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西
村

今
日
は
、
戦
後
の
都
市
計
画
と

と
も
に
歩
ん
で
こ
ら
れ
、
日
本
の
都
市

に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
さ
れ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
伊
藤
滋
先
生
に
お
越
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。「
都
市

ま

ち

の
未
来
」
や

先
生
の
ユ
ニ
ー
ク
な
都
市
論
、「
は
ち
ゃ

め
ち
ゃ
都
市
論
」（
笑
）
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊
藤

私
は
、
東
京
で
ず
っ
と
育
ち
ま

し
た
け
れ
ど
、
江
戸
っ
子
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
二
三
区
内
に
三
代
前
か
ら
住
ん

で
い
る
生
粋
の
江
戸
っ
子
は
恐
ら
く

数
％
程
度
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
江
戸

も
田
舎
の
大
名
が
つ
く
っ
た
町
で
し
た

し
、
東
京
も
田
舎
者
が
つ
く
っ
た
町
と

い
え
ま
す
。
明
治
維
新
後
、
本
当
に
実

力
が
あ
っ
て
、
商
売
に
秀
で
、
学
問
に

秀
で
、
家
系
と
か
歴
史
を
背
負
っ
て
い

な
い
日
本
中
の
田
舎
者
が
集
ま
っ
て
、

東
京
を
つ
く
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
な
か
で
も
、
明
治
維
新
で
勝
っ

た
西
方
の
次
男
坊
、
三
男
坊
の
頭
の
回

転
の
い
い
人
が
来
て
、
彼
ら
に
暮
ら
し

よ
い
町
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
す
。
負

け
た
側
の
東
―
―
私
の
両
親
は
北
海
道

出
身
で
そ
こ
か
ら
東
京
に
移
り
住
ん
だ

わ
け
で
す
が
―
―
に
は
西
に
対
す
る
屈

山
の
手
・
下
町
を
さ
ら
に
南
北
に
分
け
る
と

東
京
の
都
市
ま

ち

の
成
り
立
ち
と
未
来
が
見
え
て
く
る
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西
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が

独
自
の
東
京
文
化
論
を
生
む
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折
し
た
感
情
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
や

ろ
う
っ
て
ね
（
笑
）。

し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
西
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
で
カ
ッ
カ
し
て
い
て
も
し
ょ
う

が
な
い
。
そ
こ
で
、
考
え
た
の
で
す
。

「
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
」
だ
。
北
海

道
や
東
北
か
ら
来
た
人
間
が
い
な
い
と

東
京
が
成
り
立
た
な
い
側
面
も
あ
る
は

ず
だ
と
。

西
村

そ
の
発
想
か
ら
、
北
、
南
、
山

の
手
、
下
町
の
分
類
で
の
東
京
文
化
論

を
、
考
え
つ
か
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ

れ
ぞ
れ
の
町
並
み
、
暮
ら
し
、
気
質

か
た
ぎ

に

特
徴
が
あ
る
と
。

伊
藤

こ
れ
ま
で
山
の
手
と
下
町
を
分

け
て
分
析
す
る
地
理
学
者
や
経
済
学
者

は
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
み
た
い
な

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
固
ま
り
の
、
東
を

意
識
す
る
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て

い
ま
せ
ん
。

伊
藤

あ
る
時
、
鉄
道
が
で
き
た
明
治

時
代
に
北
か
ら
来
た
人
た
ち
が
非
常
に

重
要
な
役
割
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、

思
い
つ
き
ま
し
た
。

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
タ
ー
ミ

ナ
ル
（
終
着
駅
）
全
盛
期
で
、
有
名
な

の
は
パ
リ
の
北
駅
で
す
。
こ
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
を
日
本
も
導
入
し
、
南
の
新
橋
、

