
　

私
が
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

2
0
0
4
年
に
起
き
た
『
新
潟
県
中
越
地
震
』
で
被
災
し
た

の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
ふ
る
さ
と
の
復
興
を
全
国
の
人
に

忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
と
、
地
元
魚
沼
で
お
米
づ
く
り
を
や
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
く
か
ら
北
の
要
所
と
し
て
栄
え
て

き
た
新
潟
に
は
、
い
ま
で
も
歴
史
情
緒
の
あ
る
素
敵
な
場
所

が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
県
の
北
端
に
あ

る
内
藤
家
の
城
下
町
「
村
上
」
で
す
。
こ
こ
は
、
武
家
町
、
町

人
町
、
寺
町
そ
し
て
お
城
跡
と
い
う
城
下
町
の
要
素
が
す
べ

て
残
っ
て
い
る
私
の
大
好
き
な
町
で
す
が
、
十
数
年
前
に
道

路
拡
幅
に
よ
る
近
代
化
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。
近

代
化
計
画
に
よ
っ
て
多
く
の
歴
史
的
な
町
が
個
性
を
失
い
、

衰
退
す
る
の
を
見
て
い
た
村
上
の
商
店
主
た
ち
は
、
こ
の
危

機
に
立
ち
あ
が
り
ま
し
た
。

 

「
外
観
は
も
と
よ
り
、
豪
快
な
吹
き
抜
け
、
太
い
梁
、
大
黒
柱
、

囲
炉
裏
な
ど
内
部
に
至
る
ま
で
、
昔
そ
の
ま
ま
の
姿
が
い
ま

も
健
在
な
町
屋
こ
そ
が
町
の
宝
で
は
な
い
の
か
」
。
伝
統
的
な

町
屋
の
価
値
を
見
直
し
、
ま
ち
づ
く
り
資
源
と
し
て
活
用
し

よ
う
と
、
町
屋
の
代
表
格
で
あ
る
、
創
業
1
2
0
年
「
味
匠
喜

っ
川
」
の
若
主
人
の
呼
び
か
け
で
、
1
9
9
8
年
、「
村
上
町
屋

商
人
会
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
手
始
め
に
「
城
下
町

村
上
絵
図
」
を
作
り
、
22
軒
の
町
屋
を
常
時
公
開
し
ま
し
た
。

す
る
と
絵
図
を
片
手
に
歩
く
人
が
増
え
は
じ
め
た
の
で
す
ね
。

2
0
0
0
年
春
か
ら
は
各
商
家
所
蔵
の
雛
人
形
を
店
の
間
に

陳
列
し
た
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
を
開
催
。
そ
の
後
も
所

蔵
の
屏
風
を
飾
る
「
町
屋
の
屏
風
ま
つ
り
」
や
、
4
0
0
0
本

の
竹
に
蝋
燭
を
灯
す
「
宵
の
竹
灯
籠
ま
つ
り
」
な
ど
、
村
上

な
ら
で
は
の
新
し
い
催
し
を
次
々
に
行
い
、
町
は
一
層
賑
わ

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

私
が
と
く
に
感
心
し
た
の
は
、
2
0
0
2
年
か
ら
の
「
黒
塀

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。
こ
れ
は
昔
な
が
ら
の
黒
板
塀
で
ま
ち

の
景
観
を
取
り
戻
そ
う
と
、
現
在
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
そ
の
ま

ま
に
、
表
面
に
木
の
板
を
打
ち
付
け
、
柿
渋
で
黒
く
塗
る
と

い
う
大
変
簡
便
な
修
復
な
の
で
す
が
、「
黒
塀
一
枚
1
0
0
0

円
運
動
」
と
銘
打
ち
、
資
金
づ
く
り
も
人
手
の
活
用
も
市
民

自
ら
取
り
組
ん
だ
の
で
す
ね
。
私
も
こ
の
「
安
善
小
路
」
を
歩

き
ま
し
た
が
、
城
下
町
村
上
の
佇
ま
い
が
見
事
に
甦
っ
た
よ

う
に
思
え
ま
し
た
。

　

日
本
は
明
治
以
来
、
脱
亜
入
欧
が
唱
え
ら
れ
、「
洋
」
の
文

化
こ
そ
良
し
と
し
、
戦
後
そ
れ
に
一
層
拍
車
が
か
か
り
ま
し

た
が
、
い
ま
よ
う
や
く
「
和
」
の
文
化
へ
の
再
評
価
が
は
じ

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
村
上
は
伝
統
の
和
の
文
化
の
姿
と
価

値
を
、
そ
の
町
に
暮
ら
す
市
民
が
自
ら
の
知
恵
と
行
動
で
育

て
て
い
く
と
い
う
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
を
、
私
た
ち
に
思

い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

市民の心が紡ぎ出す 黒塀と町屋の佇まい 

−越後の北の城下町「村上」
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安善小路の黒塀（新潟県村上市）
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