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は
じ
め
に

　

さ
い
た
ま
市
西
部
の
微
高
地
で
あ
る
日ひ

な
た向

地
域
に
、「
日
向
十
景
」
を
記
し
た

石
碑
が
あ
る
。碑
文
は
、日
向
の
地
か
ら
見
え
る
す
ば
ら
し
い
景
色
を
十
景
選
び
、

そ
れ
ら
を
和
歌
に
詠
み
、
さ
ら
に
漢
文
の
序
文
を
付
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

碑
文
に
よ
れ
ば
、
天
保
十
二
年
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
近
世
の
こ
の
あ
た
り
の

姿
や
景
観
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
碑
文
の
場

合
、
序
文
の
内
容
や
十
景
の
選
び
方
な
ど
を
吟
味
す
る
と
、
歴
史
史
料
と
し
て

の
価
値
に
留
ま
ら
ず
、
風
景
鑑
賞
や
景
観
論
と
い
っ
た
、
現
代
の
景
観
論
や
ま

ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
先
ず
碑
文
の
翻
刻
・
解
読
を
試
み
た
上
で
、
こ
の
石
碑
の
持
つ

現
代
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
．
石
碑
に
つ
い
て

（
一
）
所
在
地

　

今
は
、
桜
区
西
堀
十
丁
目
四
番
地
の
、
日
向
不
動
堂
の
境
内
に
立
つ
。
か

つ
て
は
、
現
西
堀
九
丁
目
の
関
家
の
本
家
の
庭
に
あ
っ
た
が
、
終
戦
後
の

一
九
四
七
年
に
本
家
が
失
火
、
焼
失
。
そ
の
後
、
関
家
一
族
の
お
墓
が
集
め
ら

れ
て
い
る
日
向
不
動
堂
に
移
築
さ
れ
た
。

（
二
）
立
地

　

不
動
尊
や
関
家
本
家
の
あ
る
日
向
の
地
は
、
南
北
に
細
長
く
延
び
る
大
宮
台

地
の
支
台
の
上
に
あ
り
、
東
は
鴻
沼
の
田
圃
を
隔
て
て
大
戸
の
台
地
と
向
き
合

う
。
西
は
荒
川
ま
で
平
野
が
続
き
、
見
晴
ら
し
が
よ
い
。
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル

の
低
台
地
で
あ
る
が
、
全
体
が
平
坦
な
関
東
平
野
の
中
に
あ
っ
て
、
わ
ず
か
の

高
低
差
が
、
意
外
な
眺
望
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
台
地
の
西
の
縁
に
鎌
倉
街
道

が
走
り
、
か
つ
て
は
斜
面
林
が
帯
を
な
し
て
続
い
て
い
た
。
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一
八
三
○
年
に
完
成
し
た『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』な
ど
は
、
古
伝
と
し
て
、

鎌
倉
時
代
に
畠
山
重
忠
の
家
臣
で
あ
る
、
真
嶋
日
向
守
が
館
を
築
い
て
い
た
と

の
話
を
記
す
。
江
戸
中
期
の
鴻
沼
の
開
拓
の
折
に
、
こ
の
あ
た
り
を
掘
り
起
こ

し
た
と
こ
ろ
、
錆
び
た
鎧
や
刀
が
出
土
し
た
と
も
い
う
。『
風
土
記
稿
』
は
、
鎌

倉
時
代
に
遡
る
こ
と
に
は
疑
念
を
示
し
つ
つ
も
、
か
つ
て
日
向
の
地
に
人
が
住

み
、
砦
な
ど
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

　

ま
た
『
風
土
記
稿
』
は
、
土
地
の
人
の
言
と
し
て
、
荒
川
の
上
尾
あ
た
り
で

堤
防
を
切
る
と
、
川
越
か
ら
日
向
の
崖
ま
で
一
面
の
大
河
と
な
る
と
の
話
を
伝

え
る
。

　

不
動
尊
か
ら
西
に
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ
た
、
旧
道
に
面
し
た
と
こ
ろ
に「
柊

稲
荷
」
が
あ
る
。
そ
の
後
背
林
は
、
斜
面
林
を
な
し
て
い
る
。
旧
道
沿
い
に
南

下
す
る
と
、
西
堀
氷
川
神
社
が
あ
り
、
そ
の
南
に
医
王
寺
が
あ
り
、
少
し
行
く

と
台
地
が
終
わ
る
。

（
三
）
不
動
堂

　

不
動
堂
は
、
足
立
百
不
動
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
境
内
に
は
、
関
家
一

族
の
墓
の
他
、
近
隣
の
一
家
の
墓
が
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
今
は
日
向
集
会

所
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
地
域
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
不
動

堂
に
関
連
し
て
、
大
き
な
地
蔵
尊
や
六
地
蔵
が
あ
る
ほ
か
、
宝
筐
印
塔
が
立
つ
。

ま
た「
日
向
十
景
」碑
の
左
に
、
西
堀
氷
川
神
社
宮
司
真
取
正
二
の
手
に
な
る「
真

鳥
日
向
守
城
址
」
碑
が
あ
る
。

（
四
）
石
碑

　

石
碑
本
体
は
、
高
さ
八
十
五
セ
ン
チ
、
幅
六
十
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
が
お
お
む

ね
七
セ
ン
チ
。
砂
岩
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
宝
筐
印
塔
「
真
鳥
日
向
守
城
址
」

【
右
は
碑
の
写
真
、
次
ペ
ー
ジ
は
位
置
図
を
挿
入
。】
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碑
に
挟
ま
れ
て
、
東
向
き
に
立
つ
。

　

碑
文
は
お
も
て
面
の
み
に
あ
る
。
最
上
段
に
、
題
字
が
右
か
ら
左
に
一
列
で

記
さ
れ
て
い
る
。
書
体
は
や
や
隷
書
に
近
い
。
中
段
に
、
序
文
が
漢
文
で
縦
書

き
に
記
さ
れ
る
。
一
行
十
一
字
、
二
十
行
で
整
然
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら

は
楷
書
体
。
下
段
に
、
十
景
の
和
歌
が
並
ぶ
。
変
体
仮
名
も
ま
じ
え
た
艶
麗
な

草
書
体
で
あ
る
。

二
．
碑
文
翻
刻
・
訳
注

◎
題
字

武
州
足
立
郡
日
向
十
景
碑

◎
序
文

●
本
文
翻
刻

崇
巒
危
峰
登
者
皆
知
逞
臨
眺

焉
不
必
煩
石
工
而
勒
其
臨
眺

之
所
逮
也
若
夫
平
原
曠
野
則

人
狃
其
路
之
坦
而
不
知
其
地

之
漸
隆
高
乃
雖
臨
眺
或
不
譲

崇
巒
危
峰
者
過
焉
蔑
如
也
宜

勒
其
臨
眺
之
所
逮
以
為
地
顯

其
美
為
人
導
其
勝
此
碑
之
所

不
可
以
已
也
足
立
郡
日
向
邑

在
江
戸
西
北
七
里
許
茫
茫
曠

原
古
所
稱
武
蔵
野
其
地
也
而

甲
信
以
東
豆
相
以
北
數
州
名

山
歴
歴
呈
眉
睫
間
其
臨
眺
幾

出
乎
崇
巒
危
峰
之
右
所
謂
宜

顯
美
導
勝
之
地
非
耶
邑
人
良

直
慮
其
勝
之
煙
没
而
過
者
之

蔑
如
也
為
撰
其
十
勝
以
勒
石

嘱
余
記
其
梗
概
天
保
十
二
年

辛
丑
三
月　
　

菊
池
一
孚

　
　
　
　
　

無
關
道
人
山
民
書

●
書
き
下
し
文

　

崇
巒
危
峰
は
、
登
る
者
、
皆
な
臨
眺
を
逞た

く
まし

く
す
る
を
知
る
。
必
ら
ず
し
も

石
工
を
煩
わ
せ
て
、
其
の
臨
眺
の
逮お

よ

ぶ
所
を
勒
せ
ざ
る
な
り
。
若
し
夫
れ
平
原

曠
野
な
れ
ば
、
則
ち
人　

其
の
路
の
坦
な
る
に
狃な

れ
て
、
其
の
地
の
漸
く
隆
高

な
る
を
知
ら
ず
。
乃
ち
臨
眺
の
或
い
は
崇
巒
危
峰
に
譲
ら
ざ
る
者
な
り
と
雖
も
、

焉
を
過
ぎ
て
蔑
如
と
す
る
な
り
。
宜
し
く
其
の
臨
眺
の
逮
ぶ
所
を
勒
し
て
、
以

て
地
の
為
に
は
其
の
美
を
顯
か
に
し
、
人
の
為
に
は
其
の
勝
を
導
び
く
べ
き
な

り
。
此
れ
碑
の
以
て
已
む
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。

　

足
立
郡
日
向
邑
は
、江
戸
の
西
北
七
里
許ば

か

り
に
在
り
。茫
茫
た
る
曠
原
に
し
て
、

古
に
稱
す
る
所
の
武
蔵
野
、
其
の
地
な
り
。
而
し
て
甲
信
以
東
、
豆
相
以
北
の
、

數
州
の
名
山
、
歴
歴
と
し
て
眉
睫
の
間
に
呈
す
。
其
の
臨
眺
は
幾
ん
ど
崇
巒
危
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峰
の
右
に
出
で
ん
と
す
。
い
わ
ゆ
る
「
宜
し
く
美
を
顯
ら
か
に
し
、
勝
を
導
び

く
べ
き
の
地
」
に
、
非
ず
や
。

　

邑
人
良
直
、
其
の
勝
の
煙
没
し
て
、
過
ぐ
る
者
の
蔑
如
と
す
る
を
慮
る
や
、

為
に
其
の
十
勝
を
撰
し
、以
て
石
に
勒
し
、余
に
嘱
し
て
其
の
梗
概
を
記
せ
し
む
。

　

天
保
十
二
年
辛
丑
三
月
、
菊
池
一か

ず
ざ
ね孚

。

　

無
關
道
人
山
民
書
す
。

●
口
語
訳

　

高
い
山
や
険
し
い
峯
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が
、
そ
こ
に
登
る
者
は
眺
望
が
満

足
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
石
工
の
手

を
わ
ず
ら
わ
せ
て
、
眺
望
の
及
ぶ
範
囲
を
石
碑
に
刻
む
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

こ
れ
が
平
ら
な
平
野
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人
々
は
平
坦
さ
に
慣
れ
き
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
土
地
が
少
し
ば
か
り
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
気
が
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
、
平
野
の
中
の
小
山
の
中
に
、
そ
の
眺
望
が
高
い
山
や
険
し
い
峯
に
も

負
け
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
、
取
る
に
足
ら
な

い
も
の
と
見
な
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
眺
望
の
及
ぶ
範
囲
を
石

