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覇

太
古
の
彼
方
に

総
務
課
長

桐
山
　
靖
彦

数
年
前
、

公
園
の
管
理
業
務
を
担
当
し
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。

そ
の
公
園
は
、

入
口
ま
で
の
約
ニ
キ
ロ

が
直
線
の
道
路
で
結
ば
れ
て
お
り
、

三
方
は
海
に
面

し
て
い
た
。

キ
ャ
ン
プ
場
や
海
釣
り
施
設
等
多
く
の

施
設
を
抱
え
た
大
規
模
な
公
園
で
あ
り
、

利
用
者
も

大
変
多
く
、

特
に
シ
ー
ズ
ン
中
の
上
日
は
、

こ
れ
で

も
か
と
い
う
ほ
ど
の
利
用
者
が
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
は
、

疲
労
感
と
幾
分
か
の
充
実
感
を
も

っ

て
、

午
後
八
時
過
ぎ
の
最
終
バ
ス
で
帰
宅

へ
の
途
に

つ
く
の
が
常
で
あ

っ
た
。

そ
の
際
、

バ
ス
の
最
後
部
の
席
か
ら
振
り
返
る
と
、

ま

っ
す
ぐ
伸
び
た
道
路
の
両
側
の
ラ
イ
ト
が
、　

一
直

線
に
滑
走
路
の
よ
う
に
漆
黒
の
間
に
向
か
っ
て
伸
び

て
い
た
情
景
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

幻
想
的
で
あ
り
、　

一
種
妖
し
げ
で
も
あ
り
、

そ
の

先
は
、

現
実
で
は
な
く
、

な
に
か
永
遠
の
彼
方

へ
と

つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
は
と
思

っ
た
り
し
た
も
の
で

あ
る
。

最
近
、

奈
良
県
明
日
香
村
の

「酒
船
石
遺
跡
」
や

埼
玉
県
秩
父
市
の

「小
鹿
坂
遺
跡
」
と
、

埋
蔵
文
化

財
に
関
す
る
記
事
が
新
聞
の

一
面
を
飾
る
こ
と
が
続

い
た
。

埋
蔵
文
化
財
に
携
わ
る
者
の

一
人
と
し
て
、

多
く

の
方
が
、

埋
蔵
文
化
財
に
対
す
る
深
い
思
い
を
持

っ

て
く
れ
る
こ
と
が
嬉
し
い
と
感
じ
る
と
と
も
に
、

こ

れ
ら
の
遺
跡
を
と
お
し
て
、

大
古
の
彼
方
に
想
い
を

馳
せ
て
い
る
の
で
は
、

と
思

っ
て
い
る
。

とうきょう親子お、れあいキャンペーン
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今
回
紹
介
し
ま
す
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

