰
っ
て
き
て
家
を
建
て
た
人
も
い
る
。

換
地
が
決
ま
っ
て
立
ち
退
い
た
人
も
い

れ
ば
、
居
座
っ
た
人
も
い
る
し
、
立
ち

退
い
た
跡
に
違
法
で
家
を
建
て
た
人
も

い
る
。
そ
う
い
う
混
乱
の
中
で
、
こ
こ

を
平
和
公
園
と
し
て
つ
く
っ
て
い
く
の

は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と

想
像
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
こ
う
い
う
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、

こ
の
写
真
を
見
て
も
「
な
ん
で
平
和
公

園
の
中
に
家
が
建
っ
て
い
る
ん
だ
」
ぐ

ら
い
に
し
か
思
わ
な
い
人
が
大
半
で
す
。

河
岸
緑
地
を
整
備
す
る
に
し
て
も
、

そ
こ
に
人
が
い
っ
ぱ
い
住
ん
で
い
る
か

ら
、
や
ろ
う
に
も
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
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も
ち
ろ
ん
、
戦
後
に
な
っ
て
実
施
す
る

際
に
も
苦
労
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
決
ま
っ
た
こ
と
だ
か
ら
応
じ
て
く
れ
」

と
い
う
姿
勢
を
押
し
通
し
た
。
実
現
し

な
か
っ
た
ら
、
デ
ル
タ
地
帯
の
広
島
は
、

川
の
都
市
と
し
て
成
立
し
ま
せ
ん
か
ら
。

以
前
か
ら
私
は
、
県
や
市
と
か
か
わ

っ
て
き
ま
し
た
が
、『
広
島
新
史
—
都

市
文
化
編
』（
広
島
市
１
９
８
３
）
の
編
集

に
携
わ
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ

と
徹
底
し
て
や
り
た
い
こ
と
を
や
ろ
う

と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
編
集
さ
れ
た
広
島
都
市
計

画
史
の
多
く
は
、
広
島
平
和
記
念
都
市

建
設
計
画
が
策
定
さ
れ
た
１
９
５
２
年

（
昭
和
27
）
か
ら
始
ま
る
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り

の
計
画
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

歴
史
資
料
を
持
っ
て
い
る
人
は
あ
ま

り
多
く
は
な
い
ん
で
す
が
、
戦
争
終
結

か
ら
、
戦
後
復
興
を
ど
う
し
て
い
く
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ

と
で
も
発
言
し
て
い
る
の
を
徹
底
し
て

拾
い
上
げ
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
（『
広
島

新
史
』
の
中
に
表
で
記
載
）。
こ
れ
は
、
新
聞

か
雑
誌
の
マ
イ
ク
ロ
リ
�
ダ
�
を
読
む

し
か
調
べ
よ
う
が
な
い
ん
で
す
が
、
こ

れ
に
は
か
な
り
の
労
力
を
か
け
ま
し
た
。

実
現
さ
れ
な
か
っ
た
復
興
構
想
を
調

べ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
誰

も
や
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実

現
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
構
想
が

上
が
っ
て
き
た
背
景
に
こ
そ
、
歴
史
の

事
実
が
隠
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
を
や
っ
た
と
き
に
、
何
と
な
く
「
視

点
が
開
け
た
な
」
と
い
う
思
い
を
抱
き

ま
し
た
。

復
興
期
の
都
市
計
画
で
は
、
ど
こ
に

住
む
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り

ま
し
た
。
今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
復

興
計
画
に
お
い
て
も
、
そ
こ
が
大
き
な

問
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
補
助
金
を
出
す
と
い
う
こ

と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
国
土
利
用

の
観
点
か
ら
考
え
る
の
と
、
実
際
に
居

を
構
え
る
人
た
ち
が
納
得
す
る
シ
ス
テ

ム
と
い
う
の
と
は
、
違
う
と
思
う
。
実

際
に
暮
ら
し
て
い
く
人
た
ち
を
納
得
さ

せ
る
た
め
の
過
程
が
、
絶
対
に
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

ワ
�
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
と
言
葉
が

軽
い
で
す
が
、
上
か
ら
ば
�
ん
と
網
を

か
ぶ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
良
く
な
い
。

必
ず
、
双
方
が
納
得
す
る
仕
組
み
が
必

要
で
、
そ
こ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
ど

こ
か
で
必
ず
亀
裂
が
入
り
ま
す
。

果
た
し
て
広
島
で
、
そ
れ
が
で
き
て

い
た
の
か
ど
う
か
。
そ
の
検
証
を
す
る

こ
と
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
問
わ

れ
て
い
ま
す
。

平
和
大
通
り
、
平
和
記
念
公
園
、
河

岸
緑
地
の
三
つ
は
、
復
興
が
生
ん
だ
広

島
の
財
産
。
当
時
の
市
民
の
犠
牲
の
上

に
で
き
た
。
も
っ
と
生
か
す
利
用
法
を

考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
６
日
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そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
突
破
し
た
か
。

河
岸
緑
地
の
こ
と
を
紹
介
し
よ
う
と

す
る
と
、
ど
う
し
て
も
駅
前
で
行
な

わ
れ
た
強
制
代
執
行
の
こ
と
に
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

良
い
悪
い
じ
ゃ
な
く
て
、
歴
史
で
す

か
ら
。
そ
の
過
程
を
経
て
、
河
岸
緑

地
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
、

そ
れ
を
書
か
な
い
と
歴
史
に
な
ら
な

い
。川

沿
い
の
強
制
代
執
行
は
１
９
６

６
年
（
昭
和
41
）
１
月
に
始
ま
り
、
一
番

激
し
か
っ
た
の
が
、
川
沿
い
で
駅
前

の
的
場
と
い
う
所
で
す
。
反
対
派
は

国
会
議
員
に
働
き
か
け
た
り
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
建

設
省
（
当
時
）
も
基
町
地
区
の
再
開
発

に
腰
を
上
げ
、
改
良
住
宅
の
枠
組
み

で
な
ん
と
か
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。太

田
川
放
水
路
の
こ
と
も
、
戦
前

か
ら
の
計
画
で
し
た
か
ら
実
現
し
た

の
で
し
ょ
う
ね
。
戦
後
い
き
な
り
や

ろ
う
と
し
た
ら
、
計
画
に
す
ら
な
ら

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

立
ち
退
き
に
関
し
て
、
結
束
力
の

強
い
同
和
地
区
が
存
在
し
て
、
そ
の

地
域
を
幅
３
０
０
ｍ
、
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
は
３
３
０
ｍ
抜
く
わ
け
で
す
か

ら
。
こ
の
こ
と
は
市
民
も
知
ら
な
い

人
が
多
い
し
、
今
と
な
っ
て
は
あ
ま

り
言
わ
れ
な
い
ん
で
す
が
、
新
書
判

の
『
広
島
県
の
歴
史
散
歩
』（
山
川
出
版

社
１
９
９
２
）
で
は
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

中国電力ビル屋上か
ら北望。上から1945
年（昭和20）秋、中
央に原爆ドーム（写
真提供／広島原爆被
災撮影者の会）／
1947年（昭和22）11
月、空き地が畑にな
る／1950年（昭和25）
4月、手前のビルの
向こう側にとてつも
なく広い道路の建設
が始まる。（写真撮
影／3枚ともに岸本
吉太さん）
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沖
中
千
津
留
お
き
な
か
ち
づ
る

