
キ
ョ
ウ
・
プ
ラ
ン
」で
す
。
な
お
久
朗
は

東
京
湾
上
に
で
き
る
新
し
い
都
市
を「
ヤ

マ
ト
」と
名
付
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
計
画
に
は
様
々
な
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
年
間
国
家
予
算

の
２
倍
近
く
と
も
い
わ
れ
る
莫
大
な
費

用
、
核
爆
弾
の
平
和
利
用
、
東
京
湾
の
漁

業
問
題
、
埋
立
の
た
め
の
土
の
確
保
な
ど

な
ど
・
・
・
・
・
。
結
果
、
費
用
的
な
面

で
こ
の
計
画
は
実
現
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
京
葉
工
業
地
域
や
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ

イ
ン
と
い
っ
た
違
う
形
で
実
現
さ
れ
、
今

の
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。

 

（
学
芸
員　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課 

☎（
42
）１
４
１
６

【
第
９
回
　
東
京
湾
埋
立
計
画
】

戦
後
の
久
朗
の
活
動
の
特
筆
す
べ
き
点

と
し
て「
東
京
湾
埋
立
計
画
」の
提
案
が

あ
り
ま
す
。

戦
後
復
興
を
成
し
遂
げ
、
急
速
に
経
済

が
発
展
し
て
い
く
日
本
で
は
、
東
京
へ
人

口
が
集
中
、
土
地
や
住
宅
の
不
足
が
問
題

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
住
宅
公
団
も

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
受
け
て
設
立
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
の
難
し
い
舵
取
り
を
任

さ
れ
た
の
が
久
朗
で
し
た
。

国
内
で
は
公
団
に
よ
り
多
く
の
土
地

（
農
地
）が
開
発
さ
れ
、住
宅
が
建
設
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
開
発
に
対
す
る

反
対
運
動
が
起
こ
り
、
工
事
が
強
行
さ
れ

る
地
域（
松
戸
な
ど
）も
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
の
中
で
久
朗
が
思
い

描
い
た
の
が「
東
京
湾
埋
立
計
画
」で
す
。

昭
和
33
年（
１
９
５
８
）に
発
表
さ
れ
た

久
朗
の
考
え
は
通
称「
加
納
構
想
」と
呼

ば
れ
、
翌
年
の
産
業
計
画
会
議
の
第
７
次

勧
告「
東
京
湾
２
億
坪
埋
立
に
つ
い
て
の

勧
告
」に
よ
り
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
が
通
称「
ネ
オ
・
ト
ウ

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

一宮町長
馬淵 昌也
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一
宮
の
歴
史

一
宮
の
歴
史

町
長
コ
ラ
ム

町
長
コ
ラ
ム

先
日
、東
京
都
文
京
区
で
開
か
れ
た
藩
校
サ

先
日
、東
京
都
文
京
区
で
開
か
れ
た
藩
校
サ

ミ
ッ
ト
と
い
う
会
合
に
参
加
し
ま
し
た
。こ
れ

ミ
ッ
ト
と
い
う
会
合
に
参
加
し
ま
し
た
。こ
れ

は
、幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
、全
国
に
２
０
０

は
、幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
、全
国
に
２
０
０

以
上
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
、当
時
の
各
藩
で
設

以
上
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
、当
時
の
各
藩
で
設

け
た
教
育
機
関
で
あ
っ
た
、藩
校
の
存
在
を
再

け
た
教
育
機
関
で
あ
っ
た
、藩
校
の
存
在
を
再

認
識
し
、そ
の
歴
史
的
役
割
を
ふ
ま
え
て
、今

認
識
し
、そ
の
歴
史
的
役
割
を
ふ
ま
え
て
、今

後
の
地
域
づ
く
り
に
生
か
し
て
ゆ
こ
う
、と
い

後
の
地
域
づ
く
り
に
生
か
し
て
ゆ
こ
う
、と
い

う
趣
旨
で
開
か
れ
た
も
の
で
、今
年
で

う
趣
旨
で
開
か
れ
た
も
の
で
、今
年
で
2020
回
目
回
目

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

2020
年
前
、湯
島
の
聖
堂
で
地
味
に
始
ま
っ
た

年
前
、湯
島
の
聖
堂
で
地
味
に
始
ま
っ
た

会
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、今
年
は
都
知
事
も
挨

会
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、今
年
は
都
知
事
も
挨

拶
に
見
え
、１
，２
０
０
人
も
の
参
加
者
が
あ

拶
に
見
え
、１
，２
０
０
人
も
の
参
加
者
が
あ

る
、盛
大
な
会
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

る
、盛
大
な
会
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
、一
宮
町
長
と
し
て
、一
宮
藩
の

わ
た
く
し
は
、一
宮
町
長
と
し
て
、一
宮
藩
の

旧
藩
主
家
、加
納
家
の
ご
当
主・加
納
久
昭
様

旧
藩
主
家
、加
納
家
の
ご
当
主・加
納
久
昭
様

と
ご
一
緒
に
参
加
し
ま
し
た
。実
は
、一
宮
町

と
ご
一
緒
に
参
加
し
ま
し
た
。実
は
、一
宮
町

に
も
藩
校
が
あ
り
、一
定
の
活
動
が
記
録
さ
れ

に
も
藩
校
が
あ
り
、一
定
の
活
動
が
記
録
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、加
納
様
か
ら
お
誘
い
を

