
風
景
分
析
の
方
法

|
|
下
関
市
長
府
の
構
造
と
本
質
|
|

風
景
は
一
瞬
に
し
て
感
慨
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
感
慨
は
認
識
す
る
我
々

自
身
に
起
因
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
そ
の
風
景
の
本
質
に
根
差
す
も
の
で
も

あ
る
。
小
論
は
、
風
景
を
分
析
し
、
そ
の
風
景
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
方
法

を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
分
析
の
具
体
例
と
し
て
山
口
県
下
関
市

長
府
の
分
析
を
並
行
し
て
進
め
る
が
、
方
法
論
を
軸
と
す
る
為
、
紙
数
の
関
係

上
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
過
程
の
試
行
錯
誤
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
原
則
と
し

て
結
果
の
み
を
記
述
す
る
。

現
象
と
し
て
の
風
景

分
析
は
ま
ず
対
象
の
最
も
基
本
的
な
性
格
、
即
ち
存
在
論
的
、
認
識
論
的
構

造
に
則
し
た
性
格
を
確
認
し
、
そ
の
性
格
に
沿
っ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

展景分析の方法

和
辻
哲
郎
は
、
『
風
土
』
(
一
九
三
五
/
一
九
六
二
)
T
V
に
お
い
て
、
存
在
論

的
、
認
識
的
構
造
に
考
慮
し
て
風
土
を
「
現
象
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
分
析
を

展
開
し
た
。
風
景
も
ま
た
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
和
辻
の
方
法

を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
で
そ
の
こ
と
を
確
認
し
、
小
論
で
展
開
す
る
方
法
論
の

大
枠
を
得
た
い
。

和
辻
は
、
そ
の
方
法
論
の
根
底
で
、
「
志
向
的
関
係
」
と
い
う
概
念
を
確
認
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木

正

見

す
る
(
今
日
の
現
象
学
に
お
い
て
は
「
指
向
」
と
い
う
文
学
を
使
う
の
が
普
通

に
な
っ
て
い
る
。
)
。
先
に
風
景
は
先
ず
感
慨
で
あ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
全
て

の
事
柄
は
、
認
識
さ
れ
て
初
め
て
そ
の
存
在
を
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
て

の
事
柄
は
「
現
象
」
で
あ
る
。
(
こ
れ
は
現
象
学
的
方
法
論
を
貫
く
「
現
象
学

的
還
元
(
何
回

E
r
t
g
)」
の
端
緒
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
対
象
か
ら
、
主
観
を

超
え
た
超
越
的
客
観
的
性
格
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
)
和
辻
の
例
、

「
寒
さ
」
を
と
っ
て
み
る
と
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
ど
こ
か
に
「
寒
さ
」
と
い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
個
人
の
意
識
に
飛
び
こ
ん
で
き
て
初
め
て
「
寒
さ

を
感
じ
る
」
の
で
は
な
く
、
主
観
、
つ
ま
り
認
識
主
体
に
お
い
て
、
「
寒
さ
」

が
成
立
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
指
向
的
関
係
を
考

慮
す
れ
ば
、
事
態
は
か
く
単
純
に
静
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
か
な
る
「
感
じ
」

も
、
感
じ
て
い
る
と
い
う
行
為
な
の
で
あ
り
、
何
か
を
感
じ
な
い
限
り
、
感
じ

て
い
る
と
い
う
行
為
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
「
「
・
・
・
を
感
ず
る
」
こ

と
と
し
て
そ
れ
自
身
す
で
に
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
寒
さ
が
見
い

だ
さ
れ
る
」

2
と
述
べ
ら
れ
る
様
に
、
意
識
の
体
制
と
し
て
、
指
し
示
さ
れ
る

目
的
と
し
て
の
「
客
観
的
寒
さ
」
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
事
柄
は
意
識
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た

も
の
と
い
う
枠
組
み
を
外
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
次
に
「
客
観
性
」
に
つ
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い
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
和
辻
は
こ
れ
ま
で
の
指
向
的
関
係
の
構
図
か
ら
直
接
的
に
舌
守
え
る
こ

と
と
し
て
、
指
向
的
関
係
と
し
て
寒
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
認

識
の
枠
の
な
か
で
勝
手
に
感
じ
て
い
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
我
々
の

認
識
作
用
と
は
お
か
ま
い
な
し
に
超
越
的
意
味
で
の
寒
さ
が
我
々
を
寒
が
ら
せ

る
わ
け
で
も
な
い
と
す
る
。
ま
さ
に
、
関
係
そ
の
も
の
に
お
い
て
我
々
自
身
そ

の
寒
さ
の
中
へ
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
り
方
は
、
存
在
の
真
の

在
り
方
で
あ
り
、
和
辻
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
(
冨
・
同
色
門
戸
高
官
円
)
に
な
ら
っ
て
、

こ
の
指
向
的
在
り
方
を
存
在
の
基
本
的
性
格
と
重
ね
て
、
「
「
外
に
出
て
い
る
」

(Ztmug円
由
)
こ
と
を
、
従
っ
て
志
向
性
を
、
特
徴
と
す
る
。
」

2
と
述
べ
る
。

更
に
和
辻
は
客
観
性
に
つ
い
て
、
現
象
子
の
定
式
通
り
、
共
同
主
観
性
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
付
加
す
る
。
つ
ま
り
、
「
寒
さ
」

と
い
う
言
表
が
誰
に
で
も
適
用
す
る
様
に
、
ま
た
、
各
人
で
寒
さ
の
感
じ
方
が

異
な
る
と
し
て
も
そ
れ
が
比
較
で
き
る
共
通
の
土
俵
と
し
て
「
寒
さ
」
が
あ
る

よ
う
に
、
目
的
論
的
共
通
性
と
し
て
、
つ
ま
り
、
普
遍
性
と
し
て
、
「
寒
さ
」

が
共
同
主
観
の
合
意
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
(
か
く
し
て
方
法

と
し
て
の
現
象
学
還
元
は
完
遂
さ
れ
る
。
)

こ
こ
に
至
っ
て
和
辻
は
、
「
間
柄
」
と
い
う
独
特
の
概
念
を
提
起
す
る
。
こ

の
概
念
は
構
造
的
に
は
共
同
主
観
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
が

寒
さ
を
感
じ
る
と
き
、
ひ
と
は
寒
さ
と
の
関
係
に
お
い
て
個
を
超
え
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
共
同
主
観
的
対
象
と
し
て
の
寒
さ
と
の
関
係
に
お
い
て
在
る
こ

と
で
も
あ
り
、
同
時
に
、
複
数
の
他
我
と
の
関
係
、

て
在
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
「
間
柄
」
に
お
い

か
く
し
て
和
辻
に
と
っ
て
風
土
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
間
柄
と

し
て
の
我
々
自
身
を
発
見
す
る
作
業
に
な
る
。

以
上
の
和
辻
の
現
象
学
的
方
法
論
(
正
確
に
は
後
期
フ
ッ
セ
ル
の
方
法
を
発

展
さ
せ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
方
法
論
)
は
、
小
論
で
取
ろ
う
と
す
る
方
法
と
大

枠
に
於
い
て
一
致
す
る
。
例
え
ば
風
景
に
し
て
も
、
そ
の
本
質
を
考
え
れ
ば
、

風
景
は
主
客
の
関
係
そ
の
も
の
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
、
述

べ
ら
れ
た
意
味
で
の
「
現
象
」
で
あ
る
と
い
う
構
造
的
前
提
に
立
っ
て
考
察
を

開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
風
景
を
こ
の
よ
う
な
「
間
柄
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、

と
り
わ
け
風
景
分
析
に
お
い
て
主
客
関
係
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
風
景
は
確

か
に
一
枚
の
映
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
共
同
主
観
的
な
人
間
の
作
業

が
、
歴
史
的
に
累
積
さ
れ
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
個
々
の
事
件
の
中
に