に
刻
み
、
そ
の
土
地
に
と
っ
て
は
「
美
」
を
明
ら
か
に
し
、
人
々
に
と
っ
て
は

名
勝
の
地
へ
と
導
く
こ
と
を
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
石
碑
と
い
う

も
の
が
存
在
し
続
け
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

　

足
立
郡
の
日
向
郷
は
、
江
戸
の
西
北
七
里
ば
か
り
に
あ
る
。
広
大
で
広
々
と

し
た
平
野
の
地
で
あ
っ
て
、
古
に
い
う
「
武
蔵
野
」
の
地
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
か
ら
は
、
甲
斐
・
信
濃
の
国
よ
り
東
、
伊
豆
・
相
模
の
国
よ
り
北
の
、
関
東

数
州
の
名
山
が
、
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
現
れ
て
見
え
る
。
そ
の
眺
望
は
、
高

い
山
や
険
し
い
峯
よ
り
も
優
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。
こ
こ
こ
そ
「
そ
の
地
の
美
を

顕
彰
し
、
人
を
名
勝
に
導
く
」
土
地
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。

　

郷
人
の
関
良
直
君
は
、
こ
の
日
向
の
地
の
名
勝
が
埋
没
し
て
、
通
り
す
ぎ
る

人
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
を
残
念
に
思
っ

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
地
の
名
勝
を
十
景
選
び
、
そ
れ
を
石
に
刻
ん
で
残
す
こ
と

に
し
た
。
そ
し
て
私
に
こ
の
こ
と
の
概
略
を
文
と
し
て
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。

　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
辛
丑
の
年
、
三
月
。
菊
池
一
孚
が
記
し
た
。

　

無
關
道
人
山
民
が
揮
毫
し
た
。

●
注

○
日
向
十
景
…
北
宋
時
代
に
、
湖
南
省
の
名
勝
を
選
ん
だ
「
瀟
湘
八
景
」
を
嚆

矢
と
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
に
習
っ
て
名
勝
を
八
点
選
定
す
る
こ
と
が
東
ア
ジ
ア

で
流
行
し
た
。
も
と
は
、
瀟
湘
夜
雨
・
平
沙
落
雁
・
烟
寺
晩
鐘
・
山
市
晴
嵐
・

江
天
暮
雪
・
漁
村
夕
照
・
洞
庭
秋
月
・
遠
浦
帰
帆
。
日
向
十
景
で
は
こ
れ
に
「
雪
」

「
夕
煙
」
を
加
え
て
い
る
。　
○
テ
キ
ス
ト
は
、
下
記
の
和
歌
も
含
め
、
浦
和
市

郷
土
文
化
会
『
浦
和
の
石
ぶ
み
』（
一
九
八
七
）
に
翻
刻
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い

る
。
今
回
は
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、石
碑
の
碑
文
を
調
査
し
、一
部
を
改
め
た
。

　
○
良
直
…
関
良
直
。
和
歌
の
注
参
照
。　
○
菊
池
一
孚
…
序
文
の
撰
者
。
陸

奥
一
関
藩
儒
に
菊
池
一
孚
（
一
八
一
○
〜
一
八
六
八
）
が
い
る
。
お
そ
ら
く
彼

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
号
は
大
瓠
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
か
ら
江
戸
に
遊
学

し
、
昌
平
校
で
学
ぶ
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
郷
里
に
帰
り
、
藩
校
教

成
館
の
第
三
代
学
頭
を
務
め
た
。
そ
の
詩
文
集
と
し
て「「
大
瓠
遺
稿
」（
Ｔ
３
刊
、

国
会
図
書
館
蔵
）が
残
る
が
、「
日
向
十
景
」に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
詩
歌
を
見
る
と
、
昌
平
校
時
代
も
頻
繁
に
一
関
と
江
戸
と
を
往
復
し
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
行
程
の
途
中
に
当
た
る
日
向
の
地
に
立
ち
寄
り
、

請
を
受
け
て
序
文
を
も
の
し
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
彼
の
伝
記
は
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「
大
瓠
遺
稿
」
所
収
の
「
大
瓠
先
生
碑
文
」
に
詳
し
い
が
、『
一
関
市
史
』
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。　
○
無
関
道
人
山
民
…
碑
文
を
揮
毫
し
た
ひ
と
だ
ろ
う
が
、

不
詳
。

◎
日
向
十
景
（
本
文
は
、
変
体
仮
名
は
そ
の
ま
ま
記
し
、
右
に
通
用
体
を
置
く
）

　

富
士
雪　
　
　
　
　
　
　

義
彦

有
明
の
月
と
見
る
ま
て
久
か
た
の
雲
ま
ゆ
匂
ふ
不
二
の
し
ら
雪

●
訳明

け
方
の
月
か
と
み
ま
が
う
ほ
ど
で
あ
る
な
あ
、
雲
間
か
ら
美
し
く
照
り
映

え
る
富
士
の
白
雪
は

●
注

○
義
彦
…
不
詳
。
歌
の
作
者
名
だ
ろ
う
。
関
良
直
か
。

○
二
句
目
…
『
浦
和
の
石
ぶ
み
』
は
「
月
と
見
ま
て
」
と
読
む
。

　

荒
川
帰
帆

あ
ら
川
の
清
き
流
れ
に
真
帆
か
け
て
と
ゆ
ひ
と
遊あ

そ
び

帰
る
百
舟

●
訳荒

川
の
清
ら
か
な
流
れ
の
中
で
帆
を
い
っ
ぱ
い
に
張
っ
て
、「
と
ゆ
ひ
と
」
遊

ん
で
か
ら
帰
っ
て
行
く
よ
、
た
く
さ
ん
の
舟
た
ち
が

●
注

○
と
ゆ
ひ
と
…
不
詳
。「
と
よ
（
豊
、
ゆ
た
か
）」
と
関
連
す
る
か
。

　

柊
森
夜
雨

柊
の
森
の
む
ら
雨
小さ

夜よ

ふ
け
て
や
ひ
ろ
不
二
ね
の
玉
と
ち
り
ぬ
る

●
訳柊

の
森
に
に
わ
か
雨
が
降
っ
て
か
ら
夜
も
更
け
た
、
と
て
も
長
い
時
間
が
経

っ
て
富
士
の
麓
で
玉
の
よ
う
に
散
っ
て
し
ま
う
（
？
）

●
注

○
柊
森
…
不
動
堂
か
ら
道
を
隔
て
て
西
に
柊
稲
荷
が
あ
る（
１
）。

　

鴻
沼
秋
月

千
世
ふ
へ
き
田
靏
の
住す

み
かと

ふ
か
う
沼
の
水
底
照て

ら
す
秋
の
夜
の
月

●
訳千

代
も
続
く
、
鶴
の
す
み
か
と
言
わ
れ
る
こ
う
ぬ
ま
の
水
底
を
、
秋
の
夜
の

月
が
照
ら
し
て
い
る
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上
宮
夕
照

遠
近
の
野
辺
の
木
影
は
皆
く
れ
て
夕
日
の
残
る
上
宮
の
森

●
訳遠

近
す
べ
て
の
野
原
で
は
、
木
の
姿
も
み
な
暗
く
な
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
上
宮
の
森
だ
け
は
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て
輝
い
て
見
え
る

●
注

○
上
宮
…
西
堀
氷
川
神
社
か
。
田
島
氷
川
神
社
を
下
宮
と
称
す
。
一
方
、
医
王

寺
の
山
号
を
「
上
宮
山
」
と
い
い
、
聖
徳
太
子
を
祀
る
の
で
、
上
宮
と
い
う
、

と
も
伝
え
る
。

　

浅
間
山
夕
煙

浅
ま
山
神
の
と
よ
み
け
か
し
に
け
る
夕

ゆ
う
べ
の
風
に
煙
た
な
ひ
く

●
訳浅

間
山
の
神
の
怒
り
の
如
き
大
噴
火
は
衰
え
た
け
れ
ど
も
、
夕
方
の
風
に
か

す
か
に
噴
煙
が
た
な
び
い
て
い
る

●
注

○
浅
間
山
…
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
大
噴
火
を
起
こ
し
、
各
地
に
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
。
噴
煙
は
し
ば
ら
く
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
。　
○
と
よ

み
…
響
き
。
噴
火
の
大
轟
音
。

　

筑
波
山
暮
雪

年
こ
と
に
か
み
の
く
ヽ
れ
る
新
ま
り
か
筑
波
の
山
の
雪
の
し
ら
玉

●
訳神

様
が
毎
年
作
っ
た
新
し
い
鞠
の
よ
う
だ
な
あ
、
筑
波
の
山
に
あ
る
雪
の
白

玉
は

　

平
野
晴
嵐

夕
風
に
平
野
の
千
種
吹ふ

き
わ
け
て
荒
川
小
船
さ
や
に
見
え
つ

●
訳夕

方
吹
く
風
に
、
平
野
の
す
べ
て
の
草
々
が
吹
き
分
け
ら
れ
、
荒
川
に
浮
か

ぶ
小
船
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
こ
と
よ

　

聖
沼
落
雁

富
士
う
つ
る
聖
の
沼
の
水
底
の
雪
も
め
て
つ
ヽ
お
つ
る
か
り
か
ね

●
訳清

ら
か
な
水
面
に
写
っ
て
い
る
富
士
山
を
、
頂
に
積
も
る
雪
と
あ
わ
せ
て
め

で
な
が
ら
、
雁
た
ち
が
飛
ん
で
い
る
こ
と
よ
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●
注

○
聖
沼
…『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
は
、
西
堀
村
に「
富
士
見
塚
」が
あ
り
、「
眼

下
に
は
水
田
打
続
き
た
り
、
土
人
の
話
に
秋
冬
の
頃
天
気
極
め
て
快
晴
な
る

時
は
、
富
嶽
宛
然
と
し
て
こ
の
水
面
に
う
つ
れ
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
同
「
真

鳥
日
向
守
城
蹟
」
に
「
此
所
も
眺
望
富
士
見
塚
に
同
じ
」
と
あ
る
。
聖
沼
と

は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
日
向
の
丘
の
眼
下
に
広
が
る
水
田
の
水
面
を
指
す

の
か
。

　

龍
海
寺
晩
鐘

龍
の
海
の
深
き
み
の
り
の
名
も
し
る
と
千
里
に
響
く
入
相
の
鐘

●
訳龍

の
棲
む
深
い
海
の
よ
う
な
、
立
派
な
稔
り
が
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る

よ
と
言
い
た
げ
に
、
黄
昏
時
の
鐘
の
音
が
、
千
里
に
い
た
る
ま
で
響
き
渡
っ

て
い
る

●
注

○
龍
海
寺
…
不
詳
。
こ
れ
も
固
有
名
詞
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
一
説
で
は

不
動
堂
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
。
現
在
不
動
堂
に
は
鐘
は
無
い
が
、
か

つ
て
は
半
鐘
く
ら
い
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
鐘
の
音
が
、
東
は
鴻
沼
へ
、

