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川
と
都
市
は
常
に
一
体
で
あ
る
。
両
者
が
融
合

し
て
こ
そ
、
そ
の
都
市
は
生
気
に
満
つ
。
セ
ー
ヌ

川
無
し
に
パ
リ
は
語
れ
な
い
。
同
じ
く
テ
ー
ム
ス

川
と
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
ド

ナ
ウ
川
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
ポ
ト
マ
ッ
ク
川
。
東
洋

で
は
そ
の
融
合
の
様
相
が
異
な
る
と
は
い
え
、
上

海
と
黄
浦
江

こ

う

ほ

こ

う

、
バ
ン
コ
ク
と
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
。

こ
れ
ら
都
市
を
訪
ね
、
河
畔
に
立
つ
と
ホ
ッ
と
す

る
。川

は
都
市
の
心
の
流
れ
、
市
民
に
安
ら
ぎ
と
温

も
り
を
与
え
る
清
涼
剤
で
も
あ
る
。
杜
甫
の
﹁
清

江
一
曲
村
を
抱
い
て
流
る
﹂
は
、
中
国
で
の
川
と

集
落
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
江
戸
と
隅
田
川
、
そ
し
て
今

日
も
な
お
京
都
の
顔
と
い
う
に
足
る
鴨
川
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
我
が
国
で
も
川
と
都
市
の
関
係

へ
の
考
察
は
、
そ
の
都
市
形
成
史
に
お
い
て
欠
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
日
本
人
は
古

来
、
水
蒸
気
・
地
下
水
を
含
め
て
の
水
、
川
、
湖

沼
と
の
つ
き
あ
い
に
長
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
鋭
敏
な
感
覚
は
、
日
本
特
有
の
文
学
で
あ
る
俳

句
、
和
歌
な
ど
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
む

し
ろ
俳
句
や
和
歌
か
ら
水
気
を
抜
い
た
ら
、
も
は

や
そ
れ
ら
文
学
は
ま
っ
た
く
潤
い
を
無
く
す
と
さ

え
い
え
よ
う
。
そ
の
微
妙
な
感
覚
は
川
の
技
術
に

も
明
瞭
に
見
ら
れ
る
。
武
田
信
玄
や
加
藤
清
正
の

治
水
技
術
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
甲
府
、
熊
本
と
い
う

町
を
守
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
技
術
は
自
然
の
理

へ
の
深
い
洞
察
と
、
住
民
の
協
力
を
引
き
出
す
政

治
力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

明
治
以
後
、
急
速
な
近
代
化
の
過
程
で
、
さ
ら

に
は
第
二
次
大
戦
後
の
復
興
と
高
度
成
長
の
段
階

で
、
日
本
人
の
水
と
都
市
の
関
係
は
、
著
し
い
変

貌
を
遂
げ
た
。
欧
米
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
の
掛

け
声
に
支
持
さ
れ
、
近
代
科
学
技
術
謳
歌
の
下
、

我
々
が
古
来
培
っ
て
き
た
水
と
の
妙
な
る
つ
き
あ

い
の
作
法
は
乱
さ
れ
、
水
や
川
を
専
ら
数
量
化
し

て
評
価
す
る
慣
習
が
横
行
す
る
に
至
っ
た
。

都
市
を
流
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
川
は
、
高
度
成
長

期
突
入
の
こ
ろ
か
ら
汚
れ
、
臭
く
な
り
、
と
て
も

都
市
景
観
を
話
題
に
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

﹁
臭
い
物
に
は
蓋
﹂
で
、
都
市
内
小
河
川
は
下
水

道
の
普
及
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
暗
渠
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
は
、
﹁
春
の
小
川
﹂

と
謳
わ
れ
た
東
京
都
渋
谷
駅
近
く
を
流
れ
る
渋
谷

川
の
上
流
河
骨

こ
う
ほ
ね

川
も
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
直
前
に
暗
渠
と
な
っ
て
、
地
下

に
潜
っ
た
。
い
ま
や
辛
う
じ
て
歌
碑
の
み
残
る
数

十
ｍ
の
部
分
だ
け
で
も
、
元
の
川
に
戻
し
た
い
も

の
だ
と
念
願
し
て
い
る
が
、
管
轄
の
下
水
道
行
政

に
と
っ
て
は
、
本
来
実
施
し
得
な
い
事
業
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