北
の
上
野
、
西
の
飯
田
橋
、
東
の
両
国

の
各
駅
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
完

成
す
る
の
が
、
日
露
戦
争
の
こ
ろ
で
す
。

山
手

や
ま
の
て

線せ
ん

開
通
で
こ
れ
が
全
部
つ
な
が
る

昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
の
約
四
〇
年
間
に
、

東
京
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
わ
け

で
す
。

東
京
の
東
北
部
に
紙
工
場
や
お
も
ち
ゃ

工
場
な
ど
軽
工
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

支
え
た
の
は
、
東
北
か
ら
来
て
上
野
に
降

り
立
っ
た
人
た
ち
で
す
。
一
方
、
東
海

道
・
横
浜
方
面
か
ら
来
た
西
方
の
人
た
ち

は
、
新
橋
で
降
り
日
本
橋
で
問
屋
や
サ
ー

ビ
ス
業
に
就
い
て
、
麻
布
あ
た
り
に
住
ん

で
い
た
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
東
と
西

に
、
北
と
南
を
入
れ
る
と
、
ど
う
い
う
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

東
京
二
三
区
を
単
純
に
頭
の
中
で
円
を

描
い
て
、
十
字
で
四
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け

て
み
ま
す
。
縦
の
線
は
、
京
浜
東
北
線
と

新
橋
か
ら
横
浜
ま
で
続
く
東
海
道
線
で
東

と
西
に
分
け
ま
す
。
北
区
と
か
荒
川
区
、

台
東
区
、
中
央
区
は
東
。
西
は
文
京
区
、

港
区
、
麻
布
、
赤
坂
な
ど
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
町
人
と
武
家
の
居
住
エ
リ
ア
で
、
下
町

と
山
の
手
に
あ
た
り
ま
す
。
次
に
横
の
線
、

す
な
わ
ち
中
央
線
と
総
武
線
で
北
と
南
に

二
分
す
る
と
、
北
の
中
心
は
上
野
で
、
南

は
新
橋
で
す
。

北
か
ら
仕
事
を
黙
々
と
や
る
ま
じ
め

な
人
た
ち
が
東
京
に
来
て
、
東
の
下
町

へ
行
く
と
職
工
に
な
り
ま
す
。
た
ま
た

ま
西
の
山
の
手
へ
行
く
と
、
文
京
区
へ

住
む
の
で
す
。
東
大
、
早
稲
田
大
、
日

本
女
子
大
、
学
習
院
大
な
ど
が
、
都
の

西
北
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

西
南
に
は
、
面
白
い
こ
と
に
、
西
洋
の

鉄
道
が
も
た
ら
し
た

人
と
東
京
の
町
の
変
化

影
響
が
あ
る
こ
と
。
鉄
道
が
で
き
た
こ

ろ
に
、
外
国
人
居
留
地
を
今
の
聖
路
加

病
院
あ
た
り
に
つ
く
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
聖
心
女
子
大
、
明
治
学
院
大
、

青
山
学
院
大
な
ど
が
そ
こ
か
ら
出
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
都
の
西
南
へ
行