西
は
西
堀
へ
と
、
龍
が
吠
え
る
よ
う
に
鳴
り
響
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
。

◎
末
尾

　

關
伊
左
衛
門
良
直
營
之

●
訓
読

　

関
伊
左
衛
門
良
直　

之
を
営
む

●
注

○
関
伊
賀
左
衛
門
良
直
…
関
良
直
は
、
日
向
関
家
本
家
が
代
々
継
ぐ
名
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
関
家
本
家
の
ご
先
祖
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降
の
人
と
し
て
は
、

『
土
合
郷
土
史
』
に
よ
れ
ば
、
西
堀
二
五
二
番
を
住
所
と
す
る
「
関
良
亮
氏
」
が
、

大
正
十
四
年
六
月
か
ら
昭
和
三
年
八
月
ま
で
村
議
を
勤
め
た
と
あ
り
、
ま
た
、

同
じ
く
西
堀
二
五
二
番
を
住
所
と
す
る
「
関
良
直
氏
」
が
、
明
治
四
十
一
年
一

月
一
日
生
ま
れ
で
、
昭
和
十
七
年
九
月
か
ら
同
二
十
年
十
二
月
ま
で
村
議
を
、

昭
和
十
八
年
か
ら
同
二
十
一
年
ま
で
助
役
を
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日

か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
村
長
（
第
十
六
代
）
を
勤
め
た
と
あ
る
。
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三
　
日
向
十
景
の
石
碑
に
つ
い
て
の
現
代
的
意
義
の
考
察

　

こ
の
論
考
の
目
的
は
、
石
碑
が
有
す
る
史
跡
と
し
て
の
価
値
で
は
な
く
、
そ

こ
に
刻
ま
れ
た
風
景
鑑
賞
に
関
わ
る
内
容
と
、
そ
れ
が
現
在
の
同
地
域
に
お
け

る
風
景
鑑
賞
の
可
能
性
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
著
者
ら
は
さ
い
た
ま
百
景
選
定
市
民
委

員
会
に
参
画
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
風
景
の
探
索
と
吟
味
を
通
じ
て
さ
い
た
ま

市
の
現
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
し
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
を

考
え
る
市
民
活
動
で
あ
る
。
風
景
の
選
定
基
準
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
と
認

識
さ
れ
て
い
る
基
準
の
一
つ
に
、
地
域
固
有
の
地
形
特
性
が
あ
る
。
平
坦
だ
と

広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
関
東
平
野
に
お
い
て
、
大
宮
台
地
が
有
す
る
豊
か
な
地

形
の
変
化
は
多
く
の
個
性
的
な
風
景
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
大
宮
台
地
西

端
か
ら
荒
川
の
方
向
を
見
渡
す
あ
る
風
景
が
、
人
工
構
造
物
に
遮
ら
れ
た
無
残

な
景
観
構
図
に
も
関
わ
ら
ず
選
定
さ
れ
た
と
き
、
日
向
十
景
の
存
在
は
そ
の
時

間
的
背
景
を
な
す
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

（
一
）
八
景
式
風
景
鑑
賞
法
と
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

日
向
十
景
の
石
碑
が
成
立
し
た
時
期
は
、
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
が
成
立
し
て

し
ば
ら
く
後
、
一
八
四
一
年
と
あ
る
。
設
置
の
意
図
は
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る

通
り
、「
そ
の
地
の
美
を
顕
彰
し
、
人
を
名
勝
に
導
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
ら
か
の
背
景
か
ら
、
十
景
制
定
者
ら
が
自
ら
の
地
域
に
対
す
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
制
定

者
ら
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
史
的
考
証
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
十
四
世
紀
以
降
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
い
わ
ゆ
る
八
景
式
鑑

賞
法
に
よ
る
八
景
、
十
景
な
ど
が
日
本
各
地
に
す
で
に
か
な
り
の
数
、
選
ば
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
、
風
土
記
稿
に
お
い
て
、
地
域
の
土
人
ら
が
す
で
に
台
地

縁
か
ら
の
眺
望
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
認
識
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
関

係
す
る
事
実
と
し
て
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
風
景
の
鑑
賞
の
内
容
に
つ
い
て
日
向
十
景
と
、
さ
い
た
ま
百
景
で
選

ば
れ
た
対
応
す
る
風
景
と
を
比
較
し
て
み
た
い
。

　

日
向
十
景
で
主
題
と
な
る
の
は
、
主
に
富
士
山
、
浅
間
山
、
筑
波
山
、
荒
川

な
ど
で
あ
る
。
筑
波
山
と
鴻
沼
に
つ
い
て
は
、
大
宮
台
地
か
ら
半
島
の
よ
う
に

突
き
出
し
た
一
支
台
東
縁
か
ら
の
眺
望
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
風
土

記
稿
の
記
述
と
同
じ
台
地
西
縁
か
ら
の
眺
望
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
遠
景
の

視
対
象
＝
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
い
え
る
。
上
宮
に
つ
い
て
は
も
し
こ
れ
が
西
堀
氷

川
神
社
で
あ
る
な
ら
ば
、
柊
森
（
柊
稲
荷
周
辺
の
森
か
）
と
同
様
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
視
点
場
付
近
の
様
子
を
詠
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
制
定
者
は
、

地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
平
坦
な
地
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
見
過

ご
し
が
ち
で
あ
る
、
わ
ず
か
な
が
ら
の
高
低
差
も
、
名
山
に
匹
敵
す
る
眺
望
を

な
す
、
と
言
っ
て
お
り
、
山
地
に
お
い
て
絶
景
を
生
む
も
と
と
な
る
高
低
差
に

対
す
る
憧
憬
を
内
に
秘
め
つ
つ
、
視
点
場
付
近
の
特
性
で
あ
る
台
地
縁
の
高
低

差
に
執
着
す
る
こ
と
、
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
選
定
さ
れ

た
十
景
は
、
歌
を
詠
む
い
わ
ゆ
る
視
点
場
の
特
性
も
も
ち
ろ
ん
表
現
さ
れ
て
は

い
る
が
、
遠
景
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
表
現
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
荒
川
の
船
の
記
述
も
あ
る
が
、
総
じ
て
地
域
の
人
の
営
み
と
い
う
よ
り
も

遠
近
感
や
時
空
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
強
調
し
た
も
の
が
多
い
。
興
味
深
い
の
は
、

趣
旨
文
で
台
地
の
高
低
差
な
ら
で
は
の
特
性
を
強
調
し
て
い
な
が
ら
、
む
し
ろ

十
景
の
表
現
は
、
水
面
、
平
面
、
遠
近
と
の
表
現
や
、
そ
の
茫
漠
と
し
た
空
間

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
名
山
が
映
え
る
と
い
う
平
野
の
平
坦
さ
が
強
く
感
じ
ら
れ
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る
点
で
あ
る
。
風
土
記
稿
に
お
い
て
は
、
日
向
近
辺
の
記
述
に
眞
鳥
山
城
の
跡

な
ど
の
記
載
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
歴
史
的
な
観
点
か
ら
視
点
場
近
傍
の

固
有
性
を
匂
わ
す
よ
う
な
表
現
も
な
い
。
想
定
さ
れ
る
視
点
場
の
状
況
は
、
台

地
の
崖
沿
い
に
道
が
通
り
（
明
治
十
三
年
に
描
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
式
彩
色
地
図

で
は
確
認
で
き
る
）、
連
な
る
斜
面
林
を
通
し
て
眺
望
が
見
ら
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
視
点
場
の
特
異
性
を
示
す
も
の
は
、
西
堀
氷
川
神
社
、
柊
稲
荷
お
よ
び

崖
上
の
塚
（
古
墳
）
で
あ
り
、
碑
文
に
上
宮
や
柊
森
の
記
載
が
あ
る
に
し
て
も
、

基
本
的
に
崖
の
縁
か
ら
は
ど
こ
で
も
概
ね
似
た
よ
う
な
眺
望
が
得
ら
れ
、
そ
の

場
所
固
有
と
い
う
特
徴
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
。

　

視
点
場
に
つ
い
て
水
辺
や
森
と
い
っ
た
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
特
異
性

を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
名
山
と
呼
ば
れ
る
山
々
を
地
域
に
取
り
込
ん

で
主
題
に
す
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
借
景
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
出
に
特
徴

が
あ
る
。
つ
ま
り
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
遠
方
の
美
し
い
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
群
が
見
え
る
こ
と
自
体
に
あ
る
と
す
ら
読
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
不
明
確
な
視
点
場
の
位
置
づ
け
を
見
れ
ば
、
い
ず
れ
か
の
場
所

に
石
碑
を
配
置
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
八
景
式
鑑
賞
法
で
は
、
環
境
の

成
り
立
ち
を
特
定
の
地
点
か
ら
の
場
面
＝
絵
と
し
て
認
識
す
る
よ
り
も
、
複
数

の
視
点
場
群
か
ら
見
え
る
地
域
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
群
（
空
間
上
の
特
徴
と
時
間

上
の
特
徴
と
は
、
意
味
を
も
つ
具
体
的
な
全
体
の
中
で
融
合
す
る
。M

. B
akhtin

（
２
））
を
総
合
す
る
こ
と
で
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
場
を
明
確

に
し
て
特
異
な
地
点
の
価
値
を
顕
彰
す
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
到
達
目
標
と

は
い
え
な
い
。
日
向
十
景
の
場
合
は
一
つ
の
石
碑
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
代
表
さ

せ
、
そ
の
中
で
十
景
全
体
と
し
て
の
意
義
、
す
な
わ
ち
平
坦
で
あ
る
が
ゆ
え
に

見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
台
地
縁
の
優
れ
た
眺
望
、
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
八
景
式
の
意
味
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
荒
川
や
鴻
沼

は
地
域
な
ら
で
は
の
風
景
資
源
と
言
え
て
も
、
富
士
山
、
浅
間
山
、
筑
波
山
は

地
域
の
独
自
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
遠
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
三
つ
の

歌
は
、
視
点
場
や
日
向
の
地
域
特
性
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。よ
り
肯
定
的
に
捉
え
れ
ば
、そ
れ
ら
以
外
の
歌
も
含
め
て
全
体
と
し
て
、

近
場
の
特
異
性
あ
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
あ
ま
り
依
存
せ
ず
、
日
向
と
い
う
地
域

の
ご
く
あ
り
き
た
り
の
自
然
の
四
季
折
々
の
様
相
を
素
朴
に
詠
う
こ
と
で
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）
変
貌
し
た
台
地
西
縁
の
風
景
の
特
徴
と
意
義

　