特
に
第
二
次
大
戦
後
、
川
は
洪
水
で
あ
ふ
れ
な

い
こ
と
を
第
一
に
、
や
が
て
都
市
化
の
水
不
足
時

代
を
迎
え
て
か
ら
は
、
水
資
源
を
生
み
出
し
て
く

れ
る
水
源
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
高
度
成
長
は
能
率
化
、
機

械
化
、
そ
し
て
数
量
化
万
能
の
時
代
で
あ
っ
た
。

な
れ
ば
こ
そ
、
世
界
を
驚
か
し
た
高
度
成
長
を
達

成
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
失
っ
た
も
の

も
き
わ
め
て
多
か
っ
た
こ
と
を
も
自
覚
し
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
公
害
に
始
ま
る
環
境
問
題

に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
都
市
に
お
け
る
市
民

と
川
の
関
係
こ
そ
、
一
刻
も
早
く
復
活
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
質
と
か
水

辺
景
観
と
い
っ
た
問
題
を
越
え
る
、
人
間
と
水
の

関
係
を
問
う
根
元
的
な
課
題
で
あ
る
。

江
戸
庶
民
は
隅
田
川
辺
り
に
来
て
、
落
ち
着
き

を
取
り
戻
し
、
江
戸
の
町
に
暮
ら
し
て
い
る
生
き

が
い
を
肌
で
感
じ
た
に
違
い
な
い
。

鴨
川
と
京
都
と
民
、
そ
し
て
全
国
津
々
浦
々
の

都
市
と
川
の
関
係
も
同
様
で
あ
っ
た
。
市
民
が
川

に
接
し
た
と
き
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
、
平
静
、
安
心
感
、

そ
れ
ら
は
到
底
計
量
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
洪

水
や
嵐
で
川
に
苦
し
め
ら
れ
て
さ
え
、
市
民
は
川

を
け
っ
し
て
見
放
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
人
々
は

自
然
へ
の
畏
敬
、
自
然
の
リ
ズ
ム
を
汲
み
取
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
川
は
毎
日
そ
の
表
情
を

変
え
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
制
御
し
尽
く
せ
な
い

自
然
で
あ
る
こ
と
を
感
得
し
、
自
然
と
の
つ
き
あ

い
方
を
錬
磨
す
る
教
師
で
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

市
民
に
と
っ
て
川
は
単
に
洪
水
と
か
水
資
源
、

あ
る
い
は
水
質
、
そ
し
て
憩
い
の
場
と
し
て
の
み

関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
、
総
合
的

に
と
ら
え
て
の
自
然
の
一
角
と
し
て
の
心
の
ふ
る

さ
と
な
の
で
あ
る
。

里
山
の
価
値
が
再
評
価
さ
れ
て
久
し
い
。
里
山

は
湿
地
な
ど
と
と
も
に
、
高
度
成
長
期
に
は
非
生

産
的
な
場
所
と
し
て
ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
な
か
っ

た
。
よ
う
や
く
、
里
山
の
数
量
化
で
き
な
い
価
値

を
多
く
の
人
々
が
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
心
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
の
都
市
と
そ

の
近
郊
の
川
は
、
里
川
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と

い
え
よ
う
。
か
つ
、
里
川
が
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し

い
処
遇
を
受
け
て
こ
そ
、
都
市
の
川
は
真
に
市
民

の
川
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
違
い
な
い
。

高
橋

裕

た
か
は
し

ゆ
た
か

東
京
大
学
名
誉
教
授
、
国
際
連
合
大
学
上
席
学
術
顧
問
、

世
界
水
会
議
理
事

１
９
２
７
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
第
二
工
学
部
土
木
工
学
科
卒
業
。

