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武
部
建
一
さ
ん
と
い
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
の
方
は
ご
存
じ
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
氏
は
建
設
省
や
日

本
道
路
公
団
（
当
時
）
で
高
速
道

路
な
ど
の
計
画
・
建
設
に
た
ず
さ

わ
っ
て
き
た
技
術
者
で
す
。
同
じ

よ
う
な
経
歴
の
技
術
者
は
大
勢
い

る
の
に
氏
を
紹
介
す
る
の
は
、
道

路
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
と
研
究
し
て
来
ら
れ
た
内
容

を
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ

き
、
関
心
を
持
っ
て
ほ
し
い
か
ら

な
の
で
す
。

　

そ
の
昔
、
大
和
朝
廷
が
律
令
に

よ
る
政
治
を
始
め
た
と
き
、
全
国

に
東
山
道
・
山
陽
道
な
ど
、
七
つ

の
官
道
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の

官
道
は
、
か
つ
て
は
大
し
た
道
路

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
今
日
で
は
直
線
性
に
す

ぐ
れ
、
幅
員
も
９
～
12
㍍
も
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
現
在
の
高
速
道
路
と
位
置
的

に
も
重
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
の

が
武
部
さ
ん
な
の
で
す
。

　

中
央
高
速
道
路
建
設
の
時
の
経

験
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。｢

（
当
時
の
）
高
速
道
路
の

技
術
者
は
、
誰
も
昔
の
駅
路
と
同

じ
場
所
を
（
高
速
道
路
が
）
通
っ

て
い
る
な
ど
知
る
由
も
な
か
っ

た
」｢

古
代
も
現
代
も
、
最
も
早

く
通
り
た
い
道
筋
を
選
ん
だ
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
ぴ
っ
た
り
重
な
っ

た
、
ま
さ
に
必
然
の
結
果
で
あ

る
。」（｢

道
路
の
日
本
史
」
中
公

新
書
）

　

山
ま
た
山
と
い
う
地
形
の
わ
が

国
で
は
、
た
と
え
ば
名
古
屋
か
ら

東
に
海
道
以
外
の
ル
ー
ト
を
探
そ

う
と
す
れ
ば
、木
曽
谷
に
入
る
か
、

少
し
先
の
伊
那
谷
を
通
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
国
道
19
号
も
、
Ｊ
Ｒ

中
央
本
線
も
木
曽
谷
に
あ
り
、
中

央
高
速
道
路
も
木
曽
谷
か
ら
伊
那

谷
に
抜
け
る
よ
う
に
立
地
し
て
い

ま
す
。

　

直
線
性
を
重
視
す
る
高
速
道
路

が
官
道
と
重
な
る
よ
う
に
ル
ー
ト

を
選
ん
だ
の
は
、
国
土
の
特
徴
か

ら
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

氏
は
こ
れ
以
外
に
も
道
路
の
歴
史

に
つ
い
て
多
く
の
業
績
を
上
げ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、｢

道
路
ほ
ど
そ

の
国
の
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
存

在
は
な
い
」
と
記
し
た
先
の
新
書

を
上
梓
し
て
ま
も
な
く
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
。
偉
大
な
先
人
に
深
甚

な
る
哀
悼
の
意
を
表
し
、
ご
紹
介

し
ま
し
た
。

追
悼
・
武
部
建
一
さ
ん

舗装表面に太陽光の近赤外線を跳ね返す遮熱材…路面温度を下げる

　

筑
後
川
は
坂
東
太
郎
（
利
根

川
）、
四
国
三
郎
（
吉
野
川
）
と

共
に
、
筑
紫
次
郎
と
い
わ
れ
、
日

本
三
大
大
暴
れ
川
と
し
て
治
水
に

悩
ま
さ
れ
て
き
た
川
で
あ
る
。
下

流
域
は
「
み
ど
り
の
里
・
耳
納
風

景
街
道
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ち

ょ
っ
と
足
を
伸
ば
す
と
、
上
流
部

に
も
い
く
つ
か
見
所
が
あ
る
。
例

え
ば
、
う
き
は
市
か
ら
筑
後
街
道

に
沿
っ
て
上
流
に
向
か
う
と
、
玖

珠
町
北
山
田
の
あ
た
り
に
、
ち
ょ

る
と
知
ら
せ
を
受
け
た
正
高
が
、

馳
せ
参
じ
た
時
に
は
既
に
遅
く
、

ご
遺
体
を
引
き
上
げ
る
と
、
手
厚

く
お
祀
り
し
た
と
い
う
。

　