い
て
は
よ
く
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
共
同
主
観
的
認
識
の
対
象
と
し
て

観
察
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
必
然
の
因
果
に
結
ぼ
れ
て
、
そ
れ
を
目
的
に
し
て
世

界
が
動
い
た
か
の
ご
と
く
、
明
瞭
に
見
え
る
作
業
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
風
景
は

こ
の
共
同
作
業
を
映
し
取
っ
た
鏡
で
あ
る
。
和
辻
は
「
「
風
土
」
に
お
い
て
我
々

自
身
を
、
間
柄
と
し
て
の
我
々
自
身
を
、
見
い
だ
す
」

2
と
述
べ
る
が
、
小
論

で
は
よ
り
厳
密
に
、
「
我
々
は
、
「
風
景
」
に
お
い
て
我
々
自
身
の
歴
史
(
時
空

の
全
て
)
を
見
い
だ
す
。
」
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
常
識
的
に
、
風
景
の
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
端
に
於

い
て
、
歴
史
学
や
地
理
学
そ
し
て
歴
史
地
理
学
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
小

論
で
は
、
積
極
的
に
そ
れ
ら
諸
学
の
考
察
方
法
を
取
り
入
れ
る
が
、
決
定
的
に

違
う
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
学
問
は
、
先
鋭
化
さ
れ
た
独
立
の
学
問

と
し
て
、
独
自
の
成
果
を
有
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
学
者
は
、
対
象
と
す
る

風
景
を
前
に
し
た
だ
け
で
、
筆
者
よ
り
遥
か
に
多
く
の
こ
と
を
そ
の
風
景
か
ら

得
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
に
学
問
の
膨
大
な
経
験
的
知
識
を
前
提
と

し
た
分
析
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
学
聞
が
、



震景分析の方法

そ
の
最
も
根
底
に
確
実
な
存
在
と
し
て
い
る
も
の
は
物
質
的
証
拠
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
歴
史
学
や
地
理
学
、
歴
史
地
理
学
、
ま
た
、
他
の
多
く
の
諸
学
の
重
要

な
前
提
で
あ
る
し
、
そ
の
点
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
学
問
を

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
い
ま
哲
学
的
分
析
と
し
て
風
景
の
本

質
を
探
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
哲
学
と
し
て
の
性
格
上
、
こ
の
物
質
的
前
提

を
も
相
対
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
方
法
の
端
緒
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
勿
論
物
質
的
前
提
を
捨
て
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
極
め
て
信
頼
の
於
け
る
デ
l
タ
と
し
て
そ
の
様
態
を
規

定
し
つ
つ
大
い
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
於
い
て
、

小
論
で
は
諸
学
を
重
要
視
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
風
景
が
ど
っ
と
迫
っ
て
感
慨
に
耽
る
そ
の
心
理
は
物
質
で
は
説
明
出

来
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
感
慨
に
あ
る
種
の
異
和
感
や
テ
l
マ
性
の
よ
う
な
も

の
が
生
じ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
的
意
味
を
指
向
す
る
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
そ
れ
に
物
質
的
裏
付
け
が
あ
れ
ば
、
も
は
や
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
心
理
的
側
面
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
立
体
的
映
像
分

析
の
方
法
と
し
て
今
日
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
箱
庭
療
法

P
E
S
-
a
)

に
お
け
る
分
析
の
手
法
を
用
い
る
。
こ
れ
は
特
に
何
に
限
る
と
い
う
も
の
で
も

な
い
が
、
個
人
の
主
観
的
印
象
に
委
ね
き
る
こ
と
の
危
険
性
に
対
し
て
少
し
で

も
客
観
的
性
格
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

箱
庭
分
析
と
い
う
独
特
の
手
法
で
得
ら
れ
た
象
徴
的
意
味
が
、
先
の
諸
学
の
成

果
と
一
致
す
る
時
、
双
方
の
真
理
性
が
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
本
質

が
見
え
て
く
る
筈
で
あ
る
。

以
上
、
方
法
に
つ
い
て
の
概
略
的
見
通
し
を
述
べ
た
が
、
次
章
か
ら
は
方
法

論
の
検
討
を
試
み
つ
つ
具
体
例
の
分
析
を
行
な
う
。
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分
析
対
象
と
し
て
の
長
府

分
析
に
あ
た
っ
て
ま
ず
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
分
析
対
象
の
設

定
で
あ
る
。
い
ま
、
当
面
の
対
象
は
、
山
口
県
下
関
市
長
府
地
域
で
あ
る
が
、

映
像
と
し
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ど
の
範
囲
に
限
定
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
、
具
体
的
な
風
景
で
あ
る
か
ら
、
出
来
る

だ
け
、
我
々
自
身
が
感
受
性
を
駆
使
で
き
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
、
感
覚
的
デ
ー

タ
を
手
に
入
れ
易
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
今
日
の
風
景
が
有

利
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

と
こ
ろ
が
反
面
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
風
景
と
い
う
現
象
の
本
質
を
探

る
と
い
う
目
的
の
実
質
的
意
味
を
考
慮
す
れ
ば
、
事
態
は
単
純
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
そ
こ
で
「
長
府
」
と
い
う
固
有
名
調
が
、
他
の
地
域
と
は
独
立
の
、
固

有
の
本
質
的
意
味
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
ま
ず
、
分
析
対
象
を
現
在
の
長
府
の
風
景
に
求
め
る
の
は
尚
早
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
長
府
は
、
下
関
市
と
い
う
港
湾
商
業
都
市
の
一
角
に

位
置
す
る
住
宅
地
域
と
し
て
あ
り
、
す
で
に
独
立
し
た
統
合
性
を
失
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
下
関
市
の
中
心
部
か
ら
十
キ
ロ
の
こ
の
地
が
、
名
実
と
も
に
下

関
市
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
昭
和
一
二
年
(
一
九
三
七
)
で
あ
る
が
、

そ
の
主
た
る
理
由
は
、
最
後
の
町
議
会
で
の
原
田
政
佳
町
長
の
演
説
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
財
政
の
窮
乏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
は
そ
れ
以

前
に
経
済
的
基
盤
を
失
い
、
独
立
し
た
町
と
し
て
の
統
合
性
を
失
っ
て
い
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
象
徴
的
事
実
と
し
て
は
、
長
府
と
下
関
市
街
地
を
短
時
間

で
結
ぶ
電
車
軌
道
が
開
通
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
下
関
市
史
・
市
制
施

行
|
終
戦
』
(
下
関
市
役
所
・
昭
和
五
八
年
・
四
三
二
|
三
頁
)
に
よ
る
と
、

昭
和
元
年
長
府
松
原
|
壇
ノ
浦
問
、
昭
和
三
年
松
原
|
鳥
居
前
問
、
昭
和
七
年
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鳥
居
前
長
府
駅
前
問
、
昭
和
一

O
年
壇
ノ
浦
唐
戸
聞
が
開
通
し
た
。
年
間

利
用
者
数
は
昭
和
三
年
に
七
三
万
人
だ
っ
た
の
が
、
昭
和
二
二
年
に
は
四
八

O

万
人
に
急
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
遡
れ
ば
、
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
の

廃
藩
置
県
に
伴
う
長
府
藩
解
体
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
治
的
中
核

と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
時
、
そ
れ
に
代
わ
る
統
合
的
中
軸
を
持
つ
こ
と
が
な

い
ま
ま
、
現
在
の
下
関
市
全
体
と
い
う
広
い
統
合
の
時
代
を
迎
え
た
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
今
日
こ
そ
、
中
央
集
権
的
な
国
策
に
伴
っ
て
昭
和
一
三
年
(
一
九

三
八
)
に
開
業
し
た
神
戸
製
鋼
な
ど
の
産
業
が
あ
る
が
、
も
は
や
そ
れ
は
長
府

の
統
合
性
の
枠
を
越
え
て
、
下
関
と
い
う
市
の
大
き
な
統
合
性
の
一
端
を
担
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
実
に
、
神
戸
製
鋼
の
社
員
が
休
日
に
は
下
関
駅
付
近