法
政
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期

私
は
荒
川
対
岸
の
江
東
区
で
生
ま
れ
、
江

戸
川
区
に
は
社
会
人
に
な
っ
て
引
っ
越
し
て

き
ま
し
た
。
水
辺
に
囲
ま
れ
た
穏
や
か
な
暮

ら
し
や
す
い
区
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

大
学
で
は
経
済
学
を
専
攻
し
て
、
銀
行
に
就

職
。
数
年
し
て
、
何
か
を
身
に
つ
け
た
い
と

思
っ
た
こ
ろ
、
陣
内
秀
信
先
生
の
『
都
市
の

ル
ネ
サ
ン
ス
』（
中
公
新
書
１
９
７
８
）
を
読
み

感
銘
し
ま
し
た
。
ま
さ
か
自
分
が
こ
う
し
て

研
究
室
に
入
る
日
が
く
る
と
は
、
そ
の
と
き

は
想
像
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
。
そ
の
本
が

き
っ
か
け
と
な
り
建
築
に
興
味
を
持
ち
、
専

門
学
校
に
。
二
級
建
築
士
を
取
得
し
、
建
築

関
係
の
会
社
に
就
職
し
ま
し
た
。
家
庭
に
入

っ
て
も
住
環
境
の
資
格
を
取
得
す
る
な
ど
、

学
ぶ
こ
と
に
ず
っ
と
積
極
的
に
い
た
よ
う
で

す
。数

年
前
よ
り
区
内
で
仕
事
を
す
る
こ
と
と

な
り
、
仕
事
柄
、
江
戸
川
区
の
水
辺
空
間
に

つ
い
て
知
る
に
つ
れ
て
、
と
て
も
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。
こ
の
水
辺
の
ま
ち
を
広
く
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
ぜ
ひ
専
門
的
に
研
究
し

た
い
と
、
一
念
発
起
し
て
大
学
院
に
入
り
ま

し
た
。
修
士
課
程
は
経
済
学
研
究
科
で
水
辺

環
境
の
経
済
分
析
を
し
、
幸
運
に
も
工
学
部

の
博
士
課
程
後
期
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
、
陣
内
先
生
の
も
と
で
学
べ
る
こ
と

は
本
当
に
偶
然
な
ん
で
す
が
、
幸
せ
な
気
持

ち
で
夢
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
先
生
は
い
つ

も
「
楽
し
い
水
辺
」
提
案
を
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
は
、
経
済
学
研
究
科
に
進
む
と
き
か
ら

「
水
」
を
テ
�
マ
に
決
め
て
い
た
私
に
と
っ

て
、
と
て
も
刺
激
に
な
り
ま
す
。

江
戸
川
区
に
は
、
か
つ
て
お
び
た
だ
し
い

シ
リ
ー
ズ
里
川

江
戸
川
区
の
水
神
様

江
戸
川
区
の
水
神
様

近
代
的
な
土
木
技
術
や
都
市
政
策
に
よ
っ
て
、

市
街
地
に
新
し
い
景
観
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ

そ
の
土
地
の
由
来
は
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

荒
川
放
水
路
に
よ
っ
て
、
都
市
化
の
波
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
お
蔭
で

水
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
、

豊
か
な
地
域
資
源
が
残
さ
れ
た
江
戸
川
区
。

地
域
に
興
味
を
持
つ
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。



小
河
川
や
水
路
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を

調
べ
て
い
く
う
ち
に
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の

水
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。
は
じ
め
は
地
図
や
区
の
郷
土
資
料

な
ど
に
載
っ
て
い
る
水
神
宮
を
訪
ね
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

か
つ
て
の
鎮
守
の
神
社
の
裏
に
移
さ
れ
た
り

し
て
い
て
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
こ
と

も
。
江
戸
川
区
は
ほ
と
ん
ど
の
土
地
が
海
面

下
で
、
高
低
差
が
あ
ま
り
な
い
地
形
な
の
で
、

自
転
車
で
移
動
す
る
の
が
便
利
。
休
日
な
ど

に
、
と
に
か
く
自
転
車
で
回
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
確
認
し
て
い
っ
た
所
在
地
を
地

図
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
水
神
様
は
、
地
域

の
特
色
を
よ
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
区
画
整

理
や
荒
川
放
水
路
の
開
削
な
ど
で
地
形
も
区

画
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
の
地
図
と

重
ね
る
こ
と
で
、
な
ぜ
水
神
宮
が
そ
こ
に
置

か
れ
た
の
か
が
、
や
っ
と
理
解
で
き
る
。
近

代
的
な
土
木
技
術
や
都
市
政
策
が
、
新
し
い

景
観
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
ね
。
ま
た
水
の
神
様
と
い
う
と
治
水

の
要
衝
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
真

っ
先
に
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
確
か
に
江
戸
川

区
に
は
水
害
の
悲
し
い
歴
史
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
区
内
の
水
神
宮
は
水
田

の
神
様
と
し
て
用
水
路
の
引
き
込
み
脇
に
置

か
れ
て
い
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
今
は

水
田
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
神
社
合
祀
令
や

区
画
整
理
な
ど
の
際
に
集
め
ら
れ
た
り
、
謂い

わ

れ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
も
の
も
多
い
。
お

稲
荷
さ
ん
と
間
違
え
ら
れ
て
石
の
狐
が
置
い

て
あ
っ
た
り
等
々
、
既
に
行
方
が
わ
か
ら
な

45 江戸川区の水神様
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く
な
っ
て
い
る
水
神
宮
も
あ
り
ま
す
。

少
な
く
と
も
今
の
段
階
で
わ
か
る
こ
と
は
、

形
に
残
し
た
い
で
す
ね
。
区
内
に
こ
れ
だ
け

多
く
の
水
神
宮
が
残
っ
た
の
も
、
荒
川
の
開

削
な
ど
が
影
響
し
て
、
都
市
化
の
波
が
緩
や

か
だ
っ
た
の
が
一
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

経
済
や
イ
ン
フ
ラ
の
面
か
ら
は
デ
メ
リ
ッ
ト

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
と
な
っ
て

は
住
み
や
す
い
環
境
が
残
さ
れ
た
と
い
う
意

味
か
ら
も
、
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
。

荒
川
放
水
路

も
と
の
荒
川
は
、
関
東
平
野
に
出
た
の
ち
東
へ
下
り
、
現

在
の
越
谷
市
・
吉
川
市
周
辺
で
南
流
し
て
い
た
利
根
川
と

合
流
、
そ
こ
か
ら
合
流
と
分
流
を
繰
り
返
し
な
が
ら
東
京

湾
に
注
い
で
い
た
が
、
し
ば
し
ば
川
筋
を
変
え
る
そ
の
名

の
通
り
の
暴
れ
川
だ
っ
た
。
下
流
域
の
浸
水
に
よ
る
被
害

は
深
刻
で
、
開
発
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
に
、
人
工
水
路

が
開
削
さ
れ
て
現
在
の
流
路
に
固
定
さ
れ
た
。
荒
川
放
水

路
（
現
在
は
荒
川
）
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
岩
淵
水
門
か
ら
、

江
東
区
・
江
戸
川
区
の
区
境
の
中
川
河
口
ま
で
。
１
９
１

３
年
（
大
正
２
）
か
ら
１
９
３
０
年
（
昭
和
５
）
に
か
け

て
、
17
年
が
か
り
の
難
工
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
用
地
買
収

は
、
１
０
０
０
ha
。
こ
れ
に
よ
り
１
３
０
０
戸
、
南
葛
飾

郡
の
大
木
村
、
平
井
村
、
船
堀
村
の
３
村
が
廃
村
と
な
り
、

周
辺
の
町
村
へ
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
地
形
と
歴
史
的
な
土
地
利
用
を