故
事
に
由
来
す
る
お
祭
り
や
関

連
す
る
物
語
も
い
く
つ
か
あ
る
。

一
途
な
女
性
と
浅
は
か
な
男
の
物

語
。
セ
レ
ブ
で
世
間
知
ら
ず
の
お

嬢
様
と
百
戦
錬
磨
の
イ
ケ
メ
ン
だ

が
ち
ょ
っ
ぴ
り
さ
み
し
が
り
屋
の

男
の
物
語
か
。
こ
れ
を
忘
れ
な
い

地
元
の
人
々
は
素
晴
ら
し
い
。
時

を
超
え
て
今
な
お
語
り
継
が
れ

る
。

　

筑
後
街
道
を
さ
ら
に
上
っ
て
い

く
と
、
大
分
県
と
の
県
境
に
近
い

九
重
町
野
上
樫
原
に
辿
り
着
く
。

九
州
一
帯
に
は
石
造
り
の
伝
統
文

化
が
あ
り
、
ア
ー
チ
型
の
石
橋
が

い
く
つ
も
あ
る
。
大
分
県
山
都
町

の
通
潤
橋
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ

ん
な
山
奥
に
も
石
造
り
ア
ー
チ
型

橋
＝
写
真
下
、
樫
原
の
通
水
橋
＝

の
伝
統
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
。

　

筑
後
川
下
流
域
の
「
み
ど
り
の

里
」
が
、
み
ど
り
で
あ
る
た
め
の

水
は
、
そ
れ
を
50
㌔
㍍
以
上
の
上

流
に
求
め
て
い
る
。
筑
後
川
は
氾

濫
を
繰
り
返
す
暴
れ
川
だ
が
、
山

地
の
傾
斜
部
や
河
岸
段
丘
上
部
の

農
業
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な

上
流
か
ら
延
々
と
水
を
引
き
、
そ

の
灌
漑
用
水
路
を
、
地
元
の
人
々

が
長
い
間
守
り
続
け
て
い
る
。
地

域
に
残
さ
れ
た
石
造
り
の
橋
の
文

化
も
目
を
引
く
が
、
下
流
で
暮
ら

す
人
々
の
た
め
に
、
上
流
の
住
民

が
こ
の
用
水
路
を
大
切
に
し
て
い

る
こ
と
に
も
感
動
を
覚
え
る
。

　

ど
う
と
言
う
こ
と
は
な
い
、
小

さ
な
橋
で
あ
る
。
た
だ
石
で
組
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
目

を
引
い
た
。
覗
い
て
み
る
と
幅
も

狭
く
単
な
る
浅
い
溝
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
こ
に
は
滔
々
と
水
が
流

れ
て
い
た
。

　

田
園
風
景
は
、
四
季
折
々
の
様

相
を
私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
る

が
、
そ
れ
は
、
そ
こ
だ
け
の
植
物

で
形
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
植
物
を
維
持
し
成
長
さ
せ
て

い
る
水
を
、
丁
寧
に
守
っ
て
い
る

仕
組
み
が
あ
る
こ
と
に
も
心
寄
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
、
生

活
圏
、
社
会
を
越
え
た
繋
が
り
が

あ
る
と
感
じ
た
。

横
浜
商
科
大
学
商
学
部
貿
易
・
観
光
学
科

�
小
濱
哲
教
授

　

真
夏
に
開
催
さ
れ
る
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
日
本
の
夏
に
不
慣

れ
な
外
国
人
へ
の
有
効
な
酷
暑
対
策
と
し
て
会
場
は

じ
め
周
辺
道
路
で
よ
り
安
全
、
快
適
な
環
境
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人
日
本
道
路
建
設
業
協
会
は
こ
の
ほ