で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
歴
史
的
必
然
と
も
言
う
べ
き
こ
の

流
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
日
の
長
府
を
そ
の
ま
ま
分
析
の
対
象
に
す
る
の
は
も

は
や
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、
我
々
が
今
日
感
じ
る
こ
と
が
出
来
、
同
時
に
地
域
と
し
て
の
独
立
性

や
統
合
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
長
府
は
、
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。こ

れ
ま
で
の
考
察
か
ら
そ
れ
は
廃
藩
置
県
以
前
の
、

し
か
も
、

現
在
の
我
々

に
と
っ
て
出
来
る
だ
け
近
い
時
代
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
小
論
の
分
析
の
対
象
と
な
る
長
府
は
、

ま
ず
、

そ
の
時
代
を
幕
末
期
に
設
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、

今
日
の
長
府
を
形
容
す
る
場
合
、

「
城
下

町
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
感
覚
と
も
こ
の
時
代

設
定
は
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

地
理
的
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

(
図
参

照
。
)今

日
、
風
景
的
統
合
性
を
意
識
し
て
長
府
を
鳥
敵
す
れ
ば
、
虚
空
蔵
山
か
ら

凹
王
司
山

・r

f.ti'i/lll/J: 

F 

野
久
間
米
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か
ろ
う
と

逢
坂
を
挟
み
四
王
司
山
へ
と
連
な
る
西
の
山
並
み
、
ま
た
、
唐
植
山
か
ら
黒
門

付
近
の
断
崖
に
至
る
南
の
山
並
み
、
そ
し
て
、
東
の
海
岸
線
と
い
う
三
方
の
境

界
は
容
易
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
天
然
の
境
界
を
縫
う

古
街
道
を
、
あ
る
い
は
旧
山
陽
道
に
沿
っ
て
野
久
留
米
か
ら
功
山
寺
石
段
下
に

入
っ
て
も
、
ま
た
、
長
門
一
の
宮
・
住
吉
神
社
か
ら
長
門
二
の
宮
・
忌
宮
神
社

を
目
指
し
て
逢
坂
を
越
え
て
入
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
に
お
い
て
は
現
在

で
も
人
家
は
疎
ら
で
、
道
は
狭
ま
り
、
山
崖
が
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
北
の
境
界
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

国
道
二
号
線
と

J
R山
陽
本
線
に
沿
っ
て
住
宅
地
が
続
く
北
の
平
野
部
に
つ
い

て
は
今
日
の
風
景
で
決
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
山
口
県
文
書

館
編
『
豊
浦
藩
村
浦
明
細
書
』
に
お
け
る
「
府
町
明
細
書
(
天
明
四
年
(
一
七

八
四
)
改
)
」
に
よ
れ
ば
、
府
町
の
範
囲
を
、
府
町
六
ケ
町
の
金
屋
町
、
中
之

町
、
土
居
之
内
町
、
中
漬
町
、
南
之
町
、
惣
社
町
、
お
よ
び
、
外
町
と
し
て
印

内
町
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
印
内
と
い
う
地
名
は
、
ヨ
F
関
市
史
・

原
始
l
中
世
』
(
下
関
市
役
所
・
昭
和
四

O
年
・
五
四
頁
)
に
よ
れ
ば
、
陰
陽

師
が
居
住
し
て
い
た
所
だ
と
さ
れ
る
。
陰
陽
師
は
古
来
町
外
れ
の
境
界
上
に
住

む
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
長
府
博
物
館
蔵
「
弘
化
三
年
(
一
八
四
六
)
屋
敷
割

図
」
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
印
内
町
ま
で
街
道
の
両
側
に
民
家
が
並
び
、
さ
ら
に

現
在
の
前
八
幡
町
、
八
幡
町
辺
り
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る

と
お
お
む
ね
そ
の
辺
り
ま
で
を
分
析
す
べ
き
風
景
の
境
界
と
考
え
て
よ
い
。
ま

た
、
こ
れ
は
長
府
に
古
く
か
ら
住
む
人
々
の
感
覚
的
印
象
に
つ
い
て
の
聞
き
取

り
と
も
一
致
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
風
景
は
あ
く
ま
で
当
面
感
覚
的
映
像
で
し
か
な
い
。
社
会
的

経
済
的
諸
関
係
を
考
え
れ
ば
実
は
こ
の
風
景
と
そ
の
外
と
の
聞
に
は
、
複
雑
な

関
係
が
潜
在
し
、
そ
の
こ
と
を
考
察
す
る
可
能
性
だ
け
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
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な
ら
な
い
。

現
象
と
し
て
の
長
府

こ
れ
よ
り
長
府
の
分
析
に
入
る
が
、
ま
ず
、
対
象
と
し
て
の
長
府
が
現
象
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

対
象
を
現
象
学
的
還
元
の
姐
に
載
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
和
辻
の
方
法
論
に

見
ら
れ
た
様
に
現
象
学
的
還
元
は
そ
の
端
緒
に
於
い
て
、
事
柄
の
全
て
つ
ま
り

存
在
様
態
の
全
て
に
対
し
て
知
何
な
る
超
越
的
性
格
(
認
識
を
越
え
た
絶
対
性
ν

を
も
剥
奪
し
、
更
に
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
主
客
の
、
関
係
そ
の
も
の
に
お
い

て
(
そ
れ
も
共
同
主
観
の
対
象
と
し
て
の
)
、
客
観
的
本
質
を
露
わ
に
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
の
最
初
の
手
掛
か
り
が
、
超
越
的
性
格
を
排
し
た
感

覚
的
デ
l
タ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

小
論
で
は
こ
の
感
覚
的
デ
l
タ
の
手
掛
か
り
を
、
箱
庭
療
法
に
お
け
る
分
析

方
法
に
得
る
。
箱
庭
療
法
の
沿
革
等
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
述
べ
た
の

で

S
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
勿
論
、
こ
こ
で
選
択
す
る
前
提
的
方
法
に
つ
い

て
は
、
感
覚
的
デ
l
タ
を
得
る
手
段
で
あ
る
か
ら
、
既
述
の
現
象
学
的
思
考
に

則
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
で
も
よ
い
。
今
日
、
各
地
で
町
並
み
保

存
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
種
々
の
美
的
感
覚
を
表

現
す
る
理
論
(
例
え
ば
町
並
み
の
デ
ザ
イ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
を
構
成
す
る
諸
理

論

S
や
修
景
の
方
法

(
E
E
2
8
z
m
)
3
を
構
成
す
る
諸
理
論
な
ど
)
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
の
有
効
な
前
提
的
方
法
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
前
提
的
方
法
に
は
或
る
安
定
的
統
合
の
(
多
く
の
場
合
、

美
的
統
合
を
伴
う
)
典
型
が
存
在
す
る
。
箱
庭
表
現
の
場
合
そ
れ
は
精
神
的
安

定
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
統
合
や
安
定
に
は
二
種
類
あ
る
。
そ

の
第
一
は
、
文
字
通
り
の
安
定
、
静
的
統
合
で
あ
る
。
箱
庭
表
現
の
場
合
こ
の
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静
的
表
現
は
し
ば
し
ば
ユ
ン
グ
に
従
っ
て
「
マ
ン
ダ
ラ
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
ユ
ン
グ
の
マ
ン
ダ
ラ
が
「
4
」
の
数
を
基
調
と
し
た
四
方
へ
の
展
開
を

特
に
重
視
し
た
き
の
に
対
し
て
、
筆
者
が
観
察
し
て
き
た
多
く
の
箱
庭
表
現

に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
日
本
庭
園
の
よ
う
な
安
定
的
落
ち
着
き
が
表
現
さ
れ

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
現
実
の
風
景
に
お
い
て
も
、
幾
何
学
的