く
の
で
す
。
都
の
西
南
は
丘
の
上
で
、

そ
の
眺
め
の
い
い
と
こ
ろ
に
宣
教
師
た

ち
が
大
学
を
つ
く
り
ま
し
た
。
だ
か
ら

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
が
多
い
の
で
す
。

西
洋
か
ぶ
れ
し
た
西
の
頭
の
い
い
層
が

西
南
へ
行
っ
た
象
徴
が
、
慶
應
ボ
ー
イ

で
す
。
あ
と
東
南
は
日
本
橋
の
問
屋
の

連
中
で
す
ね
。

そ
う
い
う
偉
そ
う
に
暮
ら
し
て
い
る

人
た
ち
が
南
に
い
て
も
、
実
質
的
に
東

京
を
支
え
た
の
は
精
神
的
に
は
北
の
西
、

腕
力
で
は
北
の
東
に
な
り
ま
す
。
こ
ん

な
ふ
う
に
楽
し
み
な
が
ら
東
京
を
眺
め

て
い
る
と
、
世
界
に
発
信
で
き
る
材
料

が
数
多
く
見
つ
か
り
ま
す
。

西
村

ま
さ
に
東
京
は
移
民
の
町
で
す

ね
。
も
う
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
外
国

人
が
感
じ
る
東
京
の
面
白
さ
と
い
う
の

は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤

大
森
の
貝
塚
を
発
見
し
た
モ
ー

ス
の
『
日
本
そ
の
日
そ
の
日
』
と
い
う

江戸の区分と�
明治の区分で�
東京は4つに�
分けられる�

旧東京市�
（江戸の区分）�

旧東京市�
（明治の区分）

山の手�
（武家）�

下町�
（町人）�

北の人�
（農民）�

南の人�
（雑多な人）�

皇居�

西北�

西南�

東北�

東南�

学者�

実業家�

職人�

商人�
東京の四区分�

東京23区�

京浜東北線�

東海道線�

中央線� 総武線�

上野�

飯田橋� 両国�

新橋�

秋葉原�

浅草寺�

皇居�

文�
慶應義塾大学�

文�
早稲田大学�

聖路加病院�

隅
田
川�

西北� 東北�

東南�西南�

木
造
建
築
が
生
み
出
し
た

フ
ァ
ジ
ー
な
空
間



日
記
に
は
、
道
路
が
清
潔
で
、
真
ん
中

を
ゆ
っ
た
り
人
が
歩
い
て
い
る
こ
と
に

驚
い
た
と
あ
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
歩
車

分
離
が
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対

し
て
、
日
本
で
は
変
幻
自
在
に
道
路
を

使
っ
て
い
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、
フ

ァ
ジ
ー
な
の
で
す
。
ま
た
、
ト
ロ
イ
の

遺
跡
発
見
で
有
名
な
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
は
、

明
治
十
年
ご
ろ
に
来
日
。
日
本
の
労
働

者
が
清
潔
な
こ
と
と
、
農
村
集
落
の
一

軒
一
軒
に
あ
っ
た
素
晴
ら
し
い
花
畑
に

感
心
し
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ジ
ー
な
中
で
う
ま
い
形
で
狭
い

空
間
を
や
り
繰
り
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
機
能
を
積
み
重
ね
て
い
っ
て
、
そ

れ
を
ず
っ
と
清
潔
な
ま
ま
維
持
管
理
し

て
い
る
の
で
す
。
欧
米
人
は
、
そ
こ
に

す
ご
く
興
味
を
持
ち
ま
す
。
ま
た
、
木

造
建
築
は
石
づ
く
り
と
違
っ
て
フ
ァ
ジ

ー
な
の
で
す
。
欧
米
で
は
全
く
つ
く
れ

な
か
っ
た
、
外
か
内
か
わ
か
ら
な
い
よ

う
な
空
間
が
自
然
に
で
き
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
狭
い
路
地
の
あ
る
町
、
神
楽

坂
や
武
蔵
小
山
の
路
線
商
店
街
な
ど
を

見
て
欧
米
の
知
的
階
級
は
感
嘆
の
声
を

あ
げ
る
の
で
す
。

西
村

横
町
の
存
在
も
評
価
し
た
い
で

す
ね
。
昔
は
ち
ょ
っ
と
行
く
と
横
町
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
歴
史
遺
産
で

は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

は
よ
く
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

西
村

欧
米
の
い
わ
ゆ
る
旧
市
街
や
歴

史
地
区
は
、
確
か
に
美
し
い
で
す
が
、

そ
こ
か
ら
外
れ
る
と
日
本
と
大
し
て
変

わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
旧
市
街
の
大

き
さ
は
歩
き
回
れ
る
程
度
。
他
方
、
日

本
は
都
市
国
家
を
守
る
城
壁
が
な
く
、

町
が
外
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
ど
こ
を
歴
史
地
区
と
し
て
守