陥
７２
遺
跡
は
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
街

並
み
が
広
が
る
八
王
子
市
堀
之
内
に
所
在

し
、

新
宿
よ
り
約
４０
分
の
京
工
相
模
原
線

の
堀
之
内
駅
よ
り
北

へ
徒
歩
１５
分
程
の
距

離
に
あ
る
遺
跡
で
す
。

地
形
的
に
は
多
摩

川
の
支
流
で
あ
る
大
栗
川
と
寺
沢
川
に
挟

ま
れ
た
台
地
に
立
地
す
る
遺
跡
で
す
。

陀
７２
遺
跡
は
昭
和
６２
年
よ
り
発
掘
調
査

が
開
始
さ
れ
、

今
回
が
第
７
次
の
調
査
と

な
り
ま
す
。

本
遺
跡
は
前
回
ま
で
の
調
査

で
、

縄
文
時
代
中
期

（今
か
ら
約
５
０
０

０
～
４
０
０
０
年
前
）
の
住
居
跡
が
大
量

の
上
器

，
石
器
等
の
遺
物
と
と
も
に
２０４
軒

も
発
見
さ
れ
、

当
時
、

こ
の
地
に
大
規
模

な
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
有
名
に

な
り
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
で
も
、

縄
文

時
代
に
関
す
る
重
要
な
二
つ
の
成
果
が
あ

り
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
紹
介
し
ま
す
。

ひ
と

つ
日
は
縄
文
時
代
中
期
の
集
落
に

関
す
る
も
の
で
す
。

今
回
の
調
査
は
集
落

の
西
側
の
部
分
に
該
当
し
、

３２
軒
の
住
居

跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

前
回
ま
で
の
東

側
の
調
査
部
分
と
合
計
す
る
と
２３０
軒
を
超

え
る
規
模
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
大
規

模
な
集
落
跡
は
全
国
的
に
も
少
な
く
、

都

内
で
は
今
の
と
こ
ろ
最
大
級
の
規
模
の
遺

跡
で
す
。
ま
た
、

今
回
の
調
査
で
ほ
ぼ
集

落
の
全
域
を
発
掘
し
た
こ
と
に
な
り
、

陥

７２
遺
跡
の
中
期
の
集
落
は
、

東
西
に
伸
び

る
格
円
形
の
環
状
集
落
を
形
成
し
て
い
た

こ
と
が
確
実
と
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
円
で
は
な
く
精
円
形
の
集
落
に
な
っ

た
の
か
に
つ
い
て
で
す
が
、

本
遺
跡
の
立

地
す
る
台
地
は
、

平
坦
面
が
南
北
に
幅
が

狭
く
束
西
に
長
く
伸
び
て
い
る
の
で
、

縄

文
人
が
こ
の
地
形
を
有
効
的
に
利
用
し
た

結
果
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ふ
た
つ
日
は
過
去
６
回
の
調
査
で
は
見

つ
か

っ
て
い
な
か
っ
た
、

縄
文
時
代
前
期

の
始
め
穴
▼
か
ら
約
６
０
０
０
年
前
）
の
集

落
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

住
居
跡

は
‐５
軒
見

つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の

集
落
跡
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
ま

れ
で
、

も
し
、

発
見
さ
れ
て
も
せ
い
ぜ
い
１

遺
跡
で
２
～
３
軒
ぐ
ら
い
の
住
居
跡
が
見

つ
か
る
程
度
の
も
の
で
す
が
、

今
回
の
調

査
で
１５
軒
も
の
住
居
跡
が
見

つ
か
っ
た
こ

と
で
、

当
時
と
し
て
は
非
常
に
大
き
な
集

落
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
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eず