な
展
開
よ
り
は
む
し
ろ
日
本
庭
園
風
と
で
も
言
う
よ
う
な
自
然
な
落
ち
着
き
を

見
掛
け
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
統
合
や
安
定
に
は
、
第
二
の
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
は
動
的
安
定
、
動
的
統
合
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
箱
庭
表
現
に
し
ろ
、

現
実
の
表
現
に
し
ろ
、
本
来
は
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
絶
え
ざ
る
動
き
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
動
き
な
が
ら
も
安
定
し
、
統
合
す
る
こ
と
、
そ
れ
は

明
確
な
テ
1
マ
を
持
つ
場
合
で
あ
る
。
箱
庭
表
現
に
お
け
る
テ
l
マ
と
類
比
を

為
す
よ
う
に
、
風
景
に
も
、
多
く
の
場
r
A

ロ
町
一
全
体
の
機
能
と
し
て
現
わ
れ
る
テ
ー

マ
が
あ
る
。
そ
れ
は
風
景
の
本
質
で
あ
る
。

ま
た
、
現
象
と
し
て
の
風
景
と
な
れ
ば
、
単
に
映
像
に
固
執
す
る
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
後
に
神
秘
的
存
在
に
触
れ
る
よ
う
に
、
精
神
的
文
化
的
統
合
や
安

定
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

箱
庭
表
現
に
し
ろ
、
風
景
に
し
ろ
、
分
析
は
こ
れ
ら
数
種
の
安
定
的
、
統
合

的
映
像
の
典
型
と
の
比
較
を
意
識
し
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
考

察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
典
型
と
の
ず
れ
に
こ
そ
、
生
き
生
き
し
た
風

景
の
本
質
的
諸
相
が
示
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
設
定
し
た
分
析
対
象
と
し
て
の
長
府
を
架
空
の
映
像
と
し

て
の
み
認
識
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
古
地
図
で
あ

る
。
今
日
我
々
が
手
軽
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
長
府
の
古
地
図
は
、
鎌
倉
時
代

の
も
の
と
さ
れ
る
『
思
宮
古
図
』
(
忌
宮
神
社
蔵
)
を
始
め
、
今
日
で
は
長
府

博
物
館
に
管
理
さ
れ
て
い
る
「
承
応
三
年
(
一
六
五
四
)
頃
の
図
」
(
毛
利
家

蔵
)
、
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
頃
の
図
」
(
毛
利
家
蔵
)
、
「
弘
化
三
年
(
一
八

四
六
)
屋
敷
割
図
」
(
長
府
博
物
館
蔵
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
新
し

い
「
弘
化
三
年
屋
敷
割
図
」
が
、
先
の
設
定
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
当
面
こ
の
古
地
図
を
参
考
に
分
析
を
進
め
る
。

分
析
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
ま
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
風
景

を
ど
の
方
向
か
ら
見
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
面
、
町

で
暮
ら
す
人
々
が
み
ず
か
ら
の
生
活
空
間
を
地
形
的
に
ど
の
方
向
に
お
い
て
捉

え
、
ど
の
方
向
に
捉
え
れ
ば
落
ち
着
く
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
長
府
の
よ
う
に
山
と
海
に
挟
ま
れ
た
地
形
の
場
合
、
特
別
の
意
図
が
無

い
限
り
、
例
え
ば
多
く
の
浮
世
絵
に
見
ら
れ
る
様
に
す

v

、
山
を
上
に
、
海
を

下
に
見
る
の
が
一
番
落
ち
着
く
。
長
府
に
住
む
人
々
か
ら
の
聞
き
取
り
も
す
べ

て
そ
の
回
答
を
得
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
府
の
風
景
は
、
「
弘
化
三
年
屋
敷

割
図
」
の
方
向
通
り
、
西
の
山
を
上
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
長
府
の
映
像
は
、
箱
庭
表
現
と
し
て
見
る
場
合
、

穏
や
か
な
心
理
的
落
ち
着
き
を
示
す
地
形
構
造
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
箱
庭
表

現
に
お
け
る
上
下
左
右
の
構
造
的
意
味
と
、
山
、
海
、
町
の
象
徴
的
意
味
に
着

目
す
れ
ば
次
の
こ
と
が
一
言
え
る
。
意
識
性
の
強
い
上
(
西
)
の
連
山
が
、
可
能

性
を
秘
め
た
豊
か
さ
の
自
覚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
意
識
性
の
強
い
下
(
東
)

の
海
が
豊
か
な
無
意
識
的
可
能
性
を
意
味
し
、
双
方
で
中
心
部
の
町
並
み
(
意

識
的
生
活
)
の
豊
か
な
可
能
性
を
保
証
し
て
い
る
。
実
際
に
、
西
の
連
山
の
彼

方
に
は
、
前
縄
文
文
化
か
ら
連
綿
と
、
先
進
的
な
朝
鮮
半
島
の
文
化
と
密
接
な

関
係
を
も
っ
た
北
浦
地
域
が
広
が
り
、
し
か
も
古
く
は
入
り
江
が
山
裏
す
ぐ
近

く
ま
で
迫
っ
て
お
り
、
渡
来
文
化
は
逢
坂
を
越
え
て
長
府
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。

逢
坂
を
挟
ん
で
、
こ
ち
ら
側
に
は
長
門
二
の
宮
・
忌
宮
神
社
、
あ
ち
ら
側
に
は

長
門
一
の
宮
・
住
吉
神
社
が
在
り
、
両
社
は
例
え
ば
『
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)



風景分析の方法

八
月
一
四
日
付
け
長
門
国
一
二
両
社
祭
式
定
』
(
忌
宮
神
社
蔵

3
)
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
古
来
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
心
理
的
に
は

連
山
の
彼
方
の
可
能
性
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
東
の
海
に
関
し
て
は
、

豊
か
で
穏
や
か
な
瀬
戸
内
海
と
、
そ
こ
を
基
点
と
し
て
未
知
の
国
へ
と
心
聞
く

広
が
り
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
意
識
性
の
強
い
左
(
南
)

で
あ
る
が
、
東
の
海
と
同
様
、
唐
植
山
が
豊
か
な
無
意
識
的
可
能
性
や
神
秘
性

を
意
味
す
る
。

な
お
象
徴
と
し
て
の
山
海
い
ず
れ
も
、
抽
象
的
な
豊
か
さ
や
可
能
性
を
意
味

し
、
箱
庭
表
現
に
お
い
て
も
、
現
実
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
神
秘
的
な
意
味
合

い
を
持
つ
。
例
え
ば
「
弘
化
三
年
屋
敷
割
図
」
に
よ
れ
ば
、
南
の
唐
植
山
の
小

高
い
山
裾
に
沿
っ
て
、
日
頼
寺
(
現
存
、
始
め
天
台
宗
極
楽
寺
。
慶
長
年
間
長

府
初
代
藩
主
毛
利
秀
元
が
臨
済
宗
に
改
宗
、
祖
父
元
就
の
法
号
に
ち
な
み
日
頼

寺
と
称
す
る
。
明
治
初
期
廃
仏
棄
釈
で
廃
寺
。
昭
和
初
期
再
興
。
)
、
笑
山
寺

(
現
存
・
元
和
年
間
毛
利
秀
元
が
開
基
。
曹
調
宗
。
承
応
元
年
(
一
六
五
二
)

秀
元
の
父
元
清
の
霊
位
に
ち
な
み
笑
山
寺
と
称
す
る
。
)
な
ど
が
描
か
れ
る
。

ま
た
、
西
の
連
山
の
山
中
に
は
、
金
毘
羅
社
、
愛
宕
社
、
山
王
社
な
ど
が
点
在
、

山
裾
高
台
に
は
、
功
山
寺
(
現
存
・
始
め
臨
済
宗
長
福
寺
。
正
慶
二
年
(
一
三

三
三
)
後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
を
受
け
た
記
録
あ
り
。
毛
利
秀
元
が
曹
洞
宗
に
改