学
び
、
都
市
を
読
む
こ
と
に
よ
り
水
神
宮
に

出
合
え
た
わ
け
で
す
が
、
せ
っ
か
く
残
さ
れ

た
水
神
宮
を
見
直
す
こ
と
は
、
昔
の
人
の
素

朴
な
信
仰
に
隠
さ
れ
た
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
ね
。

今
回
の
震
災
に
あ
た
っ
て
、
被
災
さ
れ
た

皆
様
へ
の
哀
悼
の
意
を
含
め
、
水
の
神
様
に

対
す
る
思
い
を
よ
り
深
く
し
ま
し
た
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
９
日

現在の基盤地図と重ねて
江戸川区は住宅地図などで確認できる神社だけで

100社を優に超え、屋敷神が存する家も数多い。その
数の多さは東京都の中でも上位に位置するが、その理
由としては
・地盤的にあまり恵まれなかったために、洪水など自

然災害が多かった。
・都心に近いにもかかわらず、平井と一部小松川地域

を除いて市街化が荒川に阻まれ遅れたために、合祀
などが少なかった。

・各村落が島状に存在し、江戸時代より昭和40年代前
に至るまでその地縁を継承していた。

・農業、漁業など、自然にかかわる産業を営んでいた
ことにより、加護への信仰心が篤かった。

などが考えられる。
上図：沖中千津留さん提供の資料及び、国土地理院基盤地図情報
(縮尺レベル25000)「東京、千葉」より編集部で作図

番号は下の写真の水神宮の位置。

独立型水神宮 

境内型他水神宮 

3

1

2

現在の標高地図と重ねて
江戸川区は標高差が極めて少なく西部を中心に

零メートル（赤いライン）以下のエリアが広がっ
ている。 
・独立した水神宮は区内西部零メートル以下のエ

リアに多く見られる。 
・かつて鎮守であった神社等の境内にある水神宮

については区内全域に見られる。 
・対照的な地形条件にある南部と北部の双方に、

水神宮が見られないエリアがあった。
・北部小岩エリアは区内でも標高が高く、上小岩

遺跡などは古代より人が生活を営んできた場所
である。微高地で地盤的に恵まれていたこと、
近年もJRが通るなど早くから発展し水田が少な
かったことなどが推測される。 

・南部葛西・清新町エリアは浅瀬の漁場であった
海域で昭和後期の埋め立て地である。 
幾多の洪水により微高地が自然形成され、区内

集落はその上につくられたことが、この地図上で
も確認できる。
上図：国土地理院発行の地盤高図に沖中千津留さんが合成した
地図を転載

1909年（明治42）の地図と重ねて
当時の川筋は、洪水時の流路から自然発生したと思

われる多くの小河川、及び用水路が、扇状に中河川に
向けて広がっており、区内の地形の高低差が理解でき
る。唯一、東西に流れている新川（塩の道といわれる）
は、行徳から江戸への舟運路として掘削した人工水路。
微高地と水路は北部において重なる部分が多く、やは
り水の流れ下る高低差を確保し、水路を形成している。
荒川、新中川が開削される以前であるが、小河川及び
街道筋に村落が形成されている様子が見て取れる。
西に位置する江東区との間を分断するものは中河川で
ある旧・中川（江戸期掘削）ぐらいであった。陸路と
しては千葉街道・行徳道、水路としては新川が、幕府
の意向により交通路として整備され、江戸の中心部と
の明快なつながりが感じられる。 

もし荒川が掘削されなかったら、区西部だけでなく、
隣接の江東区と同じように区内全域が中小工業地帯と
して発展し、また多くの戦火に見舞われることも考え
られ、市街地の形成も現在とずいぶん異なったのでは
ないかと推測される。また旧中川東の一部を除き荒川
によって中心部と分断されたことで、市街地が緩やか
に形成された。このことは多くの水神宮を残すことが
できた一因とも考えられる。 上図：沖中千津留さん提供の

資料及び、1909年（明治42）に測図された国土地理院2万分の1地

形図より編集部で作図。地形図は時系列地形図閲覧ソフト「今昔マ

ップ2」（（C）谷謙二） より作成（http://ktgis.net/kjmap/）

1：100年前に江戸川を
深くする工事を行なっ
たときに請け負った業
者が講をつくって勧進
した水神。
2：区画整理により移
されて、去年神社の中
に新しい社を建てられ
た水神。
3：境内の片隅に合祀
された水神やその他の
神様。なぜかお稲荷さ
んの狐が水神を守って
いる。123



す
る
方
向
に
発
達
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
（G

lobal

P
ositioning

S
ystem

：

全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
測
量
の

精
度
は
格
段
に
向
上
し
た
。
し
か
し
実

際
に
利
用
す
る
側
は
、
案
外
、
ヒ
ュ
�

マ
ン
ス
ケ
�
ル
の
情
報
を
求
め
て
い
る
。

足
で
稼
い
だ
情
報
の
重
要
性
も
、
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

編
集
作
業
は
主
観
の
産
物

「
素
材
を
取
捨
選
択
し
て
、
関
連
を
考

え
て
配
置
を
決
め
、
構
成
す
る
こ
と
」

を
編
集
と
い
う
が
、
こ
の
作
業
に
は
主

観
が
入
る
。
逆
に
い
え
ば
、
主
観
が
入

ら
な
い
編
集
は
あ
り
得
な
い
。

こ
う
考
え
る
と
、
地
図
を
つ
く
る
の

は
ま
さ
に
編
集
作
業
。
解
凍
し
て
く
れ

る
受
け
取
り
手
の
状
況
を
想
像
し
な
が

ら
つ
く
り
、
ほ
ん
の
少
し
の
薬
味
を
利

か
せ
て
隠
れ
た
メ
ッ
セ
�
ジ
を
地
図
に

し
の
ば
せ
る
こ
と
も
。
そ
の
気
分
は
、

見
え
な
い
受
け
取
り
手
と
の
キ
ャ
ッ
チ

ボ
�
ル
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
く
り
始
め
た
と
き
に
は
気
づ
か
な

か
っ
た
こ
と
を
、
作
業
の
途
中
で
発
見

す
る
の
も
、
地
図
づ
く
り
と
編
集
作
業

に
共
通
す
る
と
こ
ろ
だ
。
曖
昧
さ
を
確

か
め
る
こ
と
で
精
度
を
高
め
、
わ
か
り

地
図
ブ
ー
ム

近
年
、
地
図
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
。

明
治
期
の
旧
版
地
図
と
現
代
の
地
形
図

を
重
ね
た
も
の
を
持
っ
て
歩
き
、
土
地

利
用
の
変
遷
を
楽
し
む
な
ど
、
地
図
の

魅
力
は
新
た
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、
地
図
は
近
代

化
し
て
科
学
に
組
み
込
ま
れ
、
美
術
の

手
法
で
あ
る
絵
画
と
は
一
線
を
画
す
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に

は
、
ま
だ
見
ぬ
場
所
へ
思
い
を
馳
せ
夢

を
膨
ら
ま
せ
る
と
い
っ
た
楽
し
み
も
求

め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
の
高
名
な
画
家
が

地
図
を
描
く
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

実
際
の
地
図
だ
け
で
な
く
、『
酒
の

世
界
地
図
』
と
か
『
音
楽
業
界
マ
ッ
プ
』

と
銘
打
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
も
増
え

て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル

は
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
指
針
を
提
示

し
て
い
る
よ
、
と
い
う
意
思
表
示
。
ま

さ
に
、
地
図
は
道
案
内
の
た
め
の
道
具

な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な

意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
た
め
、
場
合

に
よ
っ
て
は
地
図
が
一
枚
も
掲
載
さ
れ

な
い
と
い
う
愉
快
な
状
況
を
呈
し
て
い

る
。

存
在
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。

川
、
湖
沼
、
溜
め
池
、
海
は
言
う
に

及
ば
ず
、
宗
教
画
に
お
け
る
三
途
の
川

や
命
の
泉
に
至
る
ま
で
、〈
水
に
か
か

わ
る
空
間
〉
は
地
図
に
お
い
て
も
重
要

な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、

〈
水
に
か
か
わ
る
空
間
〉
が
人
の
営
み

と
親
し
く
あ
っ
た
か
ら
。
そ
ん
な
当
た

り
前
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、

地
図
に
文
化
の
レ
イ
ヤ
�
を
重
ね
て
見

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

発
信
者
が
地
図
に
盛
り
込
む
主
題
が

多
様
化
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
発
信

者
が
経
験
し
、
体
得
し
た
川
や
森
や
都

市
と
い
っ
た
〈
場
の
記
憶
〉
を
重
ね
合

わ
せ
た
地
図
づ
く
り
も
進
ん
で
い
る
。

そ
れ
が
単
な
る
地
理
的
情
報
を
超
え
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
受
け
取
り
手
は
面
白