東
京
大
学
教
授
、
芝
浦
工
業
大
学
教
授
を
経
て
現
職
。
河
川
工
学

専
攻
。
主
な
著
書
に
『
地
球
の
水
が
危
な
い
』『
都
市
と
水
』（
２

０
０
３
、
２
０
０
４
と
も
に
岩
波
書
店
）『
河
川
に
も
っ
と
自
由

を
』（
１
９
９
８
山
海
堂
）、『
首
都
圏
の
水
ー
そ
の
将
来
を
考
え

る
』（
１
９
９
３
東
京
大
学
出
版
会
）
ほ
か

里
川
ー
こ
れ
か
ら
の
川
と
都
市



里
川
の
構
想
は

水
の
流
れ
と
い
う
資
源
を

使
い
な
が
ら
保
つ
方
法
や
仕
組
み
を

改
め
て
見
直
す

き
っ
か
け
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

そ
の
出
発
点
と
し
て
、
異
な
る
領
域
の
専
門
家
か
ら

川
と
人
間
の
か
か
わ
り
や
、

川
を
め
ぐ
る
人
間
同
士
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た

実
体
と
し
て
存
在
す
る
川
に

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
か
か
わ
る
こ
と
で

里
川
と
い
う
場
に
変
容
し
て
い
く
過
程
を

皆
さ
ん
の
お
話
か
ら
想
像
し
て
み
ま
せ
ん
か
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里
川
の
風
景

市
民
企
業
が

水
上
バ
ス
を
走
ら
せ
る

信
濃
川
河
口
の
新
潟
市
内
に
は
、
全

国
で
も
珍
し
い
「
公
共
交
通
機
関
と
し

て
の
水
上
バ
ス
」
が
あ
る
。
運
航
し
て

い
る
の
は
信
濃
川
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト

ル
株
式
会
社
。
株
式
会
社
と
い
っ
て
も

市
民
株
主
に
よ
る
市
民
企
業
だ
。
こ
の

会
社
の
広
報
を
担
当
し
て
い
る
中
村
文

弘
さ
ん
（
取
締
役
業
務
部
長
）
に
お
話

を
う
か
が
っ
た
。

人生という時間と価値で河川の将来を考える

4

大
熊

孝

お
お
く
ま
た
か
し

新
潟
大
学
工
学
部
教
授

１
９
４
２
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工

学
部
土
木
工
学
科
卒
業
。
新
潟
大
学

工
学
部
助
手
、
同
助
教
授
を
経
て
現

職
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
新
潟
水
辺

の
会
の
会
長
を
務
め
る
。
著
書
に

『
川
が
つ
く
っ
た
川
、
人
が
つ
く
っ
た

川
―
川
が
よ
み
が
え
る
た
め
に
は
』

（
ポ
プ
ラ
社
１
９
９
５
）、『
洪
水
と
治

水
の
河
川
史
―
水
害
の
制
圧
か
ら
受

容
へ
』（
平
凡
社
１
９
８
８
）、『
利
根

川
治
水
の
変
遷
と
水
害
』（
東
京
大
学

出
版
会
１
９
８
１
）
ほ
か

4

里
潟
と
し
て
の
佐
潟

さ

が

た

川
の
話
に
入
る
前
に
、
湿
地
の
話
を

し
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
新
潟
の
近
く
に
は

佐
潟
と
い
う
ラ
ム
サ
ー
ル
登
録
さ
れ
て

い
る
湿
地
が
あ
り
ま
す
。
40
ha
く
ら
い

の
水
面
を
含
ん
だ
砂
丘
湖
で
す
。
私
は
、

以
前
か
ら
﹁
こ
こ
は
里
潟
だ
﹂
と
言
っ

て
い
ま
す
。
白
鳥
が
来
る
潟
で
鯉
や
鮒

も
い
て
、
灌
漑
用
水
の
溜
池
で
も
あ
り

ま
す
。

昔
、
人
々
は
こ
の
周
辺
に
田
ん
ぼ
を

つ
く
り
、
潟
の
中
の
ヘ
ド
ロ
の
よ
う
な

も
の
を
肥
料
と
し
て
利
用
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
ゴ
ミ
挙あ

げ
と
称
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
は
最
近
に
な
っ
て
公
園
に
な