一
方
、
現
代
の
大
宮
台
地
西
縁
の
風
景
の
例
と
し
て
、
さ
い
た
ま
百
景
の
選

定
風
景
の
一
つ
を
見
て
み
る
。
桜
区
中
島
に
あ
る
本
杢
古
墳
か
ら
見
た
東
京
瓦

斯
浦
和
整
圧
所
の
風
景
で
あ
る
。
さ
い
た
ま
百
景
で
は
、
こ
う
し
た
台
地
上
西

縁
か
ら
の
眺
望
に
つ
い
て
、
風
土
記
稿
に
お
い
て
優
れ
た
眺
望
で
あ
る
と
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
台
地
西
縁
の
典
型
的
な
眺
望
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
現
代
の
市
街
地
の
拡
大
と
も
に
変
貌
し
た
風
景
の
様
子
を

伝
え
て
い
る
。

　

か
つ
て
日
向
十
景
で
詠
ま
れ
た
遠
景
の
山
並
み
は
高
架
の
高
速
道
路
が
横
切

る
こ
と
で
断
片
的
に
見
え
隠
れ
す
る
状
況
に
な
り
、
一
面
の
水
田
も
市
街
地
に

塗
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
主
題
と
す
べ
き
視
対
象
は
大
き
く
異
な
り
、
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
の
は
、
高
速
道
路
と
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ガ
ス
タ
ン
ク
（
正
式

名
は
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
）
で
あ
る
。
江
戸
時
代
と
違
っ
て
、
遠
景
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
の
存
在
は
霞
ん
で
し
ま
い
、
む
し
ろ
地
域
が
自
ら
身
の
回
り
に
刻
み
込
ん

だ
開
発
の
履
歴
が
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
工
的
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
は
、
江
戸
時
代
の
富
士
山
が
余
計
な
意
味
づ
け
を
付
与
す
る
こ
と
な

く
、
直
感
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
視
覚
的
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
の
と



‒ 157 ‒

【
現
代
の
大
宮
台
地
西
縁
周
辺
の
景
観
資
源
（
治
水
地
形
分
類
図
（
昭
和
48
年
国

土
地
理
院
発
行
を
加
工
）
※
地
図
中
の
赤
い
領
域
が
台
地
を
示
す
。）】

【
本
杢
古
墳
周
辺
か
ら
の
眺
望
（
右
手
の
斜
面
林
が
本
杢
古
墳
の
あ
る
市
民
緑
地
）】
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違
い
、
そ
の
突
出
し
た
形
態
か
ら
、
地
域
史
に
お
け
る
何
ら
か
の
文
脈
を
認
識

と
し
て
も
た
な
け
れ
ば
肯
定
的
に
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
無
秩
序
な
人

工
空
間
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
住
民
に
は
地
の
要
素
で
あ
っ
て
も
、
一
旦
、
風
景

の
意
識
に
の
ぼ
れ
ば
図
と
し
て
の
了
解
が
必
要
と
な
る
。
さ
い
た
ま
百
景
で
は
、

ガ
ス
タ
ン
ク
に
関
し
て
、
空
間
的
に
は
バ
イ
パ
ス
を
通
行
す
る
人
に
と
っ
て
の

浦
和
の
目
印
と
捉
え
、
あ
る
い
は
昭
和
四
十
年
代
に
浦
和
の
市
街
地
が
台
地
か

ら
低
地
へ
と
急
速
に
拡
大
す
る
中
で
、
ガ
ス
の
需
要
増
を
見
込
ん
で
台
地
際
に

建
設
さ
れ
た
開
発
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
、
一
種
の
時
間
的
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
現
代
の
風
景
を
理
解
す
る
た
め
の
手

が
か
り
は
、
見
え
に
く
く
な
っ
た
歴
史
展
開
の
複
雑
な
文
脈
を
、
い
か
に
上
手

く
そ
の
要
素
群
の
特
異
性
を
捉
え
て
再
構
成
す
る
か
で
あ
る
。
地
理
学
者
のE. 

R
elph

は
無
秩
序
な
開
発
や
場
所
の
破
壊
に
つ
い
て
没
場
所
性
と
の
言
葉
を
用
い

て
い
る
が
（
３
）、
現
代
都
市
に
お
い
て
は
真
に
場
所
が
破
壊
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
、

必
然
的
な
時
の
展
開
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
風
景
の
全
体
的
な
意
義
が
、
一
般

市
民
の
認
識
に
お
い
て
見
失
わ
れ
る
ケ
ー
ス
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
注
目
さ
れ
た
要
素
の
代
表
性
や
特
異
性
の
捉
え
方
に
は
偏

り
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
江
戸
期
の
八
景
式
で
も
同
様
で
あ

り
、
そ
う
し
た
鑑
賞
の
立
場
や
視
点
は
地
域
の
鑑
賞
価
値
を
持
続
的
に
再
生
産

さ
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
多
様
に
存
在
し
て
良
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
視
点
場
に
つ
い
て
も
当
然
江
戸
期
と
現
代
で
は
状
況
が
全
く
異
な
る
。

技
術
の
進
歩
に
応
じ
て
困
難
な
傾
斜
地
の
開
発
も
可
能
と
な
り
、
斜
面
林
は
悉

く
失
わ
れ
て
き
て
い
る
。
風
土
記
稿
で
記
述
さ
れ
た
よ
う
な
塚
か
ら
の
視
点
場

と
し
て
は
、
た
ま
た
ま
古
墳
が
残
存
す
る
本
杢
古
墳
の
よ
う
な
ご
く
限
ら
れ
た

場
所
で
し
か
、
斜
面
林
と
と
も
に
崖
下
を
覗
き
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
向

古
墳
は
入
る
こ
と
も
風
景
を
見
る
こ
と
も
覚
束
な
い
の
で
、
市
民
緑
地
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
本
杢
古
墳
は
貴
重
な
空
間
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
よ

り
、
現
代
の
台
地
際
の
風
景
鑑
賞
に
お
い
て
は
、
視
点
場
の
価
値
の
特
異
性
を

強
調
し
て
選
定
し
、
視
対
象
群
に
つ
い
て
は
、
能
動
的
な
態
度
で
背
後
の
意
味

を
と
ら
え
つ
つ
文
脈
を
再
構
築
す
る
よ
う
に
鑑
賞
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に

な
る
。

　

地
域
の
環
境
に
つ
い
て
齢
を
重
ね
る
生
き
物
に
喩
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
過

去
と
現
代
の
風
景
の
比
較
を
平
易
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸
期
の
こ

の
地
域
の
若
い
風
景
で
は
視
点
よ
り
も
視
対
象
の
美
し
さ
に
目
を
惹
か
れ
、
自

ら
の
未
成
熟
で
純
朴
な
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
遠
方
の
美
し
い
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
に
よ
っ
て
視
覚
構
図
的
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
美
し
い
山
河
と
い
う
認
識

上
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
次
元
で
の
要
素
の
質
は
こ
の
地
域
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
く
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
地
域
の
独
自
性
は
そ
れ
ら
が
成
す
景
観
構

図
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
場
所
に
導
か
れ
風
景
が
発
見
さ
れ
さ
え
す

れ
ば
、
だ
れ
で
も
直
感
的
に
そ
の
価
値
を
感
得
で
き
、
そ
れ
は
受
け
身
の
鑑
賞

姿
勢
で
も
容
易
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
。
一
方
、
年
を
経
た
街
で
は
自
ら
改
造
し

刻
み
込
ん
で
き
た
場
所
の
開
発
履
歴
が
風
景
を
成
り
立
た
せ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
は
景
観
構
図
に
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
要
素
の
美
醜
の
判
断
か
ら
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
景
観
構
成
要
素
が
時
の
文
脈
に
お
い
て
も
つ
特
異
性

か
、
も
し
く
は
そ
の
街
な
ら
で
は
の
変
化
の
仕
方
の
特
異
性
を
把
握
し
、
そ
の

文
脈
を
い
わ
ば
学
び
の
姿
勢
か
ら
能
動
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
感
得

で
き
る
。
そ
れ
は
成
熟
し
た
風
景
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
こ
に
人

の
営
み
、
気
候
風
土
や
時
節
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
で
八
景
式
と
同
じ
地
域
認
識

の
プ
ロ
セ
ス
を
獲
得
で
き
る
。
し
か
し
地
形
や
そ
の
特
性
を
代
弁
す
る
斜
面
林

な
ど
自
然
資
源
す
な
わ
ち
自
身
の
骨
格
を
破
壊
し
た
ま
ち
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
喪
失
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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（
三
）
風
景
鑑
賞
を
誘
発
す
る
地
形
お
よ
び
場
所
＝
人
間
環
境
の
様
相

　

台
地
際
の
眺
望
の
現
状
を
見
れ
ば
、
風
景
鑑
賞
が
市
民
に
提
供
で
き
る
価
値

は
す
で
に
絵
の
構
図
と
し
て
の
美
的
価
値
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
る
意

味
で
、
八
景
式
鑑
賞
法
の
本
質
で
あ
る
地
域
環
境
の
総
合
認
識
と
同
じ
次
元
の

理
解
を
鑑
賞
者
に
求
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
再
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
向
十
景
と
現
代
の
眺
望
の
間
に
あ
る
共
通
点
は
、

眺
望
の
現
状
の
違
い
と
そ
の
背
景
を
読
み
解
く
主
観
的
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
台
地
の
崖
と
い
う
地
形
が
パ
ノ
ラ
マ
視
と

も
い
う
べ
き
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
読
み
解
く
人
間
行
為
も
し
く
は
態
度
を

誘
発
す
る
と
い
う
、
人
間
環
境
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
（J. J. G

ibson

（
４
））
と
し

て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
パ
ノ
ラ
マ
視
に
つ
い
て
は
、
遠

景
の
名
山
と
視
点
場
に
囲
ま
れ
た
平
坦
な
る
地
を
空
間
的
に
、
特
に
水
平
に
広

く
俯
瞰
し
て
、
水
田
の
水
面
に
そ
れ
ら
を
映
し
こ
ん
で
把
捉
す
る
借
景
的
な
江

戸
期
の
パ
ノ
ラ
マ
と
、
市
街
化
し
た
低
地
を
高
架
高
速
道
路
と
い
う
水
平
の
定

規
を
あ
て
な
が
ら
遠
近
を
測
る
立
体
的
パ
ノ
ラ
マ
視
と
を
対
比
す
る
よ
う
な
解

釈
は
い
く
ら
で
も
生
産
で
き
る
。
日
向
十
景
で
は
、「
八
尋
」「
遠
近
の
野
辺
」「
平

野
の
千
種
」「
千
里
」「
久
か
た
の
」
な
ど
の
用
語
が
こ
う
し
た
空
間
的
パ
ノ
ラ

マ
視
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
時
間
的
パ
ノ
ラ
マ
視
に
つ
い
て
も
対
照
的
な
見

方
が
で
き
る
。
時
間
的
パ
ノ
ラ
マ
視
と
は
、
目
前
の
風
景
構
図
に
お
い
て
過
去

の
出
来
事
を
暗
示
す
る
建
造
物
な
ど
多
様
な
時
間
の
存
在
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る