い
と
感
じ
る
の
だ
。
地
形
図
と
土
地
利

用
図
を
重
ね
て
み
た
ら
小
水
力
発
電
の

適
地
が
浮
か
ぶ
、
と
い
う
よ
う
に
、
地

図
は
新
た
な
発
見
の
宝
庫
で
も
あ
る
。

地
図
は
想
像
力
を
進
化
さ
せ
る
ツ
�

ル
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
見
通
し
や
景

観
を
も
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
主

題
（
テ
ー
マ
）
を
自
在
に
重
ね
た
交
響
曲

と
し
て
、
地
図
の
展
開
に
期
待
し
た
い
。

文
化
を
つ
く
る
　

記
憶
の
重
合
　
　
　

編
集
部

や
す
く
表
現
す
る
た
め
に
工
夫
を
凝
ら

す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
完
成
品
の
質

を
高
め
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。

松
永
悠
彦
君
の
博
士
勉
強
（
２
、
３
ペ

ー
ジ
参
照
）
か
ら
は
、
誰
か
ら
も
強
制
さ

れ
ず
に
、
次
々
と
湧
い
て
き
た
ア
イ
デ

ィ
ア
を
地
図
づ
く
り
に
反
映
さ
せ
る
楽

し
さ
が
、
見
て
い
る
私
た
ち
に
も
充
分

伝
わ
っ
て
く
る
。
興
味
が
興
味
を
生
ん

だ
こ
の
経
験
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
宝
物
に
な
る
だ
ろ
う
。

居
場
所
を
伝
え
る

人
間
に
と
っ
て
永
遠
の
テ
�
マ
が

W
ho am

 I ?

〈
自
分
は
誰
な
の
か
〉
と

し
た
ら
、
さ
し
ず
め
地
図
に
と
っ
て
の

テ
�
マ
は
、W

here am
 I ?

〈
自
分
は

ど
こ
に
い
る
の
か
〉
と
い
え
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
の
は
、
近
代
地
図
史
を
研
究
す

る
長
谷
川
孝
治
さ
ん
（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）。

地
図
と
い
う
と
、
最
初
に
思
い
浮
か

べ
る
の
が
、
地
理
的
情
報
を
落
と
し
込

ん
だ
図
。
し
か
し
長
谷
川
さ
ん
は
、
中

世
の
宗
教
画
が
現
世
や
来
世
を
示
し
て

自
分
の
居
場
所
を
教
え
た
の
も
地
図
で

あ
り
、〈
ど
こ
か
〉
は
具
体
的
な
土
地

に
限
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
う
考
え
る

と
、
地
図
が
も
っ
と
身
近
で
人
間
臭
い
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圧
縮
と
解
凍

人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て
思
考
す
る
と

も
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
言
葉
が
具
象
を

抽
象
概
念
に
置
き
換
え
て
、
自
由
な
思

考
を
助
け
る
ロ
ゴ
ス
（
理
性
的
な
道
具
）
だ

か
ら
だ
。

そ
の
ロ
ゴ
ス
に
空
間
（
ト
ポ
ス
）
を
与

え
て
〈
地
図
〉
と
し
て
認
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
人
類
史
上
の
一
大
革

新
と
い
っ
て
よ
い
。
言
葉
で
は
な
く
、

記
号
や
図
式
で
表
わ
す
地
図
な
ら
ば
、

端
的
な
表
現
に
よ
っ
て
、
膨
大
な
情
報

量
を
圧
縮
し
て
伝
達
す
る
こ
と
も
可
能

に
な
る
。

つ
ま
り
、
地
図
は
大
容
量
の
情
報
伝

達
を
得
意
と
す
る
優
れ
た
ツ
�
ル
な
の

だ
。
抽
象
化
さ
れ
た
表
現
は
、
い
っ
て

み
れ
ば
圧
縮
作
業
で
あ
り
、
読
み
取
る

側
の
解
凍
作
業
に
よ
っ
て
、
多
く
の
情

報
を
取
り
出
さ
せ
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
発
信
者
の
意
図
を
超
え
た
情
報
を

取
り
出
す
こ
と
も
で
き
、
そ
の
面
白
さ

が
昨
今
の
地
図
ブ
�
ム
を
後
押
し
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
素
材
の
信
頼
性
も
重
要

だ
。
絵
画
と
一
線
を
画
し
た
地
図
は
、

〈
特
定
さ
れ
た
場
所
〉
を
詳
細
に
表
現



１
８
２
８
年
（
文
政
11
）
９
月
、
シ
�
ボ

ル
ト
事
件
が
起
き
た
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付

き
の
医
師
シ
�
ボ
ル
ト
が
、
伊
能
忠
敬
作

成
の
「
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
」
縮
図
を

帰
国
の
際
に
持
ち
出
そ
う
と
し
て
発
覚
。

縮
図
の
写
し
を
贈
っ
た
幕
府
天
文
方
・
書

物
奉
行
の
高
橋
景
保
ほ
か
十
数
名
が
処
分

さ
れ
、
景
保
は
獄
死
し
た
。
地
図
は
禁
制

品
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
現
代
の
日
本
地
図

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
地
図
を
全
国
に

わ
た
っ
て
作
成
し
た
の
は
伊
能
忠
敬
で
、

そ
の
功
績
は
大
で
あ
る
。

測
量
図
が
作
成
さ
れ
る
以
前
は
、
絵
図

が
も
っ
ぱ
ら
使
用
さ
れ
た
。
大
阪
狭
山
市
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立
郷
土
資
料
館
編
・
発
行
『
行
基
と
狭
山

池
』（
１
９
９
３
）
に
、「
行
基
日
本
図
」
が

あ
る
。
北
海
道
は
な
い
が
、
本
州
、
四
国
、

九
州
の
図
が
丸
い
団
子
状
に
描
か
れ
、
ひ

ら
が
な
文
字
で
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

行
基
土
木
集
団
の
成
果
の
一
つ
と
い
え
よ

う
。
こ
の
行
基
図
が
最
古
の
日
本
図
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

農
業
用
灌
漑
池
と
し
て
河
内
一
帯
の

人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
狭
山
池
は
、

古
代
に
築
か
れ
、
奈
良
時
代
（
７
６
２
年
）

に
行
基
に
よ
っ
て
初
め
て
改
修
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
大
阪
狭
山
市
立
郷
土