宗
。
慶
安
三
年
(
一
六
五

O
)
秀
元
の
霊
位
を
安
置
、
法
号
に
ち
な
み
功
山
寺

と
称
す
。
)
、
修
禅
寺
、
覚
苑
寺
(
現
存
・
元
禄
二
年
(
一
六
九
八
)
藩
主
綱

元
が
開
基
。
黄
葉
宗
。
)
な
ど
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
山
に
近
い
社
寺
は
、

旧
街
道
沿
い
に
中
の
町
に
現
存
す
る
立
善
寺
(
天
文
二
年
(
一
五
三
三
)
創
建
、

浄
土
真
宗
。
)
、
本
覚
寺
(
始
め
土
肥
山
麓
に
あ
り
称
名
寺
と
称
す
。
文
亀
元
年

(
一
五

O
一
)
現
在
地
に
再
興
、
改
称
。
浄
土
宗
。
)
、
正
円
寺
(
文
亀
年
間
創

建
。
始
め
真
言
宗
。
現
在
は
浄
土
真
宗
。
)
や
、
金
屋
町
に
現
存
す
る
徳
応
寺
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(
元
亀
年
間
に
加
賀
国
よ
り
移
転
再
建
。
浄
土
真
宗
。
)
、
大
乗
寺
(
開
基
は
毛

利
秀
元
。
元
和
三
年
(
一
六
一
七
)
、
秀
元
の
弟
宮
吉
丸
の
霊
位
を
安
置
、
そ

の
法
名
に
ち
な
み
浄
巌
寺
と
称
す
。
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
改
称
。
浄
土

宗
。
)
、
法
華
寺
(
元
和
元
年
(
一
六
一
五
)
諦
玄
寺
と
し
て
再
興
、
の
ち
改
称
。

法
華
宗
。
)
な
ど
の
よ
う
に
人
々
の
生
活
と
密
着
し
た
身
近
な
信
仰
の
対
象
と

は
性
格
を
異
に
し
て
神
秘
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
山
中

に
神
秘
性
を
求
め
た
禅
宗
寺
院
が
多
く
、
町
な
か
に
は
日
常
的
な
浄
土
信
仰
寺

院
が
多
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
東
の
海
中
に
は
、
忌
宮
神
社

の
飛
境
内
と
し
て
古
来
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
満
珠
子
珠
の
二
島
が
在
る
。
箱
庭

表
現
で
も
海
の
神
聖
感
や
豊
か
な
可
能
性
を
表
現
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
ガ
ラ

ス
玉
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
右
(
北
)
の
最
も
意
識
的
な
領
野
が
聞
け
て
い
る
の
は
、

こ
の
町
全
体
の
意
識
が
、
右
(
北
)
に
強
く
向
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

旧
山
陽
道
は
唐
植
山
の
西
を
掠
め
、
長
府
の
町
中
で
屈
曲
し
、
や
が
て
は
海
岸

に
そ
っ
て
北
へ
と
伸
び
る
が
、
箱
庭
分
析
の
常
識
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
地
形
か

ら
だ
け
で
も
、
長
府
の
人
々
の
無
意
識
の
底
に
、
山
陽
道
を
北
に
向
か
う
こ
と

こ
そ
が
意
識
的
発
展
で
あ
り
、
南
に
向
か
う
の
は
、
無
意
識
へ
と
退
行
す
る
こ

と
だ
と
い
う
構
図
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
長
府
に

長
く
培
わ
れ
て
き
た
独
特
の
中
央
志
向
的
風
潮
と
も
関
り
の
あ
る
こ
と
だ
と
い

え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
地
形
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
左
下
(
南
東
)
に
向
か
っ
て
突

き
出
し
て
い
る
岬
(
串
崎
・
櫛
崎
、
現
在
は
宮
崎
)
で
あ
る
。
箱
庭
表
現
に
お

い
て
は
本
来
最
も
無
意
識
的
な
意
味
合
い
の
強
い
こ
の
領
野
に
、
切
り
立
っ
た

断
崖
に
よ
っ
て
固
ま
れ
、
海
岸
部
の
埋
め
立
て
が
進
ん
だ
今
日
で
さ
え
残
さ
れ

て
往
時
の
ま
ま
の
岩
礁
を
残
す
よ
う
な
際
立
っ
た
岬
が
突
き
出
し
て
い
る
こ
と
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は
、
風
景
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。
箱
庭
表
現
に
お
い
て
こ
の
位
置
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
地
形
は
、
常
時
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
無
意

識
の
可
能
性
や
豊
か
さ
、
神
秘
性
に
対
す
る
積
極
的
な
意
味
を
表
わ
す
。
す
な

わ
ち
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
岬
の
上
に
は
、
古
く
か
ら
の
変
遺
を
経
た
豊

功
神
社
(
は
じ
め
櫛
崎
八
幡
宮
の
鎮
座
地
、
慶
長
七
年
三
六

O
二
)
毛
利
秀

元
が
こ
の
地
に
城
を
構
え
る
に
当
た
っ
て
毛
利
家
の
守
護
神
宮
崎
八
幡
を
勧
請

し
て
中
殿
と
し
、
左
に
櫛
崎
八
幡
、
右
に
高
良
大
明
神
を
合
杷
し
、
宮
崎
八
幡

宮
と
称
す
る
。
さ
ら
に
二
代
光
広
の
時
、
松
崎
八
幡
と
改
称
。
明
治
一

O
年

(
一
八
七
七
)
秀
元
の
霊
嗣
に
与
え
ら
れ
た
称
号
、
豊
功
大
明
神
を
把
っ
た
豊

功
神
社
が
出
来
、
大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
こ
の
地
に
お
い
て
松
崎
八
幡
を
合

併
し
た
。
)
が
在
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ク
テ
イ
カ
ル
な
意
志
の
象
徴
と
し
て
は
古

く
は
、
稲
村
平
六
が
天
慶
三
年
(
九
四

O
)
に
入
っ
た
長
府
城
が
こ
れ
に
当
た

る
と
あ
り
(
明
治
四
二
年
発
行
『
長
門
長
府
史
料
』

g)、
更
に
櫛
崎
城
(
雄

山
城
)
が
永
様
一
二
年
(
一
五
六
九
)
に
内
藤
隆
春
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
こ
と

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
地
が
そ
の
後
、
毛
利
家
に
よ
る
長
府
藩
城

屋
敷
(
城
館
)
の
地
と
し
て
幕
末
ま
で
継
続
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

以
上
が
、
長
府
の
お
お
ま
か
な
地
形
に
対
す
る
箱
庭
表
現
と
し
て
の
分
析
で

あ
る
が
、
風
景
の
本
質
は
そ
の
地
形
の
上
に
立
体
的
に
重
な
る
建
造
物
や
町
並

み
と
し
て
具
体
的
な
テ
l
マ
と
し
て
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

風
景
と
し
て
の
長
府
の
本
質

対
象
と
し
て
の
長
府
の
風
景
を
鳥
撒
し
、
そ
れ
を
箱
庭
分
析
の
視
点
か
ら
考

察
す
る
際
、
全
体
の
テ
l
マ
を
象
徴
す
る
事
柄
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
単
独
の
目
立
つ
事
柄
と
し
て
表
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、

四

全
体
の
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必
然
的
に
(
力
動
的
関
係
に
お
い
て
)
目

を
引
く
様
態
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
テ
l
マ
を
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
感
覚
的
に
は
と
り
あ
え
ず

す
べ
て
の
前
提
を
去
る
つ
も
り
で
虚
心
坦
懐
に
な
っ
て
(
現
象
学
的
還
元
)
、

対
象
の
全
体
に
お
い
て
異
和
感
を
感
じ
る
場
所
を
捜
せ
ば
よ
い
。
そ
こ
は
、
少

な
く
と
も
典
型
と
は
異
な
る
個
所
で
あ
り
、
対
象
の
対
象
ら
し
さ
の
手
掛
か
り

を
具
現
す
る
個
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
長
府
に
お
い
て
そ

れ
は
ま
ず
、
串
崎
と
い
う
岬
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
風
景
と
し
て
の
長
府
の
本