要
素
が
、
通
常
よ
り
も
幅
広
く
多
様
に
構
図
内
に
分
布
し
て
、
鑑
賞
者
が
時
の

文
脈
の
手
が
か
り
群
を
一
望
で
き
る
状
態
と
定
義
し
た
い
。
確
か
に
江
戸
期
に

つ
い
て
は
、
時
間
的
パ
ノ
ラ
マ
視
の
点
で
は
一
見
し
て
単
調
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
と
も
思
え
る
が
、
少
な
く
と
も
水
田
や
行
き
交
う
船
と
い
う
人
の
営
み
や
、

四
季
の
移
ろ
い
が
淡
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
時
間
は
感
得
さ
れ
、
表
現
と
し

て
は
、
先
述
の
八
尋
な
ど
の
表
現
に
加
え
て
、「
千
世
」「
年
ご
と
に
」
や
四
季

を
あ
ら
わ
す
要
素
の
表
現
が
加
わ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
空
間
と
時
間
の

広
が
り
を
指
示
す
る
用
語
は
時
間
も
空
間
も
そ
れ
ぞ
れ
「
長
い
」
と
い
う
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
互
い
に
内
包
し
う
る
の
で
風
景
鑑
賞
の
表
現
や
認
識

に
お
い
て
、い
ず
れ
か
を
基
に
統
合
的
に
味
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。問
題
は
、

現
代
の
眺
望
に
お
け
る
時
間
的
パ
ノ
ラ
マ
視
の
様
相
で
あ
る
。
市
街
化
の
展
開

の
履
歴
を
示
す
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
群
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
殺
伐
と
し
た

様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
視
点
場
の
特
異
性
に
目
を
向
け
、
そ
こ
が
古

代
の
古
墳
で
あ
り
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
斜
面
林
で
も
あ
り
、
風
土
記
稿
で
は
優

れ
た
山
並
み
の
眺
望
が
似
た
よ
う
な
塚
か
ら
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
近
く

に
古
い
城
跡
が
あ
っ
た
と
伝
わ
る
こ
と
、
日
向
十
景
を
制
定
し
た
も
の
が
い
た

と
い
う
こ
と
、
と
い
う
認
識
の
手
続
き
を
経
て
時
間
的
パ
ノ
ラ
マ
視
が
形
作
ら

れ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
の
は
、
日
向
十
景
と
現
代
の
眺
望
の
対
比
に
お
い
て
見
受

け
ら
れ
る
、
共
通
性
と
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
共
通

性
を
一
言
で
言
い
表
す
と
す
れ
ば
、
環
境
の
有
す
る
文
脈
認
識
の
ア
フ
ォ
ー
ダ

ン
ス
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
地
域
の
眺
望
が
、
地
域
環
境

の
総
体
的
な
文
脈
を
読
み
解
く
よ
う
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

古
墳
や
ガ
ス
タ
ン
ク
、
高
速
道
路
は
、
文
脈
を
構
成
す
る
単
体
の
要
素
で
あ
る

の
で
、
文
脈
と
は
区
別
さ
れ
る
。

（
四
）
環
境
の
文
脈
認
識
の
手
が
か
り
と
な
る
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素

　

個
別
の
視
覚
的
要
素
群
が
地
域
環
境
の
文
脈
理
解
に
お
い
て
様
々
な
手
が
か

り
と
な
る
と
き
に
、
か
つ
そ
れ
が
、
あ
る
特
定
の
時
代
背
景
や
出
来
事
と
結
び

つ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
を
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
と
呼
ん
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で
い
る
。
た
と
え
ば
、
古
墳
が
あ
る
よ
う
な
崖
上
と
い
う
地
形
特
性
を
有
し
て

パ
ノ
ラ
マ
視
を
誘
発
す
る
視
点
場
や
、
あ
る
環
境
条
件
や
背
景
の
も
と
で
立
地

選
定
さ
れ
た
と
い
う
史
的
事
実
の
認
識
を
誘
発
す
る
ガ
ス
タ
ン
ク
や
高
速
道
路

な
ど
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
環
境
要
素
が
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に

な
り
う
る
が
、
問
題
は
、
鑑
賞
者
の
知
識
や
認
識
、
視
点
場
、
景
観
構
図
の
条

件
な
ど
に
よ
り
、
眺
望
体
験
に
お
い
て
時
間
や
場
所
の
意
味
が
ど
の
程
度
明
瞭

に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
知
覚
さ
れ
た
複
数
の
要
素
群
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
と
し
て

連
関
し
て
認
識
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
議
論
か
ら
は
、
現
代
の
ど
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
風
景
の
状
況
で
あ

っ
て
も
、結
局
は
認
識
の
あ
り
様
に
よ
っ
て
価
値
を
も
つ
、と
い
う
結
論
に
至
る
。

時
と
と
も
に
変
化
す
る
風
景
の
価
値
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に
つ
い
て
選
別
を
行
う
考
え
方
を
試
み
に
示
し
た

い
。

　

ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
は
、
そ
の
時
を
感
じ
さ
せ
る
異
な
る
認
識
の
形
態
か
ら

さ
ま
ざ
ま
に
分
類
が
で
き
る
。
こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
分
類
の

前
に
考
慮
す
べ
き
基
本
的
な
事
項
と
し
て
、
経
験
さ
れ
た
空
間
が
時
間
感
覚
を

も
た
ら
す
諸
現
象
に
つ
い
て
は
、Y. F. Tuan

が
考
察
を
し
て
い
る
の
で
参
考
に

な
る
（
５
）。
日
向
の
眺
望
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
大
き
く
２
つ
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

要
素
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
と
、

不
明
瞭
な
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
で
あ
る
。
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

要
素
は
、
人
工
的
な
建
造
物
の
よ
う
に
、
だ
れ
が
何
の
目
的
で
い
つ
そ
れ
を
、

な
ぜ
そ
こ
に
出
現
さ
せ
た
の
か
を
強
く
意
識
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
。
日
向
で
い

え
ば
、
古
墳
や
ガ
ス
タ
ン
ク
、
高
速
道
路
で
あ
る
。
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

要
素
は
特
定
の
目
的
や
時
間
を
認
識
す
る
の
は
強
い
て
意
識
し
な
い
と
難
し
い
。

川
や
森
、
富
士
山
、
水
田
は
そ
れ
が
い
つ
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら

す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
通
常
の
鑑
賞
に
お
い
て
は
そ
れ
が
安
定
し
て

そ
こ
に
あ
っ
て
、
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
の
持
続
へ
の
期
待
、

あ
る
い
は
営
み
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
様
子
が
時
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

こ
こ
で
、
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
そ
の
目

的
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
風
景
鑑
賞
者
は
環
境
か
ら
ク
ロ

ノ
ト
ポ
ス
要
素
の
特
性
に
つ
い
て
様
々
な
情
報
を
受
け
取
る
が
、
地
域
環
境
の

認
識
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
あ
る
べ
き
場
所
に
あ
る
べ
き
時
の
様
相
が
認
識
で

き
る
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
れ
は
即
座
に
人
為
的
な
環
境
改
変
や
操
作
、

あ
る
い
は
保
護
活
動
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
前
に
地
域
認
識
の
あ

り
方
を
能
動
的
に
操
作
す
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
場
所
へ
の
愛

（
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
、Y. F. Tuan

（
６
））や
郷
土
愛
か
ら
、八
景
、十
景
の
制
定
に
至
り
、

そ
れ
が
ま
た
人
々
の
場
所
へ
の
愛
着
を
一
層
深
め
る
と
い
う
共
通
認
識
の
循
環

の
よ
う
な
も
の
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

　

先
に
二
つ
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
を
提
示
し
た
が
、
こ
れ
は
眺
望
の
構
成
に

お
い
て
時
間
的
な
図
と
地
を
分
担
し
や
す
い
。
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素

は
、
視
覚
的
時
間
感
覚
に
お
い
て
図
や
主
題
に
な
り
や
す
い
要
素
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
日
向
十
景
で
は
、
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
は
あ
ま
り
な
い
の
で

あ
る
が
、
浅
間
山
の
噴
煙
が
そ
う
し
た
要
素
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
こ
こ
で
の
時
間
的
な
図
と
地
は
、
た
と
え
ば
大
災
害
を
契
機
に
そ
の
後
、
何

ら
か
の
土
地
の
改
変
が
あ
っ
た
な
ど
、
実
際
の
歴
史
時
間
軸
に
お
け
る
様
々
な

出
来
事
の
間
に
成
立
す
る
歴
史
的
な
図
と
地
の
関
係
性
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
、
こ
こ
で
は
現
前
す
る
眺
望
の
範
囲
に
お
い
て
、
時
間
を
感
じ
さ
せ
る
手
が

か
り
と
し
て
の
要
素
間
の
関
係
を
見
て
い
る
。

　

こ
の
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
と
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
が
形
成

し
や
す
い
、
時
間
的
な
図
と
地
の
関
係
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
仮
に
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森
や
水
辺
、
水
田
な
ど
が
広
が
る
風
景
の
中
で
人
工
的
な
建
造
物
が
突
出
し
て

い
る
風
景
を
考
え
る
。
そ
の
人
工
的
な
建
造
物
が
、
何
ら
か
の
出
来
事
の
シ
ン

ボ
ル
と
な
っ
て
、
地
域
に
と
っ
て
価
値
あ
る
時
の
特
異
性
を
感
じ
さ
せ
る
場
合

は
、
そ
の
図
が
主
題
と
な
っ
た
眺
望
が
成
立
す
る
。
そ
の
と
き
森
や
水
辺
の
要

素
は
そ
の
時
の
文
脈
を
阻
害
せ
ず
、
脇
役
＝
地
と
し
て
存
在
す
る
。
一
方
、
水

辺
や
森
の
不
明
瞭
な
時
の
移
ろ
い
を
主
な
鑑
賞
価
値
と
し
て
認
め
て
い
た
文
脈

か
ら
見
れ
ば
、
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
は
そ
う
し
た
時
の
文
脈
を
破
り
、

強
い
自
己
主
張
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
文
脈
を
覆
し
て
し
ま
う
存
在
に
な
る
。

　

こ
こ
で
日
向
の
風
景
に
戻
れ
ば
、
江
戸
期
の
風
景
は
ほ
と
ん
ど
が
山
並
み
や

沼
な
ど
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
特
異
な
ク
ロ
ノ

ト
ポ
ス
要
素
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
時
の
地
で
あ
る
日
々

の
時
間
変
化
や
季
節
の
移
ろ
い
の
表
象
群
が
、
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
、
柔
ら
か

な
図
と
し
て
時
折
、
認
識
に
の
ぼ
っ
て
風
景
感
覚
の
基
調
を
な
す
。
遠
景
の
山

並
み
は
そ
う
し
た
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
視
覚

的
な
図
性
を
も
っ
た
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
の
営
み
の
感
覚
を
乱
す
こ
と
な