資
料
館
編
・
発
行
『
近
世
の
絵
図
—
狭
山

池
の
世
界
』（
１
９
９
８
）
に
は
、
狭
山
池
惣

絵
図
、
狭
山
池
除
口
樋
口
池
廻
り
村
々
絵

図
、
狭
山
池
西
除
略
絵
図
、
狭
山
池
中
樋

西
樋
筋
水
掛
り
村
々
絵
図
等
が
描
か
れ
て

い
る
。
村
図
や
用
水
関
係
の
絵
図
は
、
村

の
領
域
や
用
水
路
・
溜
池
な
ど
の
施
設
の

概
要
を
把
握
す
る
た
め
と
、
個
別
の
土
地

や
施
設
の
細
部
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の

が
あ
っ
た
。
こ
の
書
で
金
田
章
裕
は
、
近

世
絵
図
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
狭
山
池
の
場

合
で
も
、
ど
の
部
分
に
堤
防
が
あ
っ
て
、

そ
の
ど
こ
に
樋
が
設
置
さ
れ
、
池
に
は
ど

の
村
か
ら
川
が
流
入
し
、
ど
の
村
々
が
沿

岸
に
接
し
て
い
た
か
、
と
い
っ
た
事
実
が

表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
池
全
体
の
形
状
が

長
方
形
で
あ
ろ
う
と
楕
円
形
で
あ
ろ
う
と

十
分
に
用
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
絵
図
の
意
味
に
つ
い
て
、
小

野
寺
淳
著
『
近
世
河
川
絵
図
の
研
究
』（
古

今
書
院
１
９
９
１
）
で
は
、「
過
去
の
あ
る
が

ま
ま
の
景
観
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、

作
成
主
体
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
景
観

を
描
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
絵
図
か
ら
過

去
の
あ
る
が
ま
ま
の
景
観
を
復
元
す
る
こ

と
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
絵
図
は
言
葉
で

な
く
地
図
と
し
て
、
描
か
れ
た
景
観
の
意

味
を
我
々
に
伝
達
し
て
い
る
。
絵
図
は
作

成
主
体
の
政
治
的
、
経
済
的
、
あ
る
い
は

宗
教
的
動
機
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

地
図
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
成
主
体
の
空

間
認
識
を
表
現
し
て
お
り
、
さ
ら
に
絵
図

を
利
用
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
そ
の
関
心

に
よ
っ
て
様
々
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
」
そ
し
て
、J.B

.H
arley

の
言

葉
を
借
り
て
、「
人
間
の
心
の
中
に
あ
る
精

神
的
世
界
と
外
部
の
物
理
的
世
界
を
つ
な

ぐ
仲
介
者
で
あ
り
、
様
々
な
ス
ケ
�
ル
に

お
い
て
人
間
の
心
の
中
の
世
界
を
創
り
出

す
手
助
け
を
す
る
基
本
的
な
道
具
で
あ
る
」

と
定
義
す
る
。
こ
れ
を
拡
大
解
釈
す
る
な

ら
、
地
図
は
正
し
く
、
す
べ
て
の
学
問
研

究
の
原
点
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
書
で
は
、
河
川
絵
図
を
、

１
【
治
水
】
関
東
筋
川
普
請
各
藩
分
担
図
、

木
曽
三
川
大
絵
図
、
淀
川
沿
岸
図

２
【
堤
外
地
】
岩
木
川
流
域
図
、
吉
野
川

絵
図
、
筑
後
川
絵
図
、
菊
池
川
絵
図

３
【
用
水
・
上
水
】
米
代
川
絵
図
、
小
貝

川
絵
図
、
玉
川
上
水
・
神
田
上
水
大
絵
図

４
【
河
川
交
通
】
最
上
川
舟
運
絵
図
、
阿

武
隈
川
水
路
図
、
利
根
川
河
岸
絵
図
、
佐

波
川
筋
絵
図
、
懐
中
鑑
（
多
摩
川
）

５
【
地
誌
】
関
八
州
川
筋
絵
図
、
調
布
玉

川
惣
畫
圖
、
球
磨
川
絵
図

と
分
類
し
な
が
ら
、
絵
図
の
表
現
様
式

の
分
析
、
図
像
の
分
類
な
ど
客
観
的
考
察
、

過
去
の
人
間
の
主
観
的
な
空
間
認
識
を
追

究
す
る
。

今
尾
恵
介
解
説
『
多
摩
川
絵
図
　
今
昔

—
源
流
か
ら
河
口
ま
で
』（
け
や
き
出
版
２
０

０
１
）
は
、
弘
化
２
年
（
１
８
４
５
）
の
作

古賀 邦雄
こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団（現・独立行政法人水資源機構）に入社

30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会筑後川水問題研究会に所属

2008年5月に収集した書籍を所蔵する
「古賀河川図書館」を開設
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市
、
三
鷹
市
、
狛
江
市
、
立
川
市
、
町
田

市
な
ど
の
川
を
追
う
。
同
編
著
『
川
跡
か

ら
た
ど
る
江
戸
・
東
京
案
内
』（
洋
泉
社
２

０
１
１
）
も
あ
り
、
渋
谷
川
に
合
流
す
る
イ

モ
リ
川
、
暗
渠
化
さ
れ
た
河
骨

こ
う
ほ
ね

川
の
光
景
、

高
速
道
路
に
変
わ
っ
た
楓
川
、
吉
原
遊
郭

を
囲
む
浜
町
川
、
お
玉
が
池
と
藍
染
川
、

溜
池
の
排
水
路
だ
っ
た
汐
留
川
な
ど
を
た

ど
る
。

渡
邉
秀
樹
・
樽
永
編
『
消
え
た
川
を
た

ど
る
！
　
東
京
ぶ
ら
り
暗
渠
探
検
』（
洋
泉

社
２
０
１
０
）
は
、
渋
谷
川
、
桃
園
川
、
北

沢
川
、
烏
山
川
、
呑
川
、
立
会
川
な
ど
暗

渠
化
し
、
遊
歩
道
、
児
童
公
園
が
整
備
さ

れ
た
川
を
巡
る
。
石
坂
善
久
著
『
東
京
水

路
を
ゆ
く
』（
東
洋
経
済
新
報
社
２
０
１
０
）
は
、

水
辺
か
ら
東
京
の
河
川
を
徘
徊
す
る
。

日
本
に
は
１
０
９
水
系
の
一
級
河
川
が

流
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
治
水
と
利
水
に
役
割

を
持
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
人
々
に
憩

い
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
斎
藤
康
一
・

矢
野
哲
治
著
『
日
本
の
川
地
図
１
０
１
—

カ
ヌ
ー
・
ツ
ー
リ
ン
グ
・
マ
ッ
プ
』（
小
学

館
１
９
９
１
）
は
、
カ
ヌ
�
の
案
内
書
で
、

例
え
ば
、
越
後
三
山
の
麓
を
流
れ
る
清
流

魚
野
川
に
つ
い
て
、
鮎
釣
り
の
期
間
は
除

き
、
河
川
長
69
㎞
、
湯
沢
～
六
日
町
～
小

千
谷
で
快
適
な
流
れ
と
瀬
を
カ
ヌ
�
・
ツ

�
リ
ン
グ
で
楽
し
め
る
と
あ
る
。

地
理
学
は
、
地
図
と
は
絶
対
に
切
り
離

せ
な
い
学
問
で
あ
る
。
大
矢
雅
彦
著
『
河

川
地
理
学
』（
古
今
書
院
１
９
９
３
）、
同
著

『
河
道
変
遷
の
地
理
学
』（
古
今
書
院
２
０
０

６
）
は
、
河
川
地
理
学
の
代
表
的
な
書
と

い
え
る
。
著
者
は
「
河
川
と
平
野
あ
る
い

は
流
域
の
著
し
い
地
域
差
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
災
害
軽
減
な
ど
流
域
社
会
の
発
展