前期始めの住居跡中期の住居跡

こ
れ
は
、

全
国
的
に
見
て
も
め
ず
ら
し

く
、

今
回
の
調
査
で
の

一
番
の
成
果
と

い

え
ま
し
ょ
う
。

前
期
の
始
め
の
集
落
が
見

つ
か
る
と
は
ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
、

大
変
な
驚
き
で
し
た
。

中
期
の
竪
穴
住
居
跡
を
上
か
ら
見
る
と
、

円
形
を
基
本
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

前
期
の
始
め
の
こ
ろ
の
竪
穴
住
居
跡
は
長

方
形
や
精
円
形
に
な
り
ま
す
。

各
柱
穴
は

中
期
と
比
べ
る
と
小
さ
く
て
浅
く
、

細

い

柱
を
使

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
期
と
前
期
の
住
居
跡
の
違
い
は
、

写
真

で
見
る
と
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

今
回
の
調
査
に
よ

っ
て
、

中
期
よ
り
約

１
０
０
０
年
も
古
く
か
ら
こ
の
地
に
人
々

が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

胤
７２
遺
跡
の
あ
る
場
所
は
平
坦
な
土
地
が

広
が
る
台
地
で
日
当
た
り
は
良
好
で
す
し
、

近
く
に
大
き
な
川
や
森
が
あ
る
の
で
水
や

食
料
の
確
保
に
も
事
欠
か
な
い
た
め
、

中

期
だ
け
で
な
く
前
期
の
縄
文
人
に
も
住
み

や
す
い
環
境
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

真
冬
の
発
掘
現
場
か
ら
西
の
方
角
に
ふ

と
目
を
向
け
る
と
、

う

っ
す
ら
と
雪
化
粧

し
た
丹
沢
の
山
並
み
の
向
こ
う
に
、

真

っ

白
な
富
士
山
の
頂
を
望
む
こ
と
が
で
き
、

一
時
の
喧
騒
を
忘
れ
て
お
だ
や
か
な
気
分

に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

我
々
と
同
じ
景
色

を
見
て
い
た
は
ず
の
縄
文
人
は
、

呆
た
し

て
何
を
想
い
、

何
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（山
本
孝
司
）

心
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尾
張
藩
上
屋
敷

の
御
庭
焼

御
庭
焼
と
は
、

江
戸
時
代
、

藩
主
自
ら
趣

味
と
し
て
茶
器
な
ど
の
焼
き
物
を
作
る
た

め
に
邸
内
に
設
け
た
窯
、

あ
る
い
は
そ
の

製
品
の
こ
と
で
す
。

尾
張
藩
の
場
合
、

国
元

で
は
御
深
井
焼
や
萩
山
焼
、

東
山
焼

（上

屋
敷
市
谷
邸
）
と
戸
山
焼

（下
屋
敷
戸
山

邸
）
が
あ
り
ま
し
た
。

上
屋
敷
の
楽
々
園
焼
と

い
う
名
称
は
、

邸
内
に
整

備
さ
れ
た
回
遊
式
庭
園

「楽
々
園
」
に
出
来
し
、

そ
の
製
品
に

「楽
二
園
」
、

「楽
二
園
製
」
の
刻
印
や

ヘ
ラ
書
き
が
あ
る
の
が
大

き
な
特
徴
で
す
。

楽
々
園
焼
は
伝
世
品
の

箱
書
き
や
古
文
書
の
記
録

か
ら
、

天
保
年
間

（
８３
～

８４
）
頃
、

十
二
代
藩
主
斉

荘
の
指
導
の
も
と
で
焼
か
れ
て
い
た
こ
と

が
判

っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、

発
掘
調
査
に
よ

っ
て

関
連
の
資
料
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

従

来
よ
り
、

い
っ
そ
う
そ
の
実
態
に
迫
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

出
土
資
料
を
検
討
し
た
結
果
、

製
品
と

し
て
楽
茶
碗
や
花
生
け
、

香
合
な
ど
の
軟

質
陶
器

（低
火
度
焼
成
）
や
天
目
茶
碗
、

銅
緑
和
皿
な
ど
の
硬
質
陶
器

公
向
火
度
焼

成
）
の
他
、　

一
部
、

磁
器
も
焼
い
て
い
た

こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
製
品
を
焼
く
た

め
の
窯
の
材
料
や
道
具
の
陶
片
が
確
認
さ

れ
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
錦
窯
と
称
さ
れ
る

窯
を
構
成
す
る
部
材
で
あ

っ
た
こ
と
で
す
。

錦
窯
と
は
主
に
色
絵
を
焼
付
け
る
た
め
の

窯
で
、

外
窯
と
内
窯
の
二
重
構
造
に
な

っ

て
お
り
、

内
窯
内
に
製
品
を
、

内
窯
と
外

窯
の
間
に
燃
料
で
あ
る
木
炭
を
入
れ
て
７００

～
８０
℃
で
焼
成
し
ま
す
。

出
上
し
た
楽
々
園
焼
の
資
料
は
、

楽
々

園
焼
の
み
な
ら
ず
、

江
戸
時
代
の
御
庭
焼

や
そ
の
技
術
に
つ
い
て
、

今
後
多
く
の
情

報
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
そ
う
で
す
。

（内
野
　
正
）
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復元された錦窯 (外窯)