く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
時
の
移
ろ
い
そ
の
も
の
の
感
覚
を
支
え
る
よ
う
な
純
粋

な
視
覚
的
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
。
あ
る
い
は
他
の
人
工
的
な
視
覚
的
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
に
遮
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
大
き
な
空
間
的
距
離
感
覚
が
時

間
感
覚
に
置
き
換
え
ら
れ
る
効
果
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
風
景
に
お
い

て
は
、
そ
の
風
景
を
構
成
す
る
要
素
を
指
し
て
、
そ
れ
は
い
つ
？
と
問
う
必
要

は
な
く
、
時
の
感
覚
は
自
明
で
あ
る
。

　
一
方
、現
代
の
風
景
に
お
い
て
は
、特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
を
選
別
し
て
、

そ
れ
は
い
つ
？
な
ぜ
？
と
問
い
か
け
、
い
く
つ
か
の
時
間
的
な
図
の
集
合
を
順

序
立
て
て
組
み
立
て
る
こ
と
で
、
一
つ
の
文
脈
＝
物
語
を
作
り
上
げ
る
。
こ
れ

を
巧
み
に
わ
か
り
や
す
く
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
の
人
々
に
共
感

さ
れ
愛
着
を
も
た
ら
す
風
景
に
な
る
だ
ろ
う
。
開
発
に
よ
り
市
街
化
し
た
土
地

の
様
相
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
人
工
構
造
物
の
視
覚
的
な
図

性
に
応
じ
て
、
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
と
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素

が
分
化
す
る
。
巨
大
な
イ
ン
フ
ラ
が
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
と
し
て
ど
の
よ
う

な
理
由
で
生
み
出
さ
れ
、
ま
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
他
の
構
造

物
と
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
、
と
理
解
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
図

的
に
は
目
立
た
な
く
と
も
少
し
ず
つ
建
て
替
わ
る
住
宅
な
ど
を
認
め
て
は
生
き

物
と
し
て
の
ま
ち
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
こ
と
は
日
常
的
な
感
覚
の
一
つ
で
も
あ

る
。
山
並
み
や
自
然
的
要
素
を
時
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
認
め
る
た
め
に
は
、

図
と
地
を
意
図
的
に
反
転
さ
せ
る
か
、
開
発
地
が
特
異
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
も

た
ず
一
面
の
没
個
性
な
地
と
な
っ
て
い
る
状
況
で
な
け
れ
ば
難
し
い
。
た
だ
少

な
く
と
も
山
並
み
が
見
え
る
な
ら
ば
、
地
と
し
て
の
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

要
素
で
あ
り
続
け
る
。
も
ち
ろ
ん
日
没
時
に
市
街
地
が
す
べ
て
陰
影
の
中
に
落

ち
る
と
き
に
は
高
層
建
築
物
の
合
間
に
視
覚
的
図
と
し
て
蘇
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
地
域
の
人
々
の
鑑
賞
の
た
め
に
組
み
立
て
ら
れ
た
物
語
の
中
で
は
脇
役

＝
地
の
要
素
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

現
代
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
風
景
の
認
識
を
演
出
す
る
上
で
、
移
ろ
い
の
ク

ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
の
果
た
す
役
割
は
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
時
の
移
ろ
い
を

感
じ
さ
せ
、
視
覚
的
に
は
地
と
な
っ
て
、
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
を
引
き

立
て
る
効
果
を
有
す
る
。
そ
れ
は
人
工
的
な
建
造
物
よ
り
は
、
地
形
や
自
然
的

要
素
で
あ
り
や
す
い
。
遠
景
の
山
並
み
も
、
河
川
や
沼
な
ど
の
水
辺
も
、
市
街

地
の
斜
面
林
や
屋
敷
林
も
人
工
物
の
標
識
を
張
り
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

風
景
の
背
景
と
な
っ
て
移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
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（
五
）
視
点
場
―
視
対
象
の
空
間
構
成
と
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
の
役
割

　

こ
れ
ま
で
視
対
象
と
し
て
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
を
主
に
考
え
て
き
た
が
、

視
点
場
と
し
て
の
風
景
鑑
賞
上
の
効
果
も
あ
る
。
風
景
の
鑑
賞
を
眺
望
景
観
と

囲
繞
景
観
と
分
類
す
る
立
場
が
あ
る
。
前
者
は
視
点
場
よ
り
前
方
に
あ
る
仮
想

ス
ク
リ
ー
ン
に
描
か
れ
た
絵
の
よ
う
な
構
図
を
鑑
賞
す
る
立
場
で
あ
り
、
後
者

は
視
点
場
付
近
の
空
間
や
活
動
を
含
め
た
価
値
を
中
心
に
考
え
る
。
眺
望
景
観

の
構
図
的
価
値
を
主
に
鑑
賞
す
る
場
合
は
、
視
対
象
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る

た
め
に
視
点
場
の
特
異
性
は
強
調
さ
れ
な
い
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

台
地
の
縁
は
か
つ
て
勾
配
の
き
つ
い
崖
を
除
い
て
斜
面
林
が
縁
取
っ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
斜
面
林
の
合
間
か
ら
見
え
る
眺
望
が
日
向
十
景

で
詠
ま
れ
た
風
景
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
斜
面
林
と
い
う
だ
け
で
特
異
性
が
な

け
れ
ば
、
や
や
暗
く
な
っ
た
中
で
森
の
合
間
ま
で
進
む
と
、
浮
か
び
上
が
る
よ

う
な
眺
望
に
人
々
は
は
っ
と
す
る
。
も
し
現
代
の
台
地
際
に
連
続
し
た
斜
面
林

の
広
が
り
が
残
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
遠
景
の
山
並
み
が
同
様
に
時
の
特
異
性

の
な
い
自
然
要
素
と
し
て
見
え
、
視
点
場
と
遠
景
の
間
で
、
特
異
性
の
あ
る
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
が
主
役
と
し
て
際
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
視
点
場
に
特
異
な
要
素
が
あ
っ
た
場
合
で
も
価
値
が
な
い
の
で
は

な
く
、
違
っ
た
意
味
が
生
じ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
斜
面
林
の
空
間
は
ス
ポ

ッ
ト
と
し
て
残
存
し
た
貴
重
な
緑
地
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
は
古
墳
の
あ
る
場
所

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
時
を
鑑
賞
す
る
手
続
き
と
し
て
、
今
こ
こ
に
い
る

台
地
の
上
に
古
墳
時
代
を
思
い
、
要
衝
の
地
と
し
て
の
鎌
倉
時
代
の
城
跡
を
思

い
、
そ
し
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
新
田
開
発
や
現
代
の
開
発
の
イ
メ
ー

ジ
と
と
も
に
斜
面
を
降
り
る
。
そ
こ
に
は
バ
イ
パ
ス
の
建
設
、
ガ
ス
タ
ン
ク
の

設
置
、
市
街
化
の
進
展
、
高
架
道
路
の
建
設
と
い
っ
た
時
の
流
れ
を
順
に
辿
る

鑑
賞
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
視
点
場
と
視
対
象
を
切
り
離
す
眺
望
景
観
と
い

う
よ
り
は
、
場
所
の
景
観
と
し
て
視
点
場
も
視
対
象
も
あ
わ
せ
て
一
望
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
的
風
景
の
鑑
賞
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

眺
望
景
観
と
し
て
、
視
点
場
と
対
象
を
空
間
的
に
断
絶
す
る
こ
と
で
時
の
隔
た

り
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
場
の
景
観
と
し
て
、
時
間
順
に
追
体
験
す
る
場
合
、
逆

に
時
間
を
遡
る
体
験
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
様
々
な
形
態
が
あ
る
。「
台
地
の
斜
面

を
降
り
て
」、
と
の
表
現
は
、
風
景
の
中
に
自
身
を
没
入
さ
せ
て
空
間
を
イ
メ
ー

ジ
に
お
い
て
体
験
す
る
仮
想
行
動
論
（
中
村（
７
））
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、

山
等
の
勾
配
を
上
り
下
り
す
る
こ
と
、
河
川
の
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
移
動
す
る

場
合
に
喚
起
さ
れ
る
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
数
多
く
の
空
間
の
様
相
と
そ
こ

で
可
能
と
な
る
仮
想
行
動
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
整
理
す
る
と
、
非
常
に
豊
か

な
時
間
風
景
の
鑑
賞
を
演
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

視
点
場
に
つ
い
て
の
考
察
を
ま
と
め
る
た
め
に
日
向
の
眺
望
に
戻
る
と
、
江

戸
期
は
、
構
図
内
に
広
く
分
布
す
る
自
然
的
な
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素

が
多
く
、
視
覚
的
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
主
に
遠
景
に
あ
り
、
近
・
中
景
に
は
あ

ま
り
な
い
の
で
、
視
点
場
を
特
定
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

が
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
辺
り
一
帯
で
同
様
の
眺
望
は
容
易
に
見
つ
け
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
日
向
十
景
の
目
的
で
あ
る
「
そ
の
地
の
美
を
顕
彰
し
、

人
を
名
勝
に
導
く
」
た
め
に
は
、
石
碑
は
一
か
所
に
設
置
さ
れ
、
十
通
り
の
鑑

賞
価
値
が
示
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
。
一
方
、
現
在
の
台
地
縁
か
ら
の
眺
望

を
鑑
賞
す
る
場
合
は
、
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に
つ
い
て
、
い
つ
な
ぜ

そ
れ
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
複
数
の
特
異
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ

ス
要
素
間
の
文
脈
を
認
識
す
る
た
め
の
同
時
的
眺
望
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
眺
め
る
か
、
視
点
場
を
特
定
し
て
示
す
方
が
有
利
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
は
人
工
的
な
要
素
と
し
て
近・

中
景
の
範
囲
か
ら
そ
の
表
情
を
把
握
す
る
方
が
都
合
が
よ
く
、
視
点
場
を
含
む
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囲
繞
空
間
も
、
眺
望
す
る
対
象
場
も
市
街
化
し
て
、
建
物
に
よ
っ
て
視
線
が
妨

げ
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
意
図
し
た
文
脈
＝
物
語
で
視
認
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
が

限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
向
の
眺
望
の
場
合
は
、
江
戸
期
は
視
点
場
が
不

明
瞭
な
八
景
式
で
あ
り
、
現
代
は
視
点
場
の
特
異
性
と
眺
望
を
統
合
し
た
意
味

を
鑑
賞
す
る
と
い
う
点
で
、
構
図
的
な
景
観
と
い
う
よ
り
も
場
の
景
観
と
し
て

の
鑑
賞
に
な
る
点
に
両
者
の
共
通
性
が
あ
る
。

（
六
）
眺
望
の
活
用
と
石
碑
の
持
つ
現
代
的
意
義

　

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
現
代
の
風
景
に
対
す
る
鑑
賞
法
を
地
域
認
識
お
よ