ど
、
わ
が
国
が
す
ぐ
に
も
提
供
で
き
、
世
界
に
誇
れ

る
最
先
端
の
道
路
舗
装
技
術
を
ま
と
め
、資
料
集『
世

界
の
方
々
へ
足
元
か
ら
の
お
も
て
な
し
』
を
発
行
し

ま
し
た
。

　

資
料
集
は
「
概
説
」
で
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
急
速

に
進
ん
だ
前
回
五
輪
か
ら
半
世
紀
以
上
経
過
し
た
東

京
と
周
辺
で
、「
世
界
一
安
心
・
安
全
な
都
市
」
の

政
府
目
標
を
達
成
す
る
に
は
さ
ら
な
る
課
題
解
決
が

必
要
と
指
摘
。
環
境
、
安
全
、
景
観
、
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
へ
の
配
慮
な
ど
舗
装
技
術
の
内
容
、
施

行
例
な
ど
を
車
道
系
と
歩
道
系
に
分
け
て
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

酷
暑
対
策
を
見
る
と
、
舗
装
表
面
に
太
陽
光
の
近

赤
外
線
を
跳
ね
返
す
遮
熱
材
を
か
ぶ
せ
て
路
面
温
度

を
10
度
以
上
低
減
で
き
る
「
遮
熱
性
舗
装
」（
カ
ッ

ト
参
照
）、
舗
装
内
に
水
分
を
保
持
し
て
打
ち
水
の

よ
う
に
水
分
蒸
発
で
路
面
温
度
を
下
げ
る
「
保
水
性

舗
装
」
な
ど
多
様
な
実
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
も
今
夏
か
ら
、
マ
ラ
ソ
ン
の
瀬
古
利

彦
さ
ん
ら
を
委
員
と
す
る
「
ア
ス
リ
ー
ト
・
観
客
に

や
さ
し
い
道
の
検
討
会
」
提
言
を
受
け
、
路
面
温
度

上
昇
を
抑
え
る
舗
装
な
ど
を
実
証
実
験
す
る
予
定
で

す
。
協
会
と
し
て
も
全
面
協
力
し
、
快
適
五
輪
の
実

現
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
を
会
員
各
社
と
申
し
合
わ

せ
て
い
ま
す
。

来日外国人に「おもてなし」舗装資料集

っ
と
し
た
滝
（
瀬
）
＝
写
真
上
＝

が
あ
る
。
つ
い
見
落
と
し
が
ち
な

小
さ
な
滝
で
あ
る
が
、
悲
恋
の
物

語
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

時
は
平
安
時
代
、
醍
醐
天
皇
の

孫
に
あ
た
る
小
松
女
院
と
、
清
少

納
言
の
兄
、
清
原
正
高
が
恋
に
落

ち
る
。
天
皇
の
孫
娘
と
宮
仕
え
の

官
吏
で
は
身
分
が
合
わ
な
い
。
天

皇
の
耳
に
入
る
と
、
正
高
は
筑
後

の
こ
の
地
に
左
遷
さ
れ
、
小
松
女

み
ど
り
の
里
・
耳
納
風
景
街
道

田
園
風
景
に
水
を
守
る
仕
組
み

10

院
は
幽
閉
さ
れ
る
。
燃
え
あ
が
っ

た
の
は
天
皇
の
孫
娘
の
方
で
、
侍

女
を
引
き
連
れ
こ
っ
そ
り
と
宮
中

を
抜
け
出
す
と
、
は
る
ば
る
都
か

ら
こ
の
地
に
追
っ
て
き
た
。

　

よ
う
よ
う
来
て
み
る
と
、
正
高

は
既
に
郡
吏
の
娘
婿
と
な
っ
て
お

り
、
子
宝
に
も
恵
ま
れ
幸
せ
な
日

々
を
過
ご
し
て
い
た
。
絶
望
し
た

姫
は
、
侍
女
と
共
に
こ
の
滝
に
身

を
投
げ
て
し
ま
う
。
小
松
女
院
現
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