り
ま
し
た
が
、
こ
う
な
る
と
潟
と
人
間

に
は
、
公
園
と
そ
れ
を
利
用
す
る
側
と

し
て
の
関
係
し
か
残
り
ま
せ
ん
。
長
い

間
い
ろ
い
ろ
な
使
わ
れ
方
を
し
て
き
た

「見
み

試
た め

し」でつくる里川

ゴ
ミ
挙
げ
も
、
近
代
化
に
伴
っ
て
利
用

の
循
環
が
切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

潟
が
公
園
に
な
る
と
、
遠
方
か
ら
も

人
が
訪
ね
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
も
と

か
ら
こ
こ
に
住
み
、
潟
を
利
用
し
て
い

た
地
元
の
人
が
浮
い
て
し
ま
い
ま
す
。

地
元
の
人
は
主
に
農
業
者
で
、
漁
業

権
を
持
つ
人
も
多
く
い
て
、
ラ
ム
サ
ー

ル
登
録
湿
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
白

鳥
が
い
る
時
期
で
も
漁
に
出
ま
す
。
す

る
と
み
ん
な
か
ら
﹁
な
ん
だ
、
白
鳥
を

追
い
や
っ
て
﹂
と
怒
ら
れ
る
。
実
際
は

白
鳥
が
餌
を
周
囲
の
田
ん
ぼ
に
捕
り
に

飛
び
立
っ
て
か
ら
漁
を
し
て
い
る
の
で

す
が
、
一
般
の
人
か
ら
見
る
と
﹁
白
鳥

を
追
い
立
て
て
、
あ
ん
な
所
で
漁
を
し

て
い
る
﹂
と
い
う
批
判
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
漁
を
す
る
こ
と
は
ラ
ム
サ
ー

ル
条
約
で
い
う
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
︵
賢
明

な
利
用
︶、
つ
ま
り
、﹁
生
態
系
の
自
然

的
価
値
の
維
持
と
両
立
さ
せ
た
方
法
で
、

人
類
の
利
益
の
た
め
に
湿
地
を
持
続
的

に
利
用
す
る
こ
と
﹂
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
﹁
佐
潟
は
、
も
と
も
と
地
元

の
人
が
利
用
し
て
き
た
里
潟
で
、
そ
れ

を
前
提
に
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
を
し
て
い
る

ラ
ム
サ
ー
ル
登
録
湿
地
﹂
と
い
う
理
解

が
、
一
般
に
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
我
々
﹁
新
潟
水
辺
の
会
﹂

で
は
、
こ
こ
で
蓮
採
り
大
会
を
し
ま
す
。

咲
い
て
い
る
オ
ニ
バ
ス
を
踏
ん
づ
け
て

し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
ね
。
自
然

保
護
を
訴
え
る
人
は
﹁
そ
ん
な
ひ
ど
い

こ
と
を
し
て
﹂
と
言
う
の
で
す
が
、

﹁
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を

し
て
い
た
潟
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
利

用
し
な
が
ら
維
持
管
理
を
し
て
い
か
な

く
て
は
だ
め
な
の
で
す
。
だ
か
ら
今
、

敢
え
て
行
な
っ
て
い
る
ん
で
す
﹂
と
答

え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

や
っ
と
文
句
を
言
わ
れ
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
け
れ
ど
。

広報を担当している中村文弘さん

見試し：数年、様子を見ながら
試行し、不都合があれば軌道修
正していくという、かつてよく
使われていた合意形成の方法。
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土
地
を
提
供
し
て
く
れ
ま
し
た
。
宅
地

を
区
画
整
理
す
る
と
、
よ
く
公
園
を
つ

く
り
ま
す
ね
。
普
通
は
区
画
の
真
ん
中

に
公
園
を
置
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
川

沿
い
に
公
園
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ま
た
、

川
沿
い
に
５
m
の
緑
地
帯
を
供
出
し
て

い
た
だ
き
、
川
の
整
備
と
併
せ
て
区
画

整
理
を
行
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
川

の
イ
メ
ー
ジ
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
よ
う

で
、
宅
地
を
売
り
出
し
た
ら
完
売
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
も
６
回
く
ら
い
、
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
し
ま
し
た
。
川
の
断
面
や

護
岸
勾
配

ご
が
ん
こ
う
ば
い

を
ど
う
す
る
か
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
議
論
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
工

区
ご
と
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
プ
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
縦
割
り
行
政
を
越
え
て
、
川

づ
く
り
と
ま
ち
づ
く
り
が
一
体
化
し
た

と
い
う
意
味
で
は
、
画
期
的
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
行
政
も
含
め
て
、
み
ん
な

