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■
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

　

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
、
世
界
一

高
い
電
波
塔
と
し
て
、
二
〇
一
二
年

二
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。
墨
田
区
民

の
皆
さ
ん
と
し
て
は
、
こ
の
東
京
の

新
名
所
の
誕
生
に
、
大
き
な
力
を
得

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

東
京
に
や
っ
て
く
る
観
光
客
は
、

だ
い
た
い
、
東
京
タ
ワ
ー
か
、
サ
ン

シ
ャ
イ
ン
60
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
か
、
何
れ
か
に

の
ぼ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

新
し
い
土
地
に
や
っ
て
き
た
人
の

習
性
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の

土
地
を
高
い
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
て
み

た
い
、
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
鍬
形
蕙
斎
筆『
江
戸
一
目
図
屏
風
』

　

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
竣
工
と
と

も
に
話
題
に
な
っ
た
江
戸
時
代
に
描

か
れ
た
絵
画
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

こ
の
鍬
形
蕙
斎
筆
『
江
戸
一
目
図
屏

風
』
で
す
。
江
戸
の
鳥ち
ょ
う
か
ん
ず

瞰
図
で
す
。

　

鍬
形
蕙
斎（
一
七
六
四
〜
一八
二
四
）

は
津
山
藩（
現
・
岡
山
県
津
山
市
）

の
お
抱
え
絵
師
で
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）、
藩
の
た
め
に
筆
を

と
り
ま
し
た
。
原
本
は
、
現
在
、
津

山
市
の
津
山
郷
土
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
東
京
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
の
天
望
デ
ッ
キ
で
も
屏
風
の
複

製
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
の
眺
め
が『
江
戸
一
目

図
屏
風
』の
眺
め
と
同
じ
だ
か
ら
で

す
。

　

し
か
し
、
い
く
ら
同
じ
だ
と
い
っ

て
も
、
屏
風
の
中
の
江
戸
と
現
代
の

東
京
と
で
は
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ

ん
。
当
然
、
屏
風
の
中
の
江
戸
で
は

ビ
ル
は
１
本
も
な
く
、
む
し
ろ
森
や

林
が
多
い
印
象
で
す
。
武
家
地
の
庭

園
が
多
い
た
め
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
ビ
ル
や
飛
行
機
が

あ
り
ま
せ
ん
。
蕙
斎
は
自
ら
の
想
像

力
だ
け
で
こ
の
江
戸
の
鳥
瞰
図
を
描

い
た
の
で
す
。
あ
の
葛
飾
北
斎
も
ス

ピ
ー
ド
・
カ
メ
ラ
な
し
で
波
が
止

ま
っ
た
姿
を
描
い
て
い
ま
す
。
絵
師

の
技ぎ
り
ょ
う倆

は
た
い
し
た
も
の
で
す
。

■
『
江
戸
一
目
図
屏
風
』
の
構
図
の

意
味

　

こ
こ
で
は
、
『
江
戸
一
目
図
屏

風
』
の
構
図
の
意
味
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
現
代

の
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
眺
め
と
同

じ
構
図
を
と
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
留
意
点
と
し
て
、
ふ
た
つ
あ
り

ま
す
。

　

ひ
と
つ
は
、
江
戸
城
と
富
士
山
を

重
ね
て
描
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
時
、
江
戸
城
と
富
士
山
を
重
ね
て