び
愛
着
を
強
化
す
る
し
く
み
と
し
て
活
か
す
た
め
に
は
、
視
点
場
が
ど
こ
か
を

意
識
さ
せ
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
日
向
十
景
と
現
代
の
日
向
の
眺

望
の
考
察
を
活
か
す
方
法
を
考
え
た
い
。
そ
れ
こ
そ
が
日
向
十
景
の
石
碑
の
現

代
的
な
意
義
で
あ
る
。
石
碑
自
体
は
そ
の
鑑
賞
の
意
図
を
伝
え
る
き
っ
か
け
を

提
示
す
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
現
代
に
お
い
て
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素

群
の
文
脈
を
ど
う
捉
え
る
か
、
そ
の
解
釈
を
客
観
的
に
伝
え
る
だ
け
で
十
分
で

あ
ろ
う
か
。
形
式
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
的
風
景
の
時
間
感

覚
を
付
与
す
る
特
質
を
活
か
せ
る
よ
う
な
視
点
場
を
演
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
視
点
場
に
お
い
て
、
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
群
の
意
味
を
ど

う
演
出
・
表
現
し
、
鑑
賞
者
に
伝
え
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
事
例
と
し

て
、
越
後
・
妻
有
の
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
取
組
を
と
り
挙
げ
た
い
。
こ

の
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
地
域
の
広
い
範
囲
で
屋
外
に
ア
ー
ト
作
品
が
置
か

れ
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
。
ア
ー
ト
鑑
賞

者
は
マ
ッ
プ
を
頼
り
に
現
地
に
あ
る
ア
ー
ト
作
品
等
を
巡
っ
て
い
く
。
室
内
に

集
中
し
て
展
示
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、

作
家
ら
が
地
域
の
特
質
を
テ
ー
マ
と
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
基
本
的
な
効
果
と
し
て
、
他
の
ア
ー
ト
作
品
同
様
、
そ
れ
が

媒
介
す
る
作
者
と
鑑
賞
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
が
、

特
徴
的
な
こ
と
は
作
品
の
多
く
が
風
景
の
視
点
場
に
置
か
れ
、
と
い
う
よ
り
も

そ
れ
自
身
が
地
域
を
見
る
と
い
う
行
為
や
態
度
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
視
点
場
そ

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巧
み
で
あ
る
の
は
、

作
品
の
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
正
解
に
た
ど
り
着
く
か
ど
う
か
を
何
ら
保
証
し
な
い

の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
芸
術
家
の
意
図
や
結
果
と
し
て
の
作
品
の
意
義
を

解
釈
す
る
と
い
う
行
為
を
ア
フ
ォ
ー
ド
し
つ
つ
、
そ
こ
に
地
域
特
性
の
意
味
を

お
せ
っ
か
い
に
解
説
す
る
こ
と
な
し
に
、
鑑
賞
者
に
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
刷
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
刷
り
込
み
が
興
味
深

い
の
は
、
鑑
賞
者
は
そ
こ
に
置
か
れ
た
作
品
の
制
作
者
で
は
な
い
が
、
視
点
場

で
あ
る
と
ア
フ
ォ
ー
ド
さ
れ
た
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
地
域
や
風
景
の
解
釈
に

つ
い
て
は
一
種
の
共
同
制
作
者
と
し
て
創
造
的
解
釈
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
視
点
場
が
作
品
の
あ
る
地
点
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
期
の
日
向
十
景
の
よ
う
に
ど
こ
か
そ
の
辺
り
に
広

く
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
容
易
に
は
そ
の
地
点
を
み
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
中
に
は
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
巨
大
な
作
品
も
あ
る
が
）。
も
ち

ろ
ん
マ
ッ
プ
や
案
内
表
示
等
の
工
夫
は
あ
る
が
、
鑑
賞
者
は
そ
の
作
品
を
探
し

求
め
て
、
お
の
ず
と
地
域
の
空
間
を
逍
遥
す
る
。
そ
の
探
索
の
過
程
こ
そ
、
地

域
の
風
土
や
人
々
の
営
み
の
諸
側
面
を
体
感
し
な
が
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
到
達
す
る
過
程
で
あ
り
、
客
観
的
解
説
文
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て
そ
の
情
報

を
得
て
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
る
受
け
身
の
体
験
と
は
認
識
の
深
さ
が
違
っ

て
く
る
。

　

妻
有
の
ア
ー
ト
作
品
は
、
現
代
の
石
碑
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
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述
べ
て
き
た
二
つ
の
優
れ
た
特
徴
が
さ
ら
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ノ
ト
ポ

ス
的
風
景
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
時
間
感
覚
を
殺
さ
な
い
た
め
に
も
、
風
景
認
識

の
過
程
は
客
観
的
地
域
情
報
の
伝
達
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
鑑
賞
者
の
創
造

的
、
能
動
的
な
態
度
を
誘
発
し
て
、
経
験
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
眺
望
体
験
を

演
出
す
る
仕
掛
け
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
七
）
時
の
文
脈
認
識
を
踏
ま
え
た
眺
望
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
基
準

　

こ
れ
ま
で
、
眺
望
を
認
識
す
る
過
程
と
演
出
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
解
釈
を
行

っ
て
き
た
が
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
そ
の
眺
望
が
結
果
と
し
て
伝
え
る
価
値
は

何
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
基
準
と
し
て
、
地
域
の
人
々
に
そ
の
眺
望
の
意
義

を
伝
え
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
て
い
る
答
え
は
、
依

然
と
し
て
抽
象
的
で
あ
る
が
、
あ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
べ
き
時
間
を
感
じ
、
さ

ら
に
多
様
で
豊
か
な
時
間
の
文
脈
を
体
験
す
る
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

江
戸
期
の
日
向
十
景
は
、
主
に
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に
よ
り
、
自
然

の
四
季
の
様
相
や
人
の
持
続
す
る
営
み
と
し
て
の
時
間
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
方
、
現
代
の
台
地
か
ら
の
眺
望
で
は
、
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

要
素
群
の
文
脈
を
肯
定
的
な
物
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
後
者
に

お
い
て
は
、
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
で
あ
る
人
工
的
要
素
が
視
覚
的
な

意
味
ば
か
り
で
な
く
、
実
態
と
し
て
空
間
や
場
所
を
改
変
し
て
い
る
と
い
う
事

実
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
で
あ
る
、水
田
は
、

そ
れ
が
永
続
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
、
四
季
折
々
の
時
間
変
化
を
感

じ
さ
せ
た
。
し
か
し
特
異
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
の
織
り
成
す
現
代
の
眺
望

で
は
、
一
部
の
地
形
的
要
素
を
除
い
て
、
生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
し
、
安
定
し

た
移
ろ
い
の
感
覚
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
や
地
形
の
移
ろ

い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
に
実
際
に
も
視
覚
的
に
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ダ

【
地
域
の
視
点
場
に
配
置
さ
れ
る
ア
ー
ト
作
品
（
越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
　

作
品
は
高
台
の
縁
よ
り
清
津
川
の
河
岸
段
丘
や
白
羽
毛
の
集
落
、
茅
葺
屋
根
の
民
家
、

棚
田
を
見
下
ろ
す
）】
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メ
ー
ジ
を
与
え
続
け
て
い
る
。

　

冒
頭
に
お
い
て
、
日
向
十
景
は
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
姿
勢
か

ら
う
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
そ
れ
こ
そ
眺
望
の
価
値
を
決
定
づ
け
る
基

準
な
の
だ
ろ
う
。E. R

elph

が
提
示
し
て
い
る
場
所
性
の
意
味
を
要
約
す
る
と
、

そ
れ
は
本
物
の
場
所
で
あ
っ
て
、
人
間
が
生
き
た
経
験
を
す
る
と
き
の
世
界
の

中
心
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
ち
、
そ
れ
に
人
々
が
感
情
的
、
心
理
的
に
つ

な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。R

elph

が
場
所
性
の
対
概
念
と
し

て
没
場
所
性
を
挙
げ
、
世
界
中
で
進
行
す
る
場
所
性
の
破
壊
と
そ
の
諸
様
相
を

絶
望
的
に
論
じ
る
と
き
に
、
本
物
で
あ
る
こ
と
＝
真
正
性
と
い
う
基
準
の
重
要

性
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
本
物
と
は
何
か
、
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
時
間
的
な
視
点
を
そ
こ
に
持
ち
込
む
と
き
に
、
現
代
都
市
で

起
こ
っ
て
い
る
変
化
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
な
価
値
の
萌
芽
を
感
じ
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
は
ま
ち
の
混
沌
と
し
た
変
化
の
結
果
と
し
て
の
一
つ
の

眺
望
の
中
に
も
断
片
的
な
文
脈
や
物
語
を
感
じ
取
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
真
正
性
の
基
準
と
し
て
、
以
下
の
四
つ
の
基
準

を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
①
も
の
の
真
正
性
：
人
間
が
構
築
し
た
も
の
、
そ
の

も
の
（
本
物
）
が
継
承
さ
れ
残
っ
て
い
る
こ
と
、
②
場
所
と
し
て
の
真
正
性
：

地
形
や
自
然
が
、
あ
る
べ
き
形
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
人
の
生
活
と
し
て

の
真
正
性：地
形
や
自
然
環
境
に
相
応
し
い
、
人
々
の
生
活
、
産
業
が
あ
る
こ
と
、

④
精
神
文
化
と
し
て
の
真
正
性
：
そ
の
場
所
に
対
し
て
、
人
々
の
独
自
の
価
値

観
や
切
実
な
心
情
、
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
時
間
の

変
化
を
加
味
し
た
場
所
の
価
値
判
断
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
の
も
の
の
真
正
性
は
、
あ
る
人
為
的
構
築
物
が
、
時
と
と
も
に
そ
の
場
所
に

定
着
し
て
、
歴
史
的
な
価
値
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
が
目
の

前
に
あ
れ
ば
現
在
の
場
所
の
価
値
は
高
い
が
、
も
の
は
い
ず
れ
朽
ち
て
失
わ
れ

る
。
従
っ
て
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
即
座
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
に

つ
な
が
る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
神
社
に
お
け
る
遷
宮
は
、
も
の
と
し

て
は
再
建
さ
れ
る
が
、
人
々
は
④
の
価
値
と
し
て
そ
れ
を
継
承
す
る
。
戦
火
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
街
並
み
を
再
建
し
た
も
の
を
偽
物
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
批
判
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
②
は
移
ろ
い
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要

素
、
す
な
わ
ち
時
の
基
盤
を
成
す
地
形
や
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
変
化
に
お

い
て
こ
れ
を
失
う
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
だ

ろ
う
。
③
人
の
生
活
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
が
、
そ
の
変
化
は
②
の
地
形