が
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
結
構

う
ま
く
い
く
こ
と
も
多
い
で
す
よ
。

舟
で
時
間
を
楽
し
む

こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
進

め
て
い
く
と
、
﹁
昔
、
新
潟
で
は
、
各

家
庭
に
１
艘
ず
つ
舟
が
あ
り
、
そ
れ
で

互
い
に
行
き
来
し
て
い
た
﹂
と
か
﹁
奥

さ
ん
が
産
気
づ
い
た
と
き
に
、
舟
に
乗

せ
て
連
れ
て
行
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な

昔
話
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
舟

は
今
の
自
家
用
車
と
同
じ
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
の
舟
を
﹁
板

い
た

「見試し」でつくる里川

―
事
業
が
始
ま
っ
た
経
緯
を
う
か

が
え
ま
す
か
。

事
業
を
開
始
し
た
の
は
、
１
９
９
９

年
（
平
成
11
）
で
す
。
当
時
、
新
潟
に
は

市
内
を
循
環
す
る
公
共
交
通
網
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
モ
ノ
レ
ー
ル
や
地
下

鉄
や
電
車
を
走
ら
せ
よ
う
と
い
う
ア
イ

デ
ア
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど

町
中
に
立
派
な
川
が
流
れ
て
い
ま
す
の

で
、
舟
を
使
い
循
環
で
き
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
舟
運
も
選
択
肢
に
入
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
一
番
コ
ス
ト
が
か
か

ら
な
い
方
法
が
選
択
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
は
、
信
濃
川
〜
栗
ノ
木
川
〜
鳥と

屋
野
や

の

潟
〜
信
濃
川
と
い
う
ル
ー
ト
で
循

環
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
た
だ
、

栗
ノ
木
川
は
現
在
保
有
し
て
い
る
舟
で

は
、
低
い
橋
桁
に
引
っ
か
か
っ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
取
り
敢
え
ず
、
信
濃
川

本
川
だ
け
運
航
し
て
い
ま
す
。

―
こ
の
話
の
主
唱
者
は
？

新
潟
青
年
会
議
所
（
Ｊ
Ｃ
）
で
す
。

Ｊ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
に
な
っ
て

「
取
り
敢
え
ず
や
ろ
う
！
」
と
、
始
め

た
の
が
き
っ
か
け
で
す
が
、
も
と
も
と

Ｊ
Ｃ
で
都
市
交
通
を
考
え
る
委
員
会
が

あ
り
、
そ
の
中
で
問
題
提
起
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
国
、
県
、
市
の

行
政
主
導
の
「
水
面
利
用
協
議
会
」
が

発
足
し
、
船
着
き
場
な
ど
の
ハ
ー
ド
整

備
は
行
政
で
行
な
い
、
実
際
の
舟
の
運

航
は
民
間
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
棲
み
分

け
が
で
き
ま
し
た
。

水
面
利
用
協
議
会：

行
政
機
関
と
水
面
利
用
者
、

例
え
ば
、
旅
客
船
業
者
、
漁
協
、
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
所
有
者
な
ど
が
集
ま
っ
た
係
船
組
合
他

で
構
成
さ
れ
る
も
の
。

こ
の
と
き
に
市
民
の
株
主
を
公
募
し

ま
し
た
。「
こ
う
い
う
事
業
を
や
り
た

い
の
で
、
賛
同
し
て
い
た
だ
け
る
方
、

一
口
５
万
円
で
出
資
し
て
く
だ
さ

い
！
」
と
お
願
い
し
た
ら
、
あ
っ
と
言

う
間
に
資
金
が
集
ま
り
、
さ
ら
に
、
Ｊ

Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
も
こ
ぞ
っ
て
出
資
し
ま

し
た
の
で
、
資
本
金
は
現
在
２
億
１
０

０
０
万
円
に
ま
で
な
っ
て
い
ま
す
。
株

主
の
数
は
現
在
約
７
３
０
名
で
、
今
も

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

―
Ｊ
Ｃ
や
市
民
の
思
い
は
ど
こ
か

ら
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

観
光
の
観
点
か
ら
い
っ
て
も
、
55
万

人
口
の
都
市
の
割
に
は
新
潟
は
観
光
の

目
玉
が
な
く
、
分
散
し
て
い
る
。
た
だ
、

全
国
的
に
信
濃
川
は
日
本
一
の
川
だ
と

い
う
知
名
度
が
高
い
の
で
、
そ
れ
を
活

用
し
な
い
手
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
と
都
市
交
通
網
の
話
が
う
ま
く
か