出
土
遺
物
に
み
ら
れ
る

黒
色
物
質
に
つ
い
て
の

前
回
は
、

漆
と
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
Ｗ
Ｉ

ＩＲ
法
に
よ
る
測
定
波
形
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、

遺
物
に
み
ら
れ
る
黒
色
物
質
は
、

他

に
柿
渋
や
ス
ス

（炭
素
）
、

木
炭
タ
ー
ル

や
炭
化
煮
汁

（調
理
残
澄
）
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
を
肉
眼
で
区
別
す
る
こ
と

は
、

非
常
に
困
難
で
す
が
、

ＦＴ
Ｉ
ＩＲ
法
に

よ
る
分
析
で
あ
る
程
度
の
分
類
が
可
能
に

な
り
ま
し
た

（図
１
～
４
）

な
お
、

漆
に
赤
色
顔
料
を
混
入
し
て
赤

漆
を
作
っ
て
い
る
場
合
は
、

朱

（硫
化
水

銀
）、
ベ
ン
ガ
ラ

（
パ
イ
プ
状
物
質
）
、

酸

化
鉄

（工
業
薬
品
）
の
波
形

（図
５
～
７
）

が
漆
の
波
形
に
プ
ラ
ス
さ
れ
ま
す
。

図
８
は
、

丸
の
内
三
丁
目
遺
跡
で
出
土

し
た
赤
漆
を
測
定
し
た
波
形
で
す
。

こ
れ
で
見
る
と
漆
の
波
形
に
図
６

・
７

の
酸
化
鉄
の
波
形

（４７５
と
５５０
）
付
近
が
重

な
り
、

赤
色
顔
料
の
母
材
が
酸
化
鉄
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（門
倉
武
夫
）
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今
年
度
の
第
四
回
文
化
財
講
演
会
は
、