り
、
ど
こ
を
新
た
な
開
発
対
象
と
し
て

許
す
か
は
、
難
し
い
問
題
で
す
。
こ
れ

を
み
る
と
、
日
本
の
町
づ
く
り
は
、
欧

米
の
町
づ
く
り
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
形

で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

西
村

気
に
な
る
の
は
、
日
本
で
は
景

観
と
い
う
視
点
が
決
定
的
に
不
足
し
て

い
る
こ
と
。
景
観
と
は
、
そ
の
人
そ
の

人
の
原
体
験
で
す
。
私
に
と
っ
て
、
東

京
の
景
観
、
原
体
験
は
、
ニ
コ
ラ
イ
堂

な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
景
観
を
守
る
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
体
験
を
共
同
体
の

中
で
共
通
の
絆
と
す
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
力
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
単
な

る
町
の
未
来
で
は
な
く
、
町
の
景
観
の

未
来
を
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。

先
生
は
、「
日
本
は
美
し
く
な
い
こ
と

西
村

昔
の
人
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

に
欠
け
て
い
る
の
は
、
不
便
な
こ
と
を

楽
し
む
姿
勢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

友
人
の
シ
エ
ナ
大
学
の
教
授
は
、
ラ
デ

ィ
コ
ン
ド
リ
と
い
う
片
田
舎
に
住
ん
で

い
ま
す
。
建
物
は
石
づ
く
り
で
、
お
そ

ら
く
七
〇
〇
〜
八
〇
〇
年
前
の
も
の
で

す
か
ら
、
す
ご
く
不
便
で
す
。
こ
の
不

便
さ
が
い
い
の
だ
そ
う
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
北
と
南
で
住
ん

で
い
る
家
も
違
い
ま
す
。
私
の
実
感
か

ら
言
え
ば
、
北
欧
の
国
は
、
つ
い
こ
の

間
ま
で
は
非
常
に
貧
し
い
国
で
し
た
。

で
も
、
町
は
き
れ
い
で
す
よ
。
南
に
行

け
ば
行
く
ほ
ど
、
確
か
に
豊
か
に
な
り

ま
す
が
、
同
時
に
貧
富
の
差
が
極
端
に

な
っ
て
き
ま
す
。
一
番
極
端
な
の
は
ナ

ポ
リ
で
し
ょ
う
。
ナ
ポ
リ
や
シ
チ
リ
ア

の
パ
レ
ル
モ
の
壮
麗
な
建
築
物
と
貧
し

い
人
た
ち
の
住
む
住
居
と
の
断
層
は
、

す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

伊
藤

私
は
い
つ
も
、
日
本
の
町
は
美

し
く
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

戦
後
、
権
利
の
移
転
が
行
わ
れ
た
か
ら

で
す
。
そ
れ
ま
で
の
階
層
社
会
が
つ
ぶ

さ
れ
て
、
あ
る
程
度
平
準
化
し
ま
し
た
。

そ
の
代
表
が
農
地
改
革
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

終
戦
直
後
、
東
京
に
は
農
家
の
次
男
、

三
男
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。
小
作

人
が
農
地
改
革
で
地
主
か
ら
権
利
移
転

さ
れ
た
土
地
は
、
彼
ら
を
迎
え
る
ア
パ

ー
ト
経
営
に
い
い
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
農
地
解
放
か
ら
一
〇
年
も
た

た
な
い
う
ち
に
、
小
作
人
は
小
資
本
家

に
な
り
ま
し
た
。
土
地
が
ど
ん
ど
ん
細

分
化
さ
れ
て
、
ア
パ
ー
ト
や
寂
し
げ
な

木
造
住
宅
が
建
っ
た
。
そ
の
行
動
に
振

り
回
さ
れ
て
、
日
本
で
は
町
づ
く
り
が

動
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

西
村

要
す
る
に
、
明
治
維
新
ご
ろ
の

日
本
の
町
は
、
階
層
社
会
で
す
が
、
本

当
の
意
味
で
の
田
園
都
市
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
階
層
の
消
滅
で
日
本
の
町