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、加
納
様
か
ら
お
誘
い
を

頂
き
、始
め
て
参
加
し
た
も
の
で
す
。

頂
き
、始
め
て
参
加
し
た
も
の
で
す
。

一
宮
は
、幕
末
に
な
る
と
、太
平
洋
上
に
出

一
宮
は
、幕
末
に
な
る
と
、太
平
洋
上
に
出

没
す
る
黒
船
対
策
と
し
て
、藩
主
の
加
納
家
が

没
す
る
黒
船
対
策
と
し
て
、藩
主
の
加
納
家
が

藩
庁
を
一
宮
に
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。幕

藩
庁
を
一
宮
に
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。幕

府
の
重
臣
と
し
て
、そ
れ
ま
で
江
戸
詰
め
だ
っ

府
の
重
臣
と
し
て
、そ
れ
ま
で
江
戸
詰
め
だ
っ

た
加
納
家
家
中
の
武
士
も
、一
宮
に
居
住
す
る

た
加
納
家
家
中
の
武
士
も
、一
宮
に
居
住
す
る

者
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。そ
れ
を

者
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。そ
れ
を

踏
ま
え
て
、安
政
年
間（
１
８
５
０
年
代
）に
当

踏
ま
え
て
、安
政
年
間（
１
８
５
０
年
代
）に
当

時
の
藩
主・加
納
久
徴
侯
が
学
問
所
を
開
き
、

時
の
藩
主・加
納
久
徴
侯
が
学
問
所
を
開
き
、

武
士
や
庶
民
の
教
育
を
始
め
た
そ
う
で
す
。こ

武
士
や
庶
民
の
教
育
を
始
め
た
そ
う
で
す
。こ

れ
が
一
宮
の
藩
校
の
は
じ
め
で
す
。明
治
２
年

れ
が
一
宮
の
藩
校
の
は
じ
め
で
す
。明
治
２
年

（
１
８
６
９
）に
、最
後
の
藩
主
加
納
久
宜
侯
が
、

（
１
８
６
９
）に
、最
後
の
藩
主
加
納
久
宜
侯
が
、

こ
れ
を
も
と
に

こ
れ
を
も
と
に
崇崇す

う
す
う

文文ぶ
ん
ぶ
ん

館館か
ん
か
ん

と
い
う
藩
校
を
正
式

と
い
う
藩
校
を
正
式

に
発
足
さ
せ
、教
育
課
程
を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

に
発
足
さ
せ
、教
育
課
程
を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
４
年（
１
８
７
１
）に
廃
藩
置
県
が
行
わ

明
治
４
年（
１
８
７
１
）に
廃
藩
置
県
が
行
わ

れ
る
と
、崇
文
館
は
廃
止
さ
れ
、そ
の
蔵
書
な

れ
る
と
、崇
文
館
は
廃
止
さ
れ
、そ
の
蔵
書
な

ど
は
当
時
の
木
更
津
県
に
送
ら
れ
た
そ
う
で

ど
は
当
時
の
木
更
津
県
に
送
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
す
。実

は
、現
在
の
一
宮
小
学
校
は
、そ
の
崇
文

実
は
、現
在
の
一
宮
小
学
校
は
、そ
の
崇
文

館
の
後
身
な
の
で
す
。藩
校
が
廃
止
さ
れ
た

館
の
後
身
な
の
で
す
。藩
校
が
廃
止
さ
れ
た

の
ち
、そ
の
施
設
を
用
い
て
一
宮
小
学
校
が
設

の
ち
、そ
の
施
設
を
用
い
て
一
宮
小
学
校
が
設

け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

先
日
、一
宮
小
学
校
は
、創
立
１
５
０
周
年

先
日
、一
宮
小
学
校
は
、創
立
１
５
０
周
年

を
お
祝
い
し
ま
し
た
が
、実
は
小
学
校
が
始
ま

を
お
祝
い
し
ま
し
た
が
、実
は
小
学
校
が
始
ま

る
前
、十
数
年
間
に
わ
た
る
藩
校
と
し
て
の
歴

る
前
、十
数
年
間
に
わ
た
る
藩
校
と
し
て
の
歴

史
が
あ
っ
て
、そ
の
基
礎
の
上
に
新
た
な
公
教

史
が
あ
っ
て
、そ
の
基
礎
の
上
に
新
た
な
公
教

育
の
機
関
と
し
て
発
足
し
た
も
の
な
の
で
す
。

育
の
機
関
と
し
て
発
足
し
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
は
、江
戸
時
代
に
藩

こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
は
、江
戸
時
代
に
藩

の
政
庁
が
置
か
れ
た
、当
時
の
政
治・経
済・文

の
政
庁
が
置
か
れ
た
、当
時
の
政
治・経
済・文

化
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
一
宮
だ
か
ら

化
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
一
宮
だ
か
ら

こ
そ
存
在
す
る
も
の
で
す
。

こ
そ
存
在
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、一
宮
小
学
校
に
は
、城
山
を
穿
っ
た

ま
た
、一
宮
小
学
校
に
は
、城
山
を
穿
っ
た

ト
ン
ネ
ル
が
あ
り
、崇
文
門
と
名
づ
け
ら
れ
て

ト
ン
ネ
ル
が
あ
り
、崇
文
門
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。こ
れ
を
通
り
な
が
ら
、み
な
さ
ま
が

い
ま
す
。こ
れ
を
通
り
な
が
ら
、み
な
さ
ま
が

こ
う
し
た
一
宮
町
な
ら
で
は
の
歴
史
に
思
い
を

こ
う
し
た
一
宮
町
な
ら
で
は
の
歴
史
に
思
い
を

馳
せ
て
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。

馳
せ
て
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。
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一
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歴
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▲ネオ・トウキョウ・プラン図
（個人所蔵）