１１
月
１３
日

（土
）
に
、

福
島
県
文
化
セ
ン

タ
ー
の
寺
島
文
隆
氏
に
よ
る

「鉄
　
古
代

の
製
鉄
と
鍛
治
」
の
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

内
容
は
、

東
日
本
最
大
と
い
わ
れ
る
福

島
県
内
原
町
市
周
辺
の
古
代
製
鉄
遺
跡
群

な
ど
に
つ
い
て
で
す
。

映
画
は
、

「
和
鋼

風
上
記
」
を
上
映
し
ま
し
た
。

‐１８
名

の
参

加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

第
五
回
は
、

平
成
１２
年
１
月
１９
日

（水
）。

当
セ
ン
タ
ー
の
松
崎
元
樹
副
主
任
調
査

研
究
員
に
よ
る

「馬
　
古
代
の
牧
場
―
馬

を
飼
い
馬
具
を
作

っ
た
時
代
―
」
の
講
演

と
、

映
画

「北
の
牧
馬
」
を
上
映
し
ま
し

た
。

‐２７
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

第
六
回
は
、
２
月
９
日

（水
）。

当
セ
ン
タ
ー
の
竹
花
宏
之
副
主
任
調
査

研
究
員
に
よ
る

「木
　
古
代
の
木
器
生
産
」

の
講
演
と
、

映
画

「奥
会
津
の
木
地
師
」

を
上
映
し
ま
し
た
。

‐３９
名
の
参
加
者
が
あ

り
ま
し
た
。

１１
月
２７
日

（土
）
に
小

・
中
学
生
の
親

子
を
対
象
に
し
た
新
た
な
イ
ベ
ン
ト
を
行

い
ま
し
た
。

（巻
頭
写
真
）

午
前

「体
験
　
古
代
人
の
く
ら
し
」

小
学
１
～
４
年
生
と
保
護
者

午
後

「石
器

・
土
器
づ
く
り
」
の
見
学

小
学
５
年
生
～
中
学
生
と
保
護
者

午
前
の
部
に
は
、

３０
組
の
参
加
が
あ
り
、

復
元
住
居
内
で
の
古
代
人
の
生
活
や
屋
外

で
の
火
お
こ
し
を
体
験
し
ま
し
た
。

親
子

が

一
体
と
な

っ
て
火
お
こ
し
に
挑
戦
し
た

結
呆
、

全
員
見
事
に
成
功
を
お
さ
め
ま
し

た
。午

後
の
部
で
は
、

石
器
と
土
器
づ
く
り

の
作
業
を
見
学
し
ま
し
た
。

大
型
の
石
器
づ
く
り
で
は
細
か
い
石
の

破
片
が
飛
び
散
り
ま
す
か
ら
、

近
づ
い
た

り
離
れ
た
り
し
て
見
学
し
、

土
器
づ
く
り

で
は
、

細
か
い
作
業
に
身
を
乗
り
出
し
て

熱
心
に
見
学
し
ま
し
た
。

秋
の

一
日
を
過
ご
し
た
親
子
の
皆
さ
ん
、

家
に
帰

っ
て
か
ら
も
楽
し
い
会
話
が
弾
ん

だ
こ
と
で
し
ょ
う
。

川
回
分
室
　
八
王
子
市
北
西
部
の
多
摩

川
の
支
流
、

川
口
川
右
岸
に
位
置
す
る

東
内
入
東
遺
跡

一
万
人
千
ポ
を
調
査
し
て

い
ま
す
。

出
土
遺
構
は
、

尾
根
部
に
集
中

し
て
縄
文
時
代
の
陥
し
穴
土
坑
が
約
４００
基

検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
出
土

例
は
こ
の
地
域
で
始
め
て
の
こ
と
で
す
。

川
口
川
に
面
す
る
平
坦
面
で
は
、

中
近

世
の
満
な
ど
が
多
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

調
査
は
、

安
孫
子
昭
二
調
査
研
究
係
長

・

小
松
員
名

・
岩
橋
陽

一
両
副
主
任
調
査
研

究
員
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

１０
月
２３
日

（土
）、
当
セ
ン
タ
ー
製
作

の

映
画

「森
と
縄
文
人
」
、

「古
代
史
発
掘
」

を
上
映
し
ま
し
た
。

「森
と
縄
文
人
」
は
、

八
王
子
市
堀
之
内
の
陀
７９６
遺
跡
の
泥
炭
地

の
調
査
を
記
録
し
た
映
画
で
す
。

当
セ
ン

タ
ー
の

「縄
文
の
村
」
は
、

こ
の
遺
跡
で

発
掘
さ
れ
た
樹
木
や
花
粉
な
ど
を
参
考
に
、

自
然
環
境
を
復
元
し
た
も
の
で
す
。

一
方
、

「古
代
史
発
掘
」
は
稲
城
市
大

丸
の
窯
跡
群
の
調
査
を
記
録
し
た
映
画
で
、

出
土
し
た
国
分
寺
瓦
な
ど
は
、

平
成
１０
年

に
都
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

当
日
は
、

こ
の
国
分
寺
瓦
も
展
示
し
、

説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

１１
月
１７
日

（水
）
に
、

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
陥
７２
遺
跡
の
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

同
遺
跡
は

「遺
跡
だ
よ
り
５６
」
に
紹
介
し

た
よ
う
に
、

縄
文
時
代
前
期
始
め
、

及
び

中
期
の
集
落
跡
で
す
。

２０６
名
の
考
古
学
フ
ア

ン
が
熱
心
に
見
学
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
成
１２
年
１
月
１０
日
よ
り
立
川
―
多
摩

セ
ン
タ
ー
間
が
開
通
し
ま
し
た
。

多
摩
北
西
部
方
面
か
ら
、

当
セ
ン
タ
ー

ヘ
の
ア
ク
セ
ス
が
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

・２
月
５
日

（日
）
に
中
央
区
日
本
橋
公

会
堂
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー

か
ら
は
、

小
林
裕
副
主
任
調
査
研
究
員
が

汐
留
遺
跡

（陸
奥
仙
台
藩
伊
達
家
上
屋
敷

庭
園
跡
）
の
調
査
成
果
を
発
表
し
ま
し
た
。
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