質
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
、
こ
の
串
崎
か
ら
開
始
す
る
。

串
崎
が
感
覚
的
に
異
和
感
を
与
え
る
の
は
、
先
に
お
お
ま
か
に
述
べ
た
風
景

の
中
で
、
文
字
ど
お
り
突
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
歴
史
的
事
実
に
お
い
て
も
そ
の
突
出
感
を
意
識
し
な
が
ら
、
城
や
神

社
の
在
処
と
し
て
き
た
。
城
に
関
し
て
は
、
無
意
識
的
心
理
の
素
直
な
投
影
た

る
神
社
と
は
異
な
り
、
と
り
わ
け
当
初
の
櫛
崎
城
は
実
践
的
理
由
か
ら
も
こ
の

場
所
に
設
定
さ
れ
た
。
内
藤
隆
春
の
築
城
時
は
城
郭
史
を
紐
解
け
ば
歴
然
と
す

る
よ
う
に
単
な
る
要
害
(
多
く
は
山
城
)
で
あ
っ
た
鎌
倉
室
町
期
の
城
か
ら
、

城
下
町
を
伴
っ
た
平
城
、
も
し
く
は
平
山
城
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
た
。
た
し
か

に
こ
の
地
形
は
一
方
に
要
害
と
し
て
の
用
を
為
し
、
ま
た
他
方
に
町
と
の
至
近

感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
紛
れ
も
な
く
プ
ラ
ク
テ
イ
カ

ル
な
意
志
、
そ
れ
も
未
知
の
可
能
性
の
一
要
因
た
る
敵
の
襲
来
に
備
え
る
と
い

う
意
志
の
象
徴
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
神
秘
的
意
味
を
持
つ
場
所
に
設
け
る
こ

と
で
、
心
理
的
威
圧
感
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
入
府
し
た
毛
利
秀

元
の
居
城
を
「
東
南
は
数
十
丈
の
岸
高
く
、
羊
腸
た
る
岩
路
青
苔
露
滑
に
し
て
、

岸
下
の
石
磯
白
浪
常
に
雪
を
巻
き
」
と
『
豊
府
志
略
』
に
記
さ
れ
る
通
り
で
あ

る。



こ
の
秀
元
入
府
三
六

O
二
)
以
来
、
秀
元
が
、
多
く
の
寺
の
宗
旨
を
変
え

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
積
極
的
に
城
下
町
の
建
設
を
遂
行
し
た
の

を
端
緒
と
し
て
、
長
府
は
小
論
の
分
析
対
象
と
し
て
の
町
の
姿
を
整
え
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
の
後
元
和
元
年
(
一
六
一
五
)
の
「
一
国
一
城
令
」
に
よ
っ
て

城
は
、
城
屋
敷
と
な
り
は
し
た
も
の
の
、
場
所
は
ほ
ぼ
同
じ
串
崎
の
地
で
幕
末

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

風景分析の方法

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
歴
史
を
考
慮
し
て
長
府
の
風
景
を
観
察
し
て
も
、
拭
い

き
れ
な
い
異
和
感
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
映
像
的
な
城
と
城
下
町
と
の
位
置

関
係
に
あ
る
。
映
像
分
析
に
お
い
て
「
城
」
は
、
意
識
無
意
識
を
含
め
た
絶
対

的
意
味
で
の
全
体
の
中
核
、
真
の
価
値
観
の
あ
り
か
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
。

城
下
町
の
中
核
と
し
て
の
城
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
城
が
全
体
と
有
機
的
関
係
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

ど
こ
に
あ
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
串
崎
の
位
置
と
し
て
は
、
箱
庭
の
中
で

も
最
も
無
意
識
的
要
因
の
強
い
場
所
に
あ
る
訳
で
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
真

の
中
核
と
し
て
の
意
味
に
合
致
す
る
と
も
い
え
る
が
、
先
に
述
べ
た
比
較
的
穏

や
か
な
地
形
の
中
で
、
た
だ
ひ
と
つ
突
出
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
町
全
体
と
の

有
機
的
関
係
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
江
戸
城
、
松
江
城

と
い
っ
た
平
城
や
平
山
城
が
、
城
の
回
り
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
町
を
発
展
さ
せ
た

の
に
比
べ
れ
ば
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
ま
た
平
戸
城
の
よ
う
に
海
崖
上

に
築
か
れ
で
も
、
入
江
を
隔
て
て
城
を
囲
む
よ
う
に
城
下
町
が
発
達
す
る
例
さ

え
あ
る
(
『
平
戸
城
下
町
』
平
戸
市
文
化
協
会
・
昭
和
六
二
年
)
。
長
府
の
場

合
は
城
が
突
出
し
孤
立
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
城
の
南
の
海
岸
線
は
山
に

阻
ま
れ
た
袋
小
路
で
さ
え
あ
る
。
城
下
町
長
府
の
中
心
と
し
て
の
城
が
こ
の
位

置
で
定
着
し
た
こ
と
に
は
、
旧
域
社
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
狭
い
城
下
を

も
っ
た
支
藩
で
あ
っ
た
為
交
流
が
た
易
か
っ
た
等
の
現
実
的
理
由
を
筆
頭
に
あ

107 

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
さ
ら
に
、
小
論
で
分
析
す
る
場
合
に
常
に
考

慮
に
入
れ
る
共
同
主
観
的
心
理
構
造
か
ら
も
理
由
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
町
全
体
(
藩
主
か
ら
一
般
住
民
に
至
る
す
べ
て
)
の
共

同
主
観
に
お
い
て
、
現
実
生
活
の
政
治
的
中
心
と
し
て
の
自
覚
は
当
然
城
に
あ

り
、
藩
主
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
強
く
保
た
れ
た
と
し
て
も
、
意
識
無
意
識
の

全
体
に
と
っ
て
は
、
何
か
他
の
存
在
が
中
核
に
在
り
、
そ
れ
が
無
意
識
的
に
作

用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

箱
庭
分
析
に
於
い
て
、
単
な
る
感
覚
に
頼
る
よ
り
も
有
効
な
点
と
し
て
、
箱

内
の
領
野
と
象
徴
と
の
関
係
を
論
理
的
に
確
認
出
来
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
テ
ー
マ
の
問
題
が
あ
る
。
丁
度
手
を
延
ば
し
て
一
番
手
近

な
中
心
部
に
、
テ
ー
マ
が
表
現
さ
れ
易
い
。
勿
論
、
中
心
部
に
置
か
れ
た
何
か

が
、
テ
ー
マ
を
象
徴
し
て
い
る
と
断
定
す
る
為
に
は
、
全
体
の
構
造
と
の
関
係

で
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
心
に
置
か
れ
る
も
の
全
て
が
テ
l
マ
と
関

係
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
。

い
み
の
み
ゃ

い
ま
対
象
と
し
て
の
長
府
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
は
忌
宮
神
社
が
あ

た
ら
し
な
か
っ
ひ
こ
の

る
。
忌
宮
神
社
の
歴
史
は
記
紀
に
遡
る
。
『
古
事
記
』
中
巻
に
は
「
帯
中
日
子

す

め

ら

み

と

と

ど

ま

た

か

し

ひ

の

し

ろ

天
皇
、
穴
門
の
豊
浦
宮
、
及
筑
紫
の
詞
志
比
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治

し
め
し
き
。
」

g
と
あ
り
、
ま
た
、
『
日
本
書
記
』
(
巻
第
八
)
に
は
、
同
じ
く

仲
哀
天
皇
が
こ
の
地
に
豊
浦
宮
を
興
し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
が
、
忌
宮
神
社
が