み
合
っ
て
、
実
現
に
つ
な
が
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

通
船

つ

う

せ

ん

川
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

新
潟
市
内
東
部
で
阿
賀
野
川
と
信
濃

川
を
結
ぶ
通
船
川
で
も
、
私
た
ち
は
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
川
は
阿
賀
野

川
の
川
跡
で
、
ま
ぁ
汚
い
川
の
典
型
で

す
ね
。
貯
木
場
な
ど
も
あ
っ
て
産
業
の

川
で
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
し
じ
み
が
捕

れ
る
ほ
ど
で
、
舟
運
に
も
利
用
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
水
が
汚
く
な
り
、
さ

ら
に
地
盤
沈
下
の
影
響
を
受
け
た
た
め

ま
っ
た
く
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
れ
を
、
も
う
一
度
み
ん

な
で
利
用
で
き
る
川
に
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の

一
つ
が
花
筏

は
な
い
か
だ

。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根

栽
培
で
捨
て
ら
れ
て
い
た
花
の
部
分
を

集
め
、
花
絵
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
川
筏

に
移
し
て
流
し
た
の
で
す
。
昨
年
ま
で

６
年
間
続
け
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
通
船
川
に
関
連
し
た
市
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
立
ち
上
が
り
、
官
民

一
体
で
﹁
通
船
川
、
栗
ノ
木
川
再
生
市

民
会
議
﹂
を
つ
く
り
ま
し
た
。
具
体
的

な
河
川
改
修
を
す
る
と
き
も
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
行
な
い
、
議
論
を
尽
く
し
て
、

通
船
川
の
改
修
案
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

市
民
会
議
か
ら
土
木
事
務
所
に
提
案
も

し
て
い
ま
す
。

川
沿
い
の
あ
る
敷
地
を
、
区
画
整
理

し
宅
地
に
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

川
は
川
で
計
画
さ
れ
、
宅
地
は
宅
地
の

区
画
整
理
組
合
が
で
き
、
双
方
が
勝
手

に
計
画
を
練
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
川
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
議
論
し

た
こ
と
が
宅
地
の
区
画
整
理
組
合
ま
で

波
及
し
、
区
画
整
理
組
合
が
川
沿
い
に

１
９
９
９
年
２
月
に
進
水
し
た
信
濃
川
ウ
ォ
ー

タ
ー
シ
ャ
ト
ル
１
号
船
「
ア
ナ
ス
タ
シ
ア
」

大河津分水路 

信
濃
川 

両津湾 

阿
賀
野
川 

只
見
川 

弥彦山 

守門岳 

御神楽岳 

飯豊

大日岳 

弾崎 

姫崎 

粟島 

佐渡島 

田
子

五
十
嵐
川 

破
間
川 

鯖
石
川 

佐潟 

面川 

荒川 通船川 

大川 

新
川 
新潟 

長岡 

新発田 

柏崎 

弥彦 
燕三条 

渋
海
川 
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最
近
に
な
っ
て
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
週

休
二
日
制
で
、
定
年
後
も
結
構
時
間
が

あ
る
。
時
間
に
対
す
る
も
の
の
見
方
、

考
え
方
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
ま

で
効
率
一
辺
倒
だ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
、
時
間
を
ど
れ
だ
け
楽
し
く
す
ご
す

こ
と
が
で
き
る
か
が
課
題
に
な
る
は
ず

で
す
。

魚
が
上
り
、
資
源
を

分
か
ち
合
う
の
が
流
域

︱
流
域
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
ど
う
考
え
ま
す
か
。

流
域
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
と
、

広
が
り
す
ぎ
て
、
焦
点
が
ぼ
け
て
し
ま

う
と
思
い
ま
す
。
三
全
総
︵
第
三
次
全

国
総
合
開
発
計
画
、
１
９
７
７
年
（
昭
和

52
）
︶
か
ら
流
域
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

始
め
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に
漠
と
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
の
信
濃
川
な
ら
、
流
域
か