描
く
構
図
は
珍
し
い
も
の
で
は
な

く
、
有
名
な
も
の
で
は
、
日
本
橋
の

駿
河
町
通
り
か
ら
の
眺
め
が
あ
り
ま

す
。
実
際
、
駿
河
町
通
り
や
本
町
通

り
の
道
の
角
度
は
、
正
確
に
計
測
す

る
と
、
ぴ
っ
た
り
、
富
士
山
の
山
頂

に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

江
戸
城
と
富
士
山
を
重
ね
て
描
き

な
が
ら
江
戸
の
鳥
瞰
図
を
描
こ
う
と

し
た
場
合
は
、
必
然
的
に
、
現
在
の

墨
田
区
あ
た
り
、
現
在
の
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
の
場

所
か
ら
の
眺
め

と
な
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ

は
、江
戸
の
鳥

瞰
図
を
、西
か

ら
の
眺
め
で
は

な
く
、東
か
ら
の

眺
め
で
描
く
、と

い
う
こ
と
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

前
に
「
新
し
い
土
地
に
や
っ
て
き
た

人
の
習
性
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も

そ
の
土
地
を
高
い
と
こ
ろ
か
ら
眺
め

て
み
た
い
、
と
思
う
こ
と
で
し
ょ

う
」
と
書
き
ま
し
た
。
江
戸
を
全
体

的
に
眺
め
わ
た
す
場
所
と
し
て
、
ど

こ
が
定
番
で
あ
っ
た
の
か
？　

そ
の

ひ
と
つ
は
愛
宕
山
（
港
区
）
で
す
。

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
は
じ
め

て
江
戸
に
出
府
し
て
き
た
紀
州
藩
士

酒
井
伴
四
郎
も
、
愛
宕
山
に
の
ぼ
っ

て
江
戸
の
眺
め
を
確
か
め
て
い
ま

す
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ベ
ア
ト
と
い

う
写
真
家
も
、
幕
末
、
愛
宕
山
か
ら

の
眺
め
を
パ
ノ
ラ
マ
写
真
に
お
さ
め

ま
し
た
。

　

す
る
と
、
『
江
戸
一
目
図
屏
風
』

は
、
誰
も
が
み
た
西
か
ら
の
眺
め
で

は
な
く
、
山
な
ど
の
存
在
し
な
い
東

か
ら
の
眺
め
に
し
た
方
が
、
絵
と
し

て
面
白
い
の
で
す
。
そ
れ
が
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
方
面
か
ら
の
眺
め
で

す
。
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
か
ら
の
眺

め
は
、
「
東
か
ら
江
戸
を
俯ふ
か
ん瞰

し
た

い
」
と
い
う
江
戸
人
の
念
願
の
成
就

で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

（
墨
田
区
文
化
財
調
査
員

 

　

高
尾　

善
希
）

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
Ⓡ
と
鍬く
わ
が
た形
蕙け
い
さ
い斎
筆『
江え

ど戸
一ひ
と
め目
図ず

屏び
ょ
う
ぶ風
』

東京スカイツリー（右）

鍬形蕙斎筆『江戸一目図屏風』（津山郷土博物館所蔵）

安藤広重『名所江戸百景　するがてふ』
富士山の下にすこしみえる松原が江戸城
　　　  （国立国会図書館所蔵）



　

皆
さ
ん
は
、
神
社
に
な
ぜ
鳥
居
が

あ
る
の
か
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
。
ま
た
、
一
口
に
鳥
居
と
い
っ
て

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
る
こ
と
に

お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

鳥
居
は
神
社
の
入
口
や
山
、
川
、

陵
墓
な
ど
の
境
界
に
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
由
来
や
形
状
に
つ
い

て
、
「
墨
田
区
文
化
財
調
査
報
告
書

Ⅳ
」
（
昭
和
58
年
３
月　

墨
田
区
教

育
委
員
会
発
行
）
に
は
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

『
鳥
居
と
は
、
二
本
の
柱
と
二
本

あ
る
い
は
三
本
の
水
平
材
―
上
部

の
も
の
を
笠
木
、
島
木
と
呼
び
、

下
部
の
も
の
を
貫ぬ
き

と
呼
ぶ
―
か
ら
な

る
神
社
の
門
を
意
味
し
、
漢
訳
の
場

合
「
華
表
」
と
い
う
語
を
あ
て
て
い

る
が
、
両
者
は
全
く
別
の
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
源
流
を
中
国
の
牌

楼
や
発
音
の
上
か
ら
イ
ン
ド
の
ト

ラ
ー
ナ
に
求
め
る
説
も
あ
る
が
、
む

し
ろ
神
域
を
囲
む
玉
垣
の
門
の
二
本

柱
を
横
木
で
補
強
し
た
我
が
国
独
自

の
自
然
発
生
的
な
神
門
と
み
る
の
が

妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
形
状
と
し
て
は
、
直
線
材
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
る
神し

ん
め
い明

鳥
居
と
、

笠
木
、
島
木
な
ど
が
曲
線
を
示
し
て

い
る
明

み
ょ
う
じ
ん神

鳥
居
、
そ
の
他
と
に
大
別

さ
れ
る
。
（
略
）
材
質
は
、
ほ
ん
ら

い
木
材
で
あ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、

現
状
で
は
石
材
（
ほ
と
ん
ど
花
崗

岩
）
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
う
つ
り

つ
つ
あ
り
、
金
属
材
の
も
の
も
少
数

な
が
ら
存
在
す
る
。

　