そ
の
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
仲
哀
天
皇
は
西
行
の
途
中
、
福
岡
市
香
椎

付
近
で
急
逝
し
、
そ
の
後
の
戦
い
は
神
功
皇
后
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
と
い

う
記
紀
の
内
容
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
仲
哀
天
皇
の
な

き
が
ら
を
か
り
に
埋
葬
し
た
と
さ
れ
る
塚
(
積
数
地
)
が
、
日
頼
寺
の
境
内
、

背
後
の
山
上
に
今
日
も
杷
ら
れ
て
あ
り
、
忌
宮
神
社
の
正
面
は
こ
の
塚
に
向
け

ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
神
社
の
由
来
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
が
、
記
紀
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の
記
述
に
基
づ
け
ば
一
世
紀
頃
、
ま
た
仲
哀
天
皇
、
神
功
皇
后
を
歴
史
的
実
在

と
想
定
す
れ
ば
考
古
学
的
資
料
と
の
類
比
か
ら
四
世
紀
頃
に
そ
の
端
緒
が
推
定

さ
れ
、
八
世
紀
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
三
代
実

録
』
に
は
明
確
に
、
貞
観
一
五
年
(
八
七
三
)
に
従
五
位
上
を
授
与
さ
れ
た
旨

の
記
述
が
あ
る
。

で
は
、
こ
の
神
社
は
町
全
体
と
ど
の
よ
う
な
有
機
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
風
景
と
し
て
見
た
場
合
、
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

そ
の
第
一
は
、
こ
の
神
社
の
場
所
が
、
南
北
に
連
な
る
旧
山
陽
道
が
鍵
型
に
曲

が
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
西
の
連
山
か
ら
逢
坂
を
越
え
て
入
っ
て
来
る
古
道

と
、
旧
山
陽
道
と
の
交
点
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
第
二
は
、
神

社
の
東
を
中
心
と
し
て
、
旧
山
陽
道
や
そ
れ
に
交
わ
る
小
路
は
先
の
古
地
図
に

お
い
て
も
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
も
際
立
っ
た
商
業
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
(
古
地
図
は
武
家
の
屋
敷
割
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
地
域
に
特
に
白

抜
き
も
し
く
は
べ
た
塗
り
が
明
瞭
で
あ
る
。
)
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
古
来
、
忌

宮
神
社
が
町
の
住
民
と
物
心
両
面
に
百
一
っ
て
有
機
的
関
係
を
保
っ
て
き
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
更
に
今
日
、
も
は
や
城
屋
敷
は
、
国
道
用
地
や
高
校
敷
地
と
し

す

て
そ
の
影
を
失
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
忌
宮
神
社
は
数
方
庭
(
八
月
七
日
か

い
み

ら
一
三
日
)
や
、
御
斎
祭
(
一
二
月
七
日
か
ら
一
五
日
)
な
ど
の
神
事
を
古
式

に
従
っ
て
行
な
う
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
遂
行
は
町
全
体
の
共
同
主
観
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
し
、
聞
き
取
り
も
同
一
の
結
果
を

得
た
。
こ
れ
は
今
日
に
ま
で
至
る
無
意
味
的
深
み
に
お
け
る
精
神
的
な
連
闘
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
風
景
と
し
て
の
長
府
の
本
質
に
忌
宮
神
社
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
風
景
分
析
の
立
場
か

ら
ひ
と
つ
の
考
察
を
付
加
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
忌
宮
神
社
と

地
形
と
の
関
係
に
お
け
る
た
だ
ひ
と
つ
の
異
和
感
の
問
題
で
あ
る
。

忌
宮
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
典
型
的
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、

神
社
の
正
面
方
向
を
観
察
す
る
と
先
に
述
べ
た
地
形
的
落
ち
着
き
に
そ
ぐ
わ
な

い
南
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
列
記
し
た
山
中
や
街
道
沿
い

の
社
寺
が
、
自
然
的
風
景
や
実
用
性
に
従
っ
て
、
聞
け
た
海
側
(
東
)
を
向
い

て
い
た
り
、
街
道
側
を
向
い
て
い
た
り
す
る
の
に
対
し
て
不
自
然
な
印
象
を
与

え
る
。一

般
に
共
同
主
観
的
典
型
に
反
す
る
場
合
に
は
、
特
定
の
事
情
や
特
定
の
思

想
の
存
在
を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
忌
宮
神
社
の
特
定
の
背
景
と
は
な
ん

で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
の
対
象
で
あ
る
か
ら
推
定
す
べ
き
は
特
定
の
思
想
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
い
当
る
の
が
神
社
の
成
立
伝
承
で
あ
る
。
伝
承
は
物
理
的
事
実
で
は

無
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
の
真
実
を
言
い
当
て
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
記
紀
に
そ
の
起
源
が
明

瞭
に
記
さ
れ
、
忌
宮
神
社
の
よ
う
に
そ
れ
が
と
り
わ
け
強
く
天
皇
に
関
わ
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
記
紀
を
貫
く
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
方

位
と
の
関
係
で
言
え
ば
そ
れ
は
記
紀
に
示
さ
れ
る
太
場
信
仰
で
あ
り
、
日
の
出

か
ら
日
の
入
り
ま
で
を
見
守
る
こ
と
の
で
き
る
南
面
の
思
想
で
あ
る
。

新
天
皇
の
即
位
直
後
の
新
嘗
祭
で
あ
り
、
即
位
式
の
意
味
を
も
持
つ
大
嘗
祭

の
建
築
は
、
祭
の
度
に
臨
時
に
建
設
さ
れ
る
と
い
う
性
格
上
、
古
来
そ
の
方
式

が
数
多
い
文
献
資
料
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
研
究
の
助
け
と
な
る
が
、
正

殿
を
始
め
と
す
る
建
築
群
が
南
を
正
面
と
す
る
こ
と
は
常
識
で
あ
る

3
0

天
皇
を
中
心
と
し
た
勢
力
が
、
ど
の
よ
う
な
経
韓
で
太
陽
を
奉
る
こ
と
に
な
っ

た
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
弥
生

式
文
化
の
基
底
を
形
作
っ
た
稲
作
に
そ
の
起
源
の
一
端
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

は
極
め
て
優
位
な
実
践
制
を
持
ち
、
そ
の
後
、
仏
教
伝
来
な
ど
に
つ
づ
い
た
七



世
紀
の
華
々
し
い
中
国
文
化
の
移
入
期
に
、
他
の
様
々
な
思
想
と
揮
然
一
体
と

な
っ
て
よ
り
具
体
的
な
姿
を
と
っ
て
(
例
え
ば
、
都
市
作
り
の
思
想
日
後
述
)

そ
れ
が
強
化
さ
れ
、
定
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
推
量
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
は
律
令
制
度
の
全
国

的
波
及
と
と
も
に
、
全
国
に
形
式
的
に
も
定
着
し
て
い
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
、
敏
達
天
皇
六
年
二
月
に
全
国
的
規
模
に
お
い
て
、
日
記
部
が
お
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
(
巻
第
二

O
)
し
、
そ
れ
以
前
に

録
制
白
書

は
日
置
部
が
大
和
や
西
日
本
各
地
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
意
味
合

い
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
統
合
と
い
う
現
実
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

風景分析の方法

さ
て
、
長
府
の
歴
史
に
関
し
て
言
え
ば
、
中
央
集
権
的
国
家
体
制
(
錯
広
一
揃
)

は
も
っ
と
も
具
体
的
に
表
現
さ
れ
た
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
大
化
二
年

(
六
四
六
)
、
穴
土
・
阿
武
の
地
を
合
わ
せ
長
門
国
と
し
、
国
府
を
豊
浦
に
定
め

た
の
で
あ
る
。
長
門
の
国
府
で
あ
る
か
ら
長
府
と
呼
ば
れ
は
じ
め
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
全
国
の
国
府
は
原
則
的
に
南
面
を
旨
と
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
国
府
が
中
国
の
都
城
を
模
し
た
も
の
で
、
中
国
の
場
合
は
太
陽
信
仰