や
自
然
と
の
整
合
性
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

水
質
の
良
い
地
下
水
の
存
在
に
依
存
す
る
造
り
酒
屋
の
生
業
な
ど
は
わ
か
り
や

す
い
例
で
あ
る
。
社
会
の
技
術
が
い
か
に
進
歩
し
て
も
、
我
々
の
土
地
利
用
が

更
新
さ
れ
る
と
き
に
は
、
防
災
上
の
安
全
性
や
自
然
環
境
と
の
共
生
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
、
我
々
の
土
地
利
用
と
大
地
と
の
適
合
性
の
基
準
で

も
あ
る
。
④
あ
る
場
所
に
お
い
て
①
〜
③
に
大
き
な
変
容
が
起
こ
っ
た
と
し
て

も
、
も
し
新
し
い
社
会
の
場
に
お
い
て
、
か
つ
て
か
ら
の
精
神
文
化
の
本
質
を

記
憶
と
と
も
に
継
承
し
て
、
場
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
破
壊
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、

人
々
が
場
所
の
変
化
を
許
容
し
、
む
し
ろ
積
極
的
に
変
化
に
よ
る
価
値
を
見
出

す
可
能
性
を
見
い
だ
せ
る
。
人
々
が
成
す
べ
き
こ
と
は
活
力
あ
る
社
会
と
環
境

を
次
世
代
に
継
承
す
る
う
え
で
、
ま
ち
そ
の
も
の
の
新
陳
代
謝
の
現
実
を
認
識

し
、
許
容
す
べ
き
変
化
と
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
変
化
を
仕
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。

②
の
地
形
や
自
然
環
境
を
極
力
保
全
す
れ
ば
、
自
ず
と
③
の
そ
こ
に
あ
る
生
活

や
生
業
は
表
面
的
に
は
現
代
風
の
変
容
を
遂
げ
た
と
し
て
も
本
質
は
継
承
さ
れ

う
る
。
①
の
も
の
は
新
陳
代
謝
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
建
造
物
や
道
路
、
オ

ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
姿
や
形
を
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
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ち
の
風
景
は
千
変
万
化
し
て
鑑
賞
の
価
値
は
無
限
に
再
生
産
さ
れ
う
る
。
こ
う

し
た
不
易
流
行
の
視
点
は
救
い
が
た
い
没
場
所
性
の
絶
望
か
ら
現
代
都
市
を
救

う
視
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
向
十
景
の
眺
望
は
現
代
の
台
地
縁
で
は
、
決
定
的
な
変
化
を
と
げ
て
し
ま

っ
た
が
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
台
地
の
斜
面
林
を
②
の
基
準
に
よ
り
保
全
し
、

目
前
に
ひ
ろ
が
る
市
街
地
に
お
い
て
、
変
化
し
続
け
る
建
造
物
の
中
か
ら
特
異

な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
要
素
を
う
ま
く
選
び
出
し
て
時
の
物
語
を
構
成
す
る
。
美
的

価
値
判
断
か
ら
ど
れ
ほ
ど
そ
の
台
地
縁
の
眺
望
が
殺
風
景
で
あ
る
と
批
判
さ
れ

て
も
、
風
土
記
稿
の
記
述
、
日
向
十
景
の
石
碑
の
設
置
以
来
、
見
過
ご
さ
れ
が

ち
な
台
地
縁
の
風
景
に
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
さ

い
た
ま
百
景
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、
少
な
く
と
も
④
の
価
値
が

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
世
界
で
も
唯
一
無
二
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
客
観
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
地
域
の
共
同

主
観
に
よ
る
認
識
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
風
景
は

わ
か
り
や
す
く
共
有
し
や
す
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
手
が
か
り
で
あ
る
。
こ

う
し
た
風
景
認
識
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、R

elph

も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
景
観
は
場
所
の
本
質
を
体
現
し
て
い
る
。」「
芸
術
家
、
写
真
家
、
小
説
家

は
場
所
の
本
質
を
体
現
し
た
一
つ
の
小
さ
な
特
徴
に
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
要
約
す
る
。」
こ
こ
で
い
う
要
約
と
は
興
味
深
い
表
現
で
あ
り
、
本
稿
の
眺

望
解
釈
の
文
脈
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、「
地
形
や
自
然
の
骨
格
、
人
々
の
暮
ら
す

ま
ち
や
生
業
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
時
の
流
れ
を
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
に
一
望
す

る
こ
と
」、
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
妻
有
の
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
で
ア
ー
ト
の

設
置
場
所
が
非
常
に
巧
み
に
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
の
秘
訣
で
も
あ
り
、
日
向
十

景
の
石
碑
が
表
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

注（１
） 

青
木
義
脩
『
浦
和
を
知
る
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
日
向
の
柊
稲
荷
に
は
、「
逆
さ

ひ
い
ら
ぎ
」
の
伝
説
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
台
地
の
縁
に
、
船
を
繋
ぐ
た
め
に
柊

の
杭
を
逆
さ
ま
に
打
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
根
付
い
て
成
長
し
、
大
木
に
な

っ
た
、
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
実
際
は
「
逆
さ
」
は
「
境
（
さ
か
い
）」

か
ら
な
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
は
、
境
内
を
表
す
の
で
は
な
い
か
と

す
る
。
ま
た
当
時
は
、
柊
の
場
所
の
地
上
四
尺
の
と
こ
ろ
に
穴
が
あ
り
、
そ
こ
に

水
が
貯
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
水
は
万
病
に
効
く
神
水
だ
と
し
て
、
遠
く
か
ら
人
々

が
や
っ
て
く
る
、
と
あ
る
。

（
２
） M

. B
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八
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） 

中
村
良
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連
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観
体
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意
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」『 

国

際
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全
学
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誌
』Vol.2, N

o.2, p.59, 1979
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日
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て
い
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り
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今
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人
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日
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村
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ど
と
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て
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く
呼
な
せ
ど
、
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は
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名
な
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宮
の
男
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を
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と
い
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、
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島
の
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下
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は
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と
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村
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の
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寺
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新
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院
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、
上
宮
山
と
號
す
、
本
尊
不
動

を
安
ず
。〕

　
　
　

不
動
堂
〔
日
向
不
動
と
號
す
、
長
福
寺
持
な
り
、
縁
起
の
略
に
云
、
往
古
此

邊
に
一
の
惡
鬼
住
み
て
里
民
を
な
や
ま
し
け
る
に
、
弘
法
大
師
諸
國
遍
歴

の
を
り
か
ら
こ
ゝ
に
來
り
、
民
の
な
げ
く
を
憐
れ
み
て
、
傳
教
大
師
の
作

れ
る
不
動
の
像
を
授
く
、
里
人
是
を
尊
崇
せ
し
よ
り
悉
く
安
隱
を
得
た
り
、

故
に
一
宇
の
草
堂
を
營
み
彼
像
を
安
ぜ
り
、
是
今
の
本
尊
な
り
、
其
後
遙

か
の
星
霜
を
經
て
、
建
久
の
頃
畠
山
重
忠
此
邊
を
領
せ
し
時
、
當
所
に
城

を
築
き
家
臣
眞
嶋
日
向
守
を
し
て
こ
ゝ
に
居
ら
し
め
け
る
に
よ
り
、
則
日

向
守
此
像
を
守
本
尊
と
し
て
尊
敬
せ
り
、
故
に
今
も
日
向
不
動
と
號
す
、

（
略
）〕

塚　

富
士
見
塚
〔
小
名
日
向
に
あ
り
、
古
城
跡
の
續
き
な
る
崖
の
上
な
り
、
こ
ゝ
よ

り
西
に
望
め
ば
、
富
士
及
び
箱
根
・
大
山
・
榛
名
又
御
嶽
・
武
甲
山
等
目

前
に
見
え
て
眺
望
い
と
勝
れ
た
り
、
眼
下
に
は
水
電
打
ち
續
き
た
り
、
土

人
の
話
に
秋
冬
の
頃
天
氣
極
め
て
快
晴
な
る
時
は
、
富
嶽
宛
然
と
し
て
こ

の
水
面
に
う
つ
れ
り
、
尤
た
ま
〻
地
形
に
よ
り
て
向
に
あ
る
物
の
影
の
う

つ
る
こ
と
あ
れ
ど
、
悉
く
逆
に
寫
る
を
常
と
す
れ
ど
こ
ゝ
は
左
に
あ
ら
ず
、

直
ち
に
水
庭
に
あ
る
が
如
く
に
見
ゆ
と
い
へ
り
、〕

舊
跡　

眞
鳥
日
向
守
城
蹟
〔
村
の
北
に
て
丘
の
上
を
云
、
日
向
守
が
こ
と
は
日
向
不

動
の
縁
起
に
見
え
た
り
、
今
こ
の
城
跡
を
眞
鳥
山
と
呼
ぶ
、
廻
に
堀
を
構

へ
し
趾
見
ゆ
、
傍
に
祠
あ
り
、
眞
鳥
稻
荷
と
號
す
、
是
日
向
守
が
靈
を
祀

れ
り
と
、
此
所
も
眺
望
富
士
見
塚
に
同
じ
、
享
保
年
中
鴻
沼
新
開
の
と
き
、

當
所
の
土
を
掘
て
運
漕
し
け
る
に
、
鎧
刀
等
の
錆
朽
た
る
者
或
は
鐵
炮
の

玉
な
ど
出
し
と
い
へ
は
、
後
世
も
人
の
住
せ
し
こ
と
あ
り
し
に
や
、
又
は

砦
な
ど
に
構
へ
し
こ
と
あ
り
し
も
知
べ
か
ら
ず
、
按
に
日
向
守
は
重
忠
と

い
え
へ
ど
其
事
實
を
詳
に
せ
ず
、
さ
れ
ば
遙
に
後
年
の
人
な
る
を
、
此
地
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往
昔
重
忠
が
領
地
な
り
と
傳
へ
た
る
に
よ
り
、
日
向
守
も
其
臣
下
な
り
と

妄
に
い
ひ
起
せ
し
に
あ
ら
ず
や
、
土
人
の
説
に
當
城
の
要
害
堅
固
な
る
こ

と
は
荒
川
の
上
平
方
と
云
所
の
堤
を
切
れ
ば
、
川
越
よ
り
當
所
の
崖
下
ま

で
大
河
と
な
れ
り
と
い
ひ
つ
た
へ
り
、〕

参
考
文
献
書
誌

『
新
編
武
蔵
國
風
土
記
稿
』
原
本
は
一
八
三
○
年
完
成
。
活
字
本
は
、
大
日
本
地
誌
体

系
十
三
巻
本
（
一
九
五
七
年
、
雄
山
閣
）
な
ど
。

さ
い
た
ま
百
景
選
定
市
民
委
員
会
編
『
市
民
が
選
ん
だ　

さ
い
た
ま
百
景
』
さ
き
た

ま
出
版
会
、
二
○
一
○
年

一
関
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
一
関
市
史
』
一
関
市
、
一
九
七
五
〜
一
九
七
八
年