づ
く
り
は
、
完
全
に
カ
オ
ス
と
化
し
て

し
ま
っ
た
。
歴
史
の
皮
肉
で
す
ね
。
農

地
改
革
に
よ
る
土
地
の
細
分
化
で
、
地

主
に
昔
は
あ
っ
た
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ

リ
ー
ジ
ュ
、
社
会
的
責
任
感
が
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

伊
藤

大
衆
社
会
と
い
う
の
は
、
非
常

に
グ
リ
ー
デ
ィ
ー
（
貪
欲
）
で
、
日
本

社
会
は
ま
さ
に
そ
の
極
致
。
そ
の
反
動

が
、
地
方
分
権
の
主
張
で
す
。
で
も
、

地
方
分
権
で
い
い
町
が
で
き
る
か
と
い

う
と
疑
問
で
す
。
国
家
が
き
ち
ん
と
筋

道
を
立
て
て
仕
分
け
を
し
な
い
と
、
町
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農
地
改
革
に
よ
る

権
利
移
転
の
功
罪

「
市
民
で
景
観
を
守
れ
」だ
け
で
は

町
は
き
れ
い
に
な
ら
な
い



を
認
め
る
宣
言
」、「
日
本
を
再
び
美
し

く
す
る
こ
と
を
国
民
運
動
と
す
る
宣
言
」

と
、「
美
し
い
景
観
を
創
る
会
」
で
か
な

り
過
激
な
宣
言
を
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

伊
藤

私
が
狙
っ
て
い
る
一
つ
は
、
見

苦
し
い
企
業
の
広
告
看
板
の
徹
底
的
な

追
及
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
。「
市
民

で
景
観
を
守
れ
」
と
言
い
ま
す
が
、
本

当
に
町
を
よ
く
す
る
の
に
必
要
な
の
は
、

直
接
設
計
に
あ
た
る
全
国
に
一
〇
万
あ

る
設
計
事
務
所
で
す
。
彼
ら
に
施
主
に

対
し
て
、
町
づ
く
り
の
視
点
か
ら
発
言

し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
こ
に
最
も
焦
点
を
絞
っ
て
い

る
の
で
す
。

平
成
十
五
年
に
、
小
泉
総
理
の
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
に
町
づ
く
り
に
関
す
る
エ

ッ
セ
イ
を
書
き
ま
し
た
。
最
初
に
、
電

柱
の
地
中
化
を
取
り
上
げ
た
ら
、
も
の

す
ご
い
ヒ
ッ
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時

の
安
倍
官
房
副
長
官
が
、
そ
れ
を
役
所

へ
上
げ
る
と
、
電
柱
地
中
化
第
四
次
計

画
の
予
算
が
五
割
増
し
で
す
。
二
番
目

に
は
街
路
樹
で
、
こ
れ
も
す
ご
い
ヒ
ッ

ト
。
そ
の
後
、
副
大
臣
会
議
で
国
道
・

国
道
バ
イ
パ
ス
の
市
街
地
通
過
部
分
の

街
路
樹
は
、
要
請
に
よ
り
国
交
省
地
方

整
備
局
の
予
算
で
整
備
す
る
こ
と
が
決

ま
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
、
建
物
の
屋
上
に

空
調
機
や
広
告
塔
等
が
雑
然
と
置
か
れ
、

み
っ
と
も
な
い
か
ら
、
皆
さ
ん
で
屋
根

を
か
け
よ
う
と
書
く
と
、
ヒ
ッ
ト
が
全

然
あ
り
ま
せ
ん
。
屋
根
は
自
分
の
話
で

す
か
ら
、
途
端
に
シ
ュ
ン
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
日
本
人
は
自
分
の
お
金