に
役
立
た
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
私
の
目
的

と
す
る
地
理
学
だ
と
思
う
」
と
心
情
を
吐

露
す
る
。
平
野
を
構
成
す
る
扇
状
地
、
自

然
堤
防
、
後
背
湿
地
、
デ
ル
タ
な
ど
の
地

形
要
素
を
述
べ
、
平
野
の
地
形
の
基
本
型

と
し
た
木
曽
川
下
流
濃
尾
平
野
の
地
形
、

洪
水
、
開
発
過
程
を
論
じ
、
世
界
の
河
川

で
あ
る
ロ
�
ヌ
川
、
タ
イ
中
央
平
原
と
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
、
国
際
河
川
メ
コ
ン
川
を

分
析
す
る
。
一
方
、
河
道
変
遷
で
は
、
石

狩
川
、
利
根
川
、
阿
賀
野
川
、
斐
伊
川
、

野
洲
川
、
筑
後
川
な
ど
を
追
求
す
る
。

終
わ
り
に
、
沖
大
幹
監
訳
、
沖
明
訳

『
水
の
世
界
地
図
』（
丸
善
２
０
０
６
）
、
同

『
水
の
世
界
地
図
第
２
版
』（
丸
善
２
０
１
０
）

を
挙
げ
る
。
人
口
66
億
８
０
０
０
万
人
に

な
っ
た
世
界
の
水
問
題
に
つ
い
て
、
高
ま

る
水
需
要
、
水
の
浪
費
、
水
汚
染
、
水
を

め
ぐ
る
国
際
協
力
な
ど
、
世
界
地
図
に
示

し
な
が
ら
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
指
摘
。
例
え
ば

水
力
発
電
は
世
界
の
電
力
の
19
％
を
供
給
。

世
界
の
疫
病
に
よ
る
苦
し
み
は
、
水
供
給
、

衛
生
施
設
、
衛
生
行
動
の
改
善
で
お
よ
そ

10
％
が
予
防
可
能
。
家
庭
で
一
日
の
使
用

量
は
オ
�
ス
ト
ラ
リ
ア
２
８
２
r
、
エ
チ

オ
ピ
ア
13
r
。
25
億
の
人
々
は
改
善
さ
れ

た
衛
生
施
設
を
使
用
で
き
な
い
。
発
展
途

上
国
で
は
下
水
の
90
％
が
未
処
理
の
ま
ま

放
流
、
等
が
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
水
問
題

は
世
界
的
な
協
力
の
も
と
に
改
善
さ
れ
つ

つ
あ
る
と
指
摘
す
る
。

以
上
、
河
川
の
問
題
に
対
し
、
時
間
的

に
、
空
間
的
に
、
地
理
的
に
指
し
示
し
、

解
決
策
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
が
地
図
の

役
割
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
地
図
は
河
川
に
お
け
る
調
査
研
究

の
原
点
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
あ
る
『
調
布
玉
川
惣
畫
圖
』
つ
い
て
、

源
流
域
の
大
菩
薩
峠
か
ら
羽
田
ま
で
、
往

時
の
多
摩
川
両
岸
村
落
の
名
勝
、
渡
船
場
、

街
道
、
宿
場
の
風
景
を
解
説
す
る
。
見
て

い
て
愉
し
い
。
渡
部
一
二
著
『
江
戸
の

川
・
復
活
』（
東
海
大
学
出
版
会
２
０
０
８
）
は
、

日
本
橋
川
・
神
田
川
・
隅
田
川
に
お
け
る

絵
図
か
ら
学
ぶ
体
感
型
博
物
館
構
想
と
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
。
鈴
木
康

久
・
西
野
由
紀
編
『
京
都
宇
治
川
探
訪
』

（
人
文
書
院
２
０
０
７
）
は
、『
宇
治
川
両
岸

一
覧
』
の
挿
絵
を
カ
ラ
�
で
掲
載
し
、
宇

治
川
を
江
戸
時
代
の
旅
人
と
同
化
す
る
。

同
編
『
京
都
鴨
川
探
訪
』（
人
文
書
院
２
０
１

１
）
も
、
京
か
ら
淀
ま
で
鴨
川
沿
い
の
名

所
旧
跡
、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、『
淀
川

両
岸
一
覧
』
の
挿
絵
と
と
も
に
、
描
い
て

い
る
。
生
田
耕
作
編
著
『
鴨
川
風
雅
集
』

（
京
都
書
院
１
９
９
０
）
も
あ
る
。
絵
図
と
は

違
う
が
、
絵
巻
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

木
村
き
よ
し
著
『
淀
川
絵
巻
』（
保
育
社
１

９
８
８
）
を
懐
に
入
れ
て
歩
く
と
、
現
在
の

淀
川
に
つ
い
て
文
化
と
歴
史
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
守
口
市
の
豊
里
大
橋
の

辺
り
に
は
、
文
禄
３
年
（
１
５
９
４
）
豊
臣

秀
吉
が
伏
見
城
と
大
坂
城
を
陸
路
で
結
ぶ

た
め
、
毛
利
輝
元
ら
が
命
を
受
け
淀
川
左

岸
堤
防
を
改
築
し
た
「
文
禄
堤
」、
文
禄
堤

一
円
を
「
東
海
道
守
口
宿
」
の
道
し
る
べ
、

そ
れ
に
「
平
田
の
渡
し
場
」
の
碑
も
あ
る
。

河
川
を
鳥
の
目
で
描
い
た
鳥
瞰
図
と
し

て
、
子
ど
も
向
き
の
村
松
昭
作
・
偕
成
社

発
行
の
『
た
ま
が
わ
』（
２
０
０
８
）、『
ち
く

ま
が
わ
・
し
な
の
が
わ
』（
２
０
１
０
）、『
ち

く
ご
が
わ
』（
２
０
０
９
）
が
あ
る
。
ま
た
、

俯
瞰
的
に
は
、
桑
原
啓
三
・
上
野
将
司
・

向
山
栄
著
『
空
の
旅
の
自
然
学
』（
古
今
書

院
２
０
０
１
）
で
、
千
歳
か
ら
羽
田
の
飛
行

中
、「
左
か
ら
右
に
流
れ
る
成
瀬
川
（
秋
田
）

は
岩
井
川
と
合
流
す
る
と
西
に
屈
曲
し
、

横
手
盆
地
へ
と
流
れ
て
い
る
。
成
瀬
川
の

左
岸
側
に
は
谷
地

や
ち

の
地
す
べ
り
が
存
在
す

る
」
と
国
土
地
理
院
の
地
図
と
と
も
に
地

質
学
的
に
鋭
く
分
析
す
る
。
建
設
省
菊
池

川
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
菊
池
川
の
今

と
昔
』（
１
９
９
８
）
は
、
古
図
『
菊
池
川
全

図
』
と
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）
時
点
の
空

中
写
真
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
菊
池
川
下

流
部
に
は
加
藤
清
正
が
つ
く
っ
た
「
石
は

ね
」、「
旧
白
石
堰
」
が
時
を
超
え
て
甦
っ

て
く
る
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
８
月
５
日
東

京
・
雑
司
ヶ
谷
の
下
水
道
工
事
中
、
一
時

間
60
㎜
の
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ
っ
て
下
水
道

内
の
作
業
員
５
名
が
流
さ
れ
、
死
亡
し
た
。

下
水
管
に
雨
水
が
集
中
し
、
秒
速
７
ｍ
を

超
え
た
と
い
う
。
事
故
現
場
の
弦
巻

つ
る
ま
き

通
り

は
、
谷
底
地
形
で
、
１
９
３
２
年
（
昭
和
７
）

に
弦
巻
川
を
暗
渠
化
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。

現
在
は
地
下
に
下
水
道
「
雑
司
ヶ
谷
幹
線
」

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
菅
原
健
二
著
『
川

の
地
図
辞
典
　
江
戸
・
東
京
／
23
区
編
』

（
之
潮
２
０
０
７
）
は
、
弦
巻
川
、
藍
染
川
、

小
石
川
、
音
羽
川
な
ど
暗
渠
化
で
消
え
て

し
ま
っ
た
川
を
く
ま
な
く
踏
査
し
て
、
都

内
の
川
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
。
１
９
２
３

年
（
大
正
12
）
関
東
大
震
災
、
１
９
４
５
年

（
昭
和
20
）
東
京
大
空
襲
、
さ
ら
に
急
速
な

都
市
化
、
特
に
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
前
後
の
高
度
成
長

期
に
は
「
臭
い
も
の
に
は
蓋
を
し
ろ
」
と

ば
か
り
に
東
京
の
河
川
の
暗
渠
化
が
進
ん

だ
。
こ
れ
は
廃
川
に
な
っ
た
川
ま
で
含
め

て
地
図
上
に
表
わ
し
た
貴
重
な
辞
典
で
あ

る
。
同
著
者
に
よ
る
『
川
の
地
図
辞
典

多
摩
東
部
編
』（
之
潮
２
０
１
０
）
は
武
蔵
野

水の文化書誌49
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東日本とともに
４
月
28
日
か
ら
神
戸
大
学
の
学
生
た
ち
と
大
船
渡