鳥
居
は
、
構
造
と
し
て
は
耐
震
性

に
乏
し
く
、
ま
た
材
質
と
し
て
も
耐

火
性
に
欠
け
る
と
い
う
点
か
ら
、
特

に
本
区
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え

ば
「
江
戸
名
所
図
会
」
の
著
者
で
あ

る
斎
藤
月
岑
が
安
政
大
地
震
の
被
害

を
ま
と
め
た
「
安
政
乙
卯
・
武
江
地

動
之
記
」
な
ど
か
ら
、
寺
社
の
倒
壊

と
共
に
鳥
居
の
破
損
の
甚
だ
し
か
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
』

　

さ
て
、
区
内
の
鳥
居
の
形
で
す

が
、
半
数
以
上
は
明
神
型
が
占
め
、

次
い
で
神
明
型
、
他
の
型
は
少
数
で

す
。

　

ま
た
、
区
内
に
あ
る
鳥
居
の
う

ち
、
江
戸
時
代
の
も
の
は
わ
ず
か
に

９
基
で
す
。
そ
の
な
か
で
最
も
有
名

な
鳥
居
が
、
三
囲
神
社
（
向
島
２

－

５

－

17
）
に
あ
る
明
神
型
石
造
鳥
居

で
す
。
こ
の
鳥
居
は
、
墨
堤
側
に
あ

り
、
土
手
下
に
あ
る
た
め
、
対
岸
か

ら
は
笠
木
や
島
木
ま
で
し
か
見
え
な

い
た
め
「
堤
下
の
大
鳥
居
」
と
呼
ば

れ
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
安
政

の
大
地
震
で
倒
壊
し
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
文
久
２
年
（
１
８
６
２
年
）

に
三
井
家
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
ま
し

た
。
な
お
、
「
三
圍
社
」
と
書
か
れ

た
懸
額
は
、
綾
小
路
有
長
の
筆
に
よ

る
も
の
で
、
明
治
３
年
（
１
８
７
０

年
）
に
三
井
両
替
店
よ
り
奉
納
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
三
囲
神
社
の
大
鳥
居
と
牛
嶋

神
社
石
造
鳥
居
（
向
島
１

－

４

－

５
）
、
そ
し
て
白
髭
神
社
石
造
鳥
居

（
立
花
６

－

19

－

17
）
の
３
基
が
区

登
録
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

三
囲
神
社
の
大
鳥
居
は
銘
が
無

く
、
三
井
文
庫
所
蔵
の
文
書
か
ら
建

立
年
が
分
か
り
ま
し
た
が
、
鳥
居
の

左
右
の
柱
に
は
、
建
て
た
人
の
名
前

が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
様
で

す
。
柱
に
刻
ま
れ
た
年
号
か
ら
そ
の

歴
史
を
振
り
返
り
、
刻
ま
れ
た
願
主

の
名
前
を
読
み
な
が
ら
、
神
社
と
願

主
の
か
か
わ
り
に
推
量
を
加
え
る
こ

と
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

　

牛
嶋
神
社
の
鳥
居
は
、
文
久
２
年

正
月
の
銘
が
あ
り
、
右
柱
に
は
「
奉

献　

御
手
洗
信
七
郎
藤
原
正
邦
」
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
は
、

子
育
地
蔵
堂
（
東
向
島
３

－

２
）

の
傍
ら
に
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
万
延

元
年
（
１
８
６
０
年
）
の
銘
が
あ
る

庚
申
塔
に
も
そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
お

り
、
本
所
・
向
島
と
縁
が
深
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

白
髭
神
社
の
鳥
居
は
、
安
永
９
年

（
１
７
８
０
年
）
６
月
に
建
立
さ
れ

た
明
神
型
の
鳥
居
で
、
右
柱
に
は
葛

西
川
村
を
中
心
と
す
る
氏
子
中
が
建

て
た
こ
と
を
表
す
「
當
村
氏
子
中
」

と
い
う
表
記
が
あ
り
ま
す
。
元
来
は

参
道
の
中
程
に
あ
り
、
現
在
は
社
殿

の
左
手
奥
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

鳥
居
を
眺
め
る
時
、
簡
素
な
中
に

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
そ
の
姿
の
美
し

さ
に
ひ
か
れ
ま
す
。
神
社
の
鳥
居
の

形
状
の
違
い
な
ど
を
楽
し
み
な
が

ら
、
区
内
の
神
社
を
散
策
し
て
み
て

は
い
か
が
で
す
か
。

　

参
考
「
社
会
教
育
だ
よ
り
」

 

（
墨
田
区
教
育
委
員
会
発
行
）

三囲神社の鳥居

反増

島木
くさび

額束

ころび 藁座

貫
下

笠木

台輪

貫

台石
亀腹または饅頭

鳥居の各部分の名称