を
出
す
と
な
る
と
、
美
し
さ
な
ん
て
ど

こ
か
に
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
を
何
と
か
ぶ
ち
破
ろ
う
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
が
…
…
。

西
村

景
観
に
関
し
て
い
う
と
、
自
分

は
「
よ
そ
者
」
だ
か
ら
や
が
て
出
て
い

く
と
い
う
感
覚
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う

ね
。
多
分
、
自
分
が
帰
っ
て
い
く
と
こ

ろ
で
あ
れ
ば
、
少
し
は
考
え
る
の
で
は
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な
い
で
し
ょ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
感
覚
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、

一
番
大
き
な
問
題
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
ね
。

西
村

で
は
、
最
後
に
、
都
市
の
未
来

に
つ
い
て
。

伊
藤

私
は
日
本
の
町
の
未
来
を
考
え

る
と
き
、
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
あ
る

性
向
が
鍵
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
い

い
例
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ク
リ
チ
バ
と
い

う
有
名
な
環
境
都
市
。
そ
の
パ
イ
オ
ニ

ア
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
市
長
が
掲
げ
た
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
た
の

が
、
二
代
に
わ
た
る
日
系
人
の
助
役
で

し
た
。

日
本
人
は
、「
助
役
」
と
し
て
諸
条
件

の
中
か
ら
最
善
の
解
を
出
す
こ
と
に
は
、

抜
群
の
能
力
を
発
揮
し
ま
す
。
だ
っ
た

ら
、
町
を
よ
く
す
る
に
は
、
そ
の
「
助

役
」
に
当
た
る
町
づ
く
り
の
リ
ー
ダ
ー
、

一
種
の
専
門
職
に
き
っ
ち
り
と
し
た
権

限
を
与
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
れ
だ

け
で
、
日
本
の
町
は
格
段
に
よ
く
な
る

と
思
い
ま
す
。

部
分
最
適
解
で
、
あ
る
限
定
さ
れ
た

と
こ
ろ
を
、
ヘ
テ
ロ
ジ
ニ
ア
ス
（
異
質

で
あ
る
さ
ま
）
に
改
善
し
て
い
く
と
、

何
十
と
い
う
町
が
で
き
上
が
り
ま
す
。

そ
の
集
合
体
が
一
つ
の
大
都
市
に
な
る

と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
ほ
う
が
世
の
中

の
変
化
に
強
く
、
二
一
世
紀
を
生
き
延

び
る
の
に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

変
化
に
抵
抗
力
の
あ
る
町
は
、
部
分
最

適
化
で
つ
な
が
り
、
お
互
い
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
情
報
交
換
が
で
き
る
よ
う
な

町
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
町
づ
く
り
に

は
、
専
門
家
に
一
定
の
権
限
を
与
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

西
村

先
生
は
、
ほ
か
の
国
の
町
と
違

っ
て
、
常
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
の

が
日
本
の
町
な
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
た
ま
た
ま
い
い
時
代
に
な
る

と
発
展
す
る
が
、
時
代
が
変
わ
る
と
つ

ぶ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
町
で
は
な
く
て
、

ど
ん
ど
ん
重
点
が
移
っ
て
い
く
町
―
―

実
際
に
、
東
京
の
中
心
は
だ
ん
だ
ん
移

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
町
の

様
相
も
変
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
失
っ

た
も
の
に
対
す
る
哀
惜
の
情
や
、
新
し

い
も
の
へ
の
驚
き
な
ど
が
組
み
合
わ
さ

っ
て
、
日
本
的
な
美
し
さ
が
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
美
し
い
町
と
は
そ
こ
に

あ
る
目
に
見
え
る
静
的
な
も
の
だ
け
で

は
な
い
の
で
す
。

本
日
は
、
多
く
の
示
唆
に
富
ん
だ
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

部
分
最
適
解
の
集
合
体
が

未
来
の
都
市
ま

ち

の
姿