市
に
入
り
、
七
つ
あ
る
災
害
対
策
地
区
本
部
の
一
つ
、

赤
崎
地
区
生
形
の
避
難
所
の
雑
役
を
担
う
作
業
を
し

て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
１
０
０
名
が
暮
ら
し
て
い

て
、
北
海
道
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
自
衛
隊
式
風
呂
が
二

つ
あ
り
、
飲
料
水
に
は
適
さ
な
い
井
戸
水
を
使
っ
て

い
ま
す
（
水
道
の
復
旧
の
見
込
み
は
、
ま
だ
た
っ
て

い
ま
せ
ん
）。
風
呂
を
沸
か
す
た
め
の
薪
を
つ
く
る

作
業
や
風
呂
の
掃
除
が
主
な
仕
事
で
し
た
。
ま
た
、

瓦
礫
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
写
真
の
洗
い
出
し
な
ど

も
引
き
受
け
て
、
10
日
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

帰
途
、「
水
の
文
化
25
号
」
で
お
世
話
に
な
っ
た

大
船
渡
市
三
陸
町
砂
子
浜
大
家
の
千
田
基
久
兵
衛
さ

ん
と
石
巻
の
「
石
巻
千
石
船
の
会
」
事
務
局
長
本
間

英
一
さ
ん
の
元
気
な
お
顔
を
拝
見
し
て
き
た
。
本
間

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
千
石
船
の
模
型
を
つ
く
ら
れ
た
大

工
棟
梁
の
新
沼
留
之
進
さ
ん
も
お
元
気
と
の
こ
と
。

千
田
さ
ん
は
「
津
波
は
こ
の
高
台
に
ま
で
は
こ
な

い
。
火
事
に
気
を
つ
け
ろ
、
と
代
々
言
わ
れ
て
き
た

ん
じ
ゃ
け
ど
」
と
言
い
、
母
屋
と
土
蔵
（
写
真
左
上
）

は
床
下
浸
水
、
背
後
の
御
堂
も
床
下
ま
で
海
水
が
迫

り
ま
し
た
が
、
御
本
尊
は
無
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

東
北
学
院
大
学
の
斎
藤
善
之
先
生
も
ご
無
事
で
、
資

料
を
心
配
し
て
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
そ

う
で
す
。

本
間
さ
ん
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
全
壊
。
唯
一
、
土
蔵

が
残
り
ま
し
た
。
日
和
山
の
麓
に
あ
る
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
も
数
メ
ー
ト
ル
手
前
ま
で
瓦
礫
が
押
し
寄
せ
ま
し

た
が
無
事
。（
写
真
左
３
枚
目
、
右
に
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
の
照
明
灯
が
見
え
る
）。
最
初
は
避
難
所
に
入
り

ま
し
た
が
、
今
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
脇
の
事
務
所
で
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
土
蔵
は
瓦
屋
根
が
津
波
で
壊
さ
れ
、

２
階
の
窓
か
ら
海
水
が
入
っ
て
き
て
お
り
、
貴
重
な

古
文
書
も
泥
水
を
被
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら

の
古
文
書
資
料
は
現
在
、
斎
藤
先
生
に
よ
っ
て
大
学

に
移
さ
れ
て
修
復
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
仙
台
に
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。「
水
の
文
化
11
号
」
で
取
材
し
た
仙
台
市
若
林

地
区
の
「
イ
グ
ネ
」、「
水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
」
の
高

橋
万
里
子
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
み
な
さ
ん
を
、
是

非
と
も
お
訪
ね
し
な
く
て
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
お
じ
い
さ
ん
は
「
生
き
て
い
て
も
、
死
ん
だ

と
し
て
も
迷
惑
が
か
か
る
」
と
。
返
す
言
葉
が
な
く
、

向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
か
取
り

繕
っ
て
い
る
だ
け
で
、
申
し
訳
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。そ

の
お
じ
い
さ
ん
と
つ
な
が
る
た
め
に
も
、
仮
設

住
宅
に
避
難
さ
れ
た
方
々
に
、
集
落
の
暮
ら
し
に
つ

い
て
の
聞
き
取
り
の
必
要
を
感
じ
ま
し
た
。
社
会
、

文
化
人
類
、
教
育
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
方
々
に

協
力
し
て
い
た
だ
き
、
結
婚
式
の
と
き
の
し
き
た
り

や
出
産
に
ま
つ
わ
る
話
、
葬
式
は
ど
う
し
て
い
た
か
。

祭
り
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
準
備
を
し
て
仕
切
っ
て
い

た
の
か
、
と
い
っ
た
風
習
、
畑
、
田
ん
ぼ
、
漁
、
猟

と
い
っ
た
生
活
技
術
、
村
の
寄
り
合
い
で
合
意
形
成

は
ど
う
し
て
い
た
の
か
。
歌
の
録
音
も
必
要
で
す
。

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）
の
津
波
、
チ
リ
地
震
の
津

波
を
軸
に
防
災
に
関
し
て
の
経
験
な
ど
、
残
す
べ
き

も
の
を
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

生
き
て
い
く
た
め
の
仮
設
住
宅
と
い
う
支
援
は
も

ち
ろ
ん
必
要
で
す
。
し
か
し
、
仮
設
住
宅
で
暮
ら
す

間
に
、
失
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
生
活
技
術
や
文

化
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
、
復
興
の
核
と
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

被
災
地
は
広
大
で
す
が
、
集
落
一
つ
ひ
と
つ
を
大

切
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
出
会
っ
た
一
人
ひ

と
り
に
、
で
き
る
こ
と
で
か
か
わ
り
続
け
た
い
と
思

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賀
川
督
明

「水の文化交流フォーラム」は「里川文化塾」に生まれ変わります 里川文化塾
当
セ
ン
タ
ー
で
は
毎
年
秋
に
「
水
の
文

化
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
て
参
り

ま
し
た
。
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
登
壇
者
に
よ

る
提
言
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い

う
形
式
で
活
発
な
意
見
交
換
を
行
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
今
年
よ
り
新
た
な
ス
タ
イ

ル
の
学
び
の
現
場
と
し
て
「
里
川
文
化
塾
」

を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
里
川
文
化
塾
」
は
水
と
人
が
か
か
わ
り

合
う
現
場
に
足
を
運
び
、
実
際
の
経
験
や

体
験
を
通
じ
て
水
の
文
化
を
考
え
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
の
学
び
の
場
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
は
セ
ン
タ