と
い
う
よ
り
北
極
星
を
頂
点
と
し
た
絶
対
的
秩
序
を
地
上
に
実
現
し
よ
う
と
す

る
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
建
築
物
へ
の
実
現
形
態
は
南
面
と
い
う
こ
と
に
な
る

8
0

忌
宮
が
、
偶
々
仲
哀
天
皇
頭
数
地
が
あ
る
か
ら
南
面
で
あ
る
と
い
う
伝
承
だ

け
に
限
定
せ
ず
、
ひ
と
つ
の
思
想
の
象
徴
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
ま
さ
に

長
府
が
国
府
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
拠
る
。
さ
ら
に
、
国
府
の
精
神
的
支
柱
で

あ
っ
た
国
分
寺
(
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
)
が
長
府
に
設
置
さ
れ
た
の
は
、

天
平
一
三
年
(
七
四
乙
で
あ
る
が
(
明
治
二
三
年
(
一
八
九

O
)
市
内
南
部

町
に
移
転
。
)
、
先
に
述
べ
た
古
地
図
の
全
て
や
、
発
掘
調
査
、
ま
た
『
豊
府
志
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略
』
で
特
記
さ
れ
る
よ
う
に

S
、
や
は
り
正
確
に
南
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
面
が
、
単
な
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
我
田
引
水
で
は
な
く
、
ま

た
稲
作
に
起
源
の
一
端
を
持
つ
と
い
う
の
な
ら
、
長
門
一
の
宮
・
住
吉
神
社
の

場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
成
立
伝
承
を
組
解
く
ま
で
も
な
く
、
全
国
の

う
わ
っ
つ
の
お

住
吉
の
神
は
古
い
自
然
神
で
あ
り
、
海
の
神
(
表
筒
男
神
・
中
筒
男
神
・
底
筒

男
神
の
三
神
一
体
)
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
に
住
吉
神
社
は
海
の
有
る
方
を

正
面
と
す
る
。
長
門
住
吉
神
社
の
場
合
は
、
当
時
は
深
く
入
り
込
ん
だ
入
り
江

に
浮
か
ぷ
島
か
岬
の
う
え
に
建
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
海
の
方
角
は

西
に
当
た
る
。
と
こ
ろ
が
、
応
安
三
年
(
二
ニ
七

O
)、
大
内
弘
世
が
再
建
し

現
在
に
至
る
国
宝
の
本
殿
は
南
面
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
具
体
的
資
料
を
発

見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
神
社
関
係
者
か
ら
ひ
と
つ
の
言
い
伝
え
を

聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
古
く
は
西
に
正
面
が
あ
り
、
長
く
正
面
参
道

は
西
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
も
祭
神
は
、
一
般
に
中
央

に
主
神
を
-
杷
る
の
と
は
異
な
り
、
西
か
ら
順
に
、
住
吉
大
神
(
三
神
)
、
応
神

た

け

み

な

か

た

天
皇
、
武
内
宿
禰
命
、
神
功
皇
后
、
建
御
名
方
命
を
配
杷
し
で
あ
り
、
全
て
の

儀
式
は
西
か
ら
順
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
南
面
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
大

和
朝
廷
の
思
想
が
、
そ
の
勢
力
拡
大
(
そ
の
定
着
の
象
徴
が
制
度
と
し
て
の
律

令
制
で
あ
る
。
)
と
共
に
徐
々
に
一
般
化
し
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
例
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
長
府
の
風
景
の
本
質
を
、
ま
し
て
、

共
同
主
観
の
対
象
と
し
て
の
綜
合
的
風
景
の
本
質
を
、
単
に
城
下
町
と
だ
け
呼

ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
城
下
町
建
設
が
開
始
さ
れ
る
一
七
世
紀
の
以
前
に
既

に
、
一

O
O
O年
に
百
一
る
国
府
の
歴
史
と
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
は
最
早
、
特
別

の
も
の
で
は
な
く
、
日
常
化
し
、
無
意
識
の
最
奥
部
に
習
慣
の
様
に
形
作
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
に
ま
で
至
る
、
共
同
主
観
に
お
け
る
忌
宮
神
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社
の
現
象
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
、
あ
え
て
名
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

れ
ば
迄
か
大
和
朝
廷
の
思
想
を
影
の
様
に
背
負
っ
た
ひ
と
つ
の
鳥
居
前
町
と
い

う
性
格
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
風
景
と
し
て
の
長
府
の
本
質
は
こ
の
よ
う
な
二
つ

の
性
格
を
担
っ
た
共
同
主
観
の
対
象
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
筆
者
の
聞
き
取
り
に
例
外
な
く
快
く
応
じ
て
下
さ
っ
た
長
府
の
方
々

や
長
府
博
物
館
の
方
々
、
ま
た
、
共
に
歩
き
調
査
を
手
伝
っ
て
下
さ
っ
た
梅
光

女
学
院
大
学
の
学
生
諸
君
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
長
府
の
再
生
の
為

の
貴
重
な
ご
努
力
を
激
励
申
し
上
げ
た
い
。(

あ
ら
き

本
学
助
教
授
)

ま
さ
み

註2 

『
和
辻
哲
郎
全
集

問
書
、
八
頁
。

同
書
、
九
頁
。

同
書
、
一

O
頁。

拙
論
『
日
本
的
風
景
の
思
想

l
竹
原
上
市
・
下
市
の
構
造
と
映
画
『
時
を
か
け

る
少
女
』
|
」
、
梅
光
女
学
院
大
学
地
域
文
化
研
究
所
紀
要
『
地
域
文
化
研
究

4
』

(
一
九
八
九
)
所
収
。

西
山
担
三
監
修
『
歴
史
的
町
並
み
辞
典
』
、
柏
書
房
、
一
九
八
て
六
二
1

七
一
頁
、

足
達
富
士
夫
執
筆
。

同
書
、
一

O
三
1
1

一
一
四
頁
、
鈴
木
誠
・
進
士
五
十
八
執
筆

。・
0
・PE口
問
(
寸

E
ロ凹

E
H
E
σ
河一見・『・。・

Z
巳
O
R
宮
釦
ロ
仏
色
田
∞
司
自

σ
o
-
2
5
J

H
M

ユロ

BHOロ
C
E
4・
p
d回目
・

5
g
¥
s
a
・

註
5
の
拙
論
参
照
。

三
坂
圭
治
監
修
『
長
門
国
二
ノ
宮
忌
宮
神
社
文
書
』
、
忌
宮
神
社
、
昭
和
五
二
年
、

二
一
三
|
二
一
五
頁
。

長
府
史
編
纂
会
編
『
復
刻
長
門
長
府
史
料
』
、
防
長
史
料
出
版
社
、
昭
和
四
九
年
、

二
四
四
頁
。

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
古
事
記

第
八
巻
』
、
岩
波
書
底
、

一
九
六
二
/
一
九
八
九
。

3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 

祝
詞
』
、
日
本
古
典
文
学
体
系
版
、
岩
波

書
底
、
昭
和
三
三
年
/
昭
和
五
一
年
、
二
二
七
頁
。

日
・
林
野
全
孝
・
桜
井
敏
雄
著
『
神
社
の
建
築
』
、
河
原
書
底
、
昭
和
四
九
年
、
三

0
1

三
五
頁
。

吉
村
貞
司
著
『
日
本
の
空
間
構
造
』
、
鹿
島
出
版
会
、

註
U
と
同
書
、
五

O
六
頁
。

15 14 

一
九
八
二
、
第
I
章。

一h
F

写真 1:忌宮神社本殿前より南方山上の
仲哀天皇殖敏地を望む。

写真2:忌宮神社本殿を南正面より望む。

附風破烏千所ケ五面
殿
正

本
・

社
宝

神
国

士
ロ
(

住。。

幽
明
W
J

一
時