ー
イ
チ
押
し
の
若
手
専
門
家
。
今
ま
で
は

年
１
回
の
開
催
だ
っ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら

実
施
回
数
を
増
や
し
、
よ
り
近
い
距
離
で

参
加
者
と
意
見
交
換
・
情
報
交
換
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
水
の
文
化
を
考
え

る
機
会
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
年
度
は
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
次

の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
催
を
準
備
し

て
い
ま
す
。
開
催
地
は
東
京
近
郊
の
予
定

で
す
。
詳
細
は
随
時
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

里川づくりワークショップ

東京都心の生活で、川とのつき合い方を回生する方法を考えていきます。

ワークショップリーダー：難波匡甫さん（法政大学サステイナビリティ研究教育機構研究員）

府中用水ワークショップ

府中用水に生息するさまざまな生きものについて調べ、学びます。

ワークショップリーダー：齊藤有里加さん（くにたち郷土文化館学芸員）

小水力発電ワークショップ

持続可能なエネルギーとして注目が高まる小水力発電について学びます。

ワークショップリーダー：古谷桂信さん（フォト・ジャーナリスト）

都市河川・暗渠体験ワークショップ

都市における河川の役割について考えていきます。

ワークショップリーダー：中村晋一郎さん（東京大学「水の知」総括寄付講座 特任助教）

（2011年6月現在の予定です。予告なしに変更する可能性があります）
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■水の文化39号予告

特集「小水力 - 2」（仮）

日本の風土に合った小水力発電。住民自らがエネ

ルギーをつくり出すことは可能なのか。再生エネ

ルギー比率を上げるために、小水力発電が果たせ

る役割を探ります。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

編
集
後
記

◆
地
図
っ
て
過
去
と
重
ね
て
見
る
と
、
気
づ
き
も
多
く
て
楽
し
い
。

震
災
以
降
、「
リ
ス
ク
確
避
（
回
避
）」
を
目
的
に
地
図
が
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
機
会
に
活
用
範
囲
が
広
が
っ
た
り
、
独
自
の
「
マ

ッ
プ
」
が
誕
生
す
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
今
、
私
に
と
っ
て
の
地
図

は
、
単
に
目
的
地
に
行
く
た
め
の
カ
�
ナ
ビ
だ
け
。
虚
し
い
。（
宮
）

◆
地
図
は
最
近
見
な
く
な
っ
た
。
カ
�
ナ
ビ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
代
替
さ

れ
て
い
る
。
一
瞬
に
し
て
使
用
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
と
引
き
換
え

に
、
空
想
や
想
像
な
ど
脳
の
活
性
領
域
が
失
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ボ
ケ
な
い
よ
う
に
今
後
の
こ
と
を
考
え
て
地
図
を
見
る
こ
と
に

し
よ
う
。（
新
）

◆
小
さ
い
頃
は
、
い
わ
ゆ
る
鉄
子
。
私
の
頭
の
中
に
は
、
時
刻
表

の
サ
イ
ズ
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
日
本
地
図
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
。

い
ま
だ
に
実
際
の
形
と
想
像
上
の
形
が
一
致
し
な
い
と
い
う
致
命
的

な
情
報
記
憶
。
し
か
し
、
そ
の
上
に
旅
行
の
思
い
出
や
、
地
理
や
歴

史
の
勉
強
な
ど
ど
ん
ど
ん
重
ね
ら
れ
て
私
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
地
図

が
あ
る
の
だ
。
そ
う
思
う
と
ち
ょ
っ
と
楽
し
い
。
さ
ぁ
。
次
は
ど
ん

な
地
図
を
創
ろ
う
か
。（
ゆ
）

◆

北
海
道
赤
レ
ン
ガ
庁
舎
に
行
く
と
、
幕
末
に
活
躍
し
た
探
検

家
・
松
浦
武
四
郎
が
つ
く
っ
た
蝦
夷
地
図
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
無
数
の
沢
・
谷
が
丹
念
に
描
か
れ
、
そ
の
す
べ
て
に
ア
イ

ヌ
語
の
名
前
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
彼
は
何
を
伝

え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
地
図
は
思
想
の
表
現
で
も
あ
る
。（
中
）

◆
一
見
無
機
質
に
見
え
る
地
図
で
も
、
人
が
賑
わ
い
そ
う
な
場
所

や
子
ど
も
の
遊
び
場
な
ど
を
想
像
し
な
が
ら
丁
寧
に
読
み
解
く
と
、

生
活
者
の
息
遣
い
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
面
白
い
。
地
図
は
、
地
域

の
つ
な
が
り
「
結
」
を
〈
見
え
る
化
〉
す
る
ツ
�
ル
と
し
て
、
ま
だ

ま
だ
潜
在
力
を
秘
め
て
い
る
と
感
じ
た
。（
緒
）

◆
地
図
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
便
利
な

素
材
も
増
え
た
が
、
情
報
源
に
よ
っ
て
基
準
が
異
な
る
の
は
悩
ま
し

く
、
結
局
は
情
報
を
理
解
し
て
表
現
す
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か
る
。

つ
く
る
側
は
使
う
側
の
便
利
に
貢
献
す
る
た
め
に
、
ゼ
ン
リ
ン
さ
ん

の
人
海
戦
術
の
よ
う
に
、
こ
つ
こ
つ
と
時
間
を
か
け
て
も
ら
い
た
い

も
の
だ
。（
力
）

◆

連
れ
合
い
か
ら
初
め
て
目
的
地
へ
の
地
図
を
渡
さ
れ
た
と
き
、

目
が
点
に
な
っ
た
。
目
印
で
は
な
く
、
道
路
の
斜
度
や
カ
�
ブ
が
描

き
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
空
間
認
知
に
個
人
差
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
、
初
め
て
の
経
験
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
独
自
の
空
間
認
知
力
は
、

き
っ
と
立
体
模
型
で
育
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
銀
婚
式
を
越
え
、
だ

い
ぶ
慣
れ
た
け
ど
…
。（
賀
）

水の文化 
Information



表紙上：明星（みょうじょう）学園（東京都三鷹市）に広川孝という社会科の先生がおられた。先生は、白ボール紙にカーボン紙
を使って５万分の１の地図の等高線をトレースして切り抜き、積層させて立体模型をつくることを教えた。遠足に出かけ
るときも事前に目的地を立体模型に仕上げ、二次元の地図と並べて空間認知を促した。広川先生が亡くなられたときご自
宅に残された23点の作品は、それぞれ教え子たちに形見として贈られて、大切な宝物となっている。

表紙下：自然マイスター熊本隆繁さんに太田川の支流 水内川を案内していただいた。フィールドを歩くことでつくられた、
みんなの記憶が重なり合う。

裏表紙上：大きく曲流する太田川。写真提供／太田川河川事務所

裏表紙下右：水上タクシーに乗って、太田川本川（旧・太田川）から見上げた原爆ドーム。川辺に立派な雁木があるのに、初めて気
づいた。広島では、川からの風景が表の顔。

裏表紙下左：吉田初三郎（1884〜1955年）は、生涯において3000点以上の鳥瞰図を作成し〈大正広重〉と呼ばれた。〈初三郎式絵図〉
という独自の作風を確立したが、港湾などの軍事機密が見て取れることから軍部から活動制限を受け、不遇の時代を送る。
戦後、広島の惨状を鳥瞰図にする仕事を引き受け、原爆投下後間もない広島に入り５カ月に及ぶ取材を敢行。300余名から
の証言を得て、原爆八連図と呼ばれる作品を制作した。吉田初三郎研究家の益田啓一郎さんによると、初三郎はその後原
因不明の重病を発症し、晩年も原爆症に似た症状があったという。英文「HIROSHIMA」原爆八連図（広島図書印刷 1949）
画像提供／（Ｃ）アソシエ地図の資料館　画／吉田初三郎
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