ら
新
潟
に
物
資
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と

が
明
確
に
目
に
見
え
た
の
で
現
実
と
し

て
流
域
を
意
識
し
や
す
か
っ
た
の
で
す

が
、
今
は
そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
鮭

さ
け

で
あ

り
、
鱒

ま
す

で
あ
り
、
鮎

あ
ゆ

だ
と
私
は
思
う
の

で
す
。
江
戸
時
代
は
２
９
０
km
上
流
の

松
本
に
、
鮭
組
合
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

５
万
匹
捕
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
、
今
は
途
中
に
ダ
ム
が
い

っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
魚
が
戻
れ
な
い
。
つ

合
あ
わ

せ
﹂
と
呼
ぶ
ん
だ
そ
う
で
す
が
、
こ

の
言
葉
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
10
回
実

施
し
た
う
ち
、
終
り
の
こ
ろ
に
な
っ
て

出
て
く
る
。
そ
う
い
う
重
要
な
情
報
は

か
な
り
時
間
が
た
た
な
い
と
、
地
元
の

人
か
ら
出
て
き
ま
せ
ん
。
実
際
、
60
歳

以
上
の
人
は
み
ん
な
舟
を
漕
げ
る
ん
で

す
よ
。

水
辺
の
会
で
も
舟
を
つ
く
り
、
今
年

か
ら
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
に
使
っ
て
い
ま

す
。
彼
ら
は
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
と
漕
げ
る
。

し
か
し
、
若
い
連
中
は
漕
げ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
今
な
ら
ま
だ
伝
承

で
き
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
う
い
っ
た

里
川
の
技
術
を
伝
え
る
活
動
も
し
て
い

ま
す
。

新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
に
は
、
信
濃

川
だ
け
で
は
語
れ
な
い
し
、
通
船
川
だ

け
で
も
語
れ
な
い
。
阿
賀
野
川
か
ら
信

濃
川
を
全
部
一
体
と
し
て
見
て
い
ま
す
。

今
年
は
信
濃
川
に
２
回
ウ
ォ
ー
タ
ー

シ
ャ
ト
ル
を
出
し
て
、
60
km
上
流
の

大
河
津

お

お

こ

う

つ

分
水
ま
で
の
ん
び
り
と
旅
し
ま

し
た
。
６
時
間
か
か
り
ま
し
た
が
最
高

の
気
分
で
し
た
よ
。
春
は
桜
や
桃
の
花

が
見
え
、
７
月
は
桃
の
丸
い
果
実
が
見

え
る
。
観
光
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
し
て

も
い
い
で
し
ょ
う
ね
。

そ
こ
で
﹁
６
時
間
か
か
る
こ
と
を
、

ど
う
思
う
の
か
﹂
と
い
う
問
題
が
あ
り

ま
す
。
﹁
今
の
日
本
人
で
は
退
屈
し
て

し
ま
う
﹂
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う

し
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
ゆ
っ
た

―
全
国
で
こ
の
よ
う
な
水
上
交
通

を
営
業
し
て
い
る
都
市
は
、
現
在
少
な

い
で
す
ね
。

東
京
、
大
阪
の
主
要
都
市
と
、
新
潟

だ
け
で
す
ね
。
遊
覧
船
は
各
地
に
あ
り

ま
す
が
、
定
期
的
な
輸
送
手
段
と
し
て

機
能
し
て
い
る
例
は
、
こ
の
他
は
あ
り

ま
せ
ん
。

―
し
か
も
市
民
株
主
で
運
営
し
て

い
る
。

資
金
調
達
に
市
民
が
参
加
し
て
い
る

の
は
、
当
社
だ
け
で
す
。
７
３
０
名
の

中
で
、
市
民
の
一
口
株
主
は
半
分
強
に

な
り
ま
す
。
株
主
数
が
７
０
０
を
超
え

る
企
業
は
地
元
で
も
珍
し
い
で
し
ょ
う
。

ま
あ
、
舟
を
通
じ
て
市
民
の
方
と
つ
な

が
り
、
地
域
づ
く
り
に
役
立
て
れ
ば
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

な
ぜ
市
民
株
主
な
の
か
？
　
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
み
な
さ
ん
私
た
ち
の
夢

に
出
資
し
よ
う
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
行
政
と
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組
む
と

き
に
も
、
市
民
の
後
押
し
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
の
で
心
強
い
で
す
ね
。
こ
れ

が
１
〜
２
社
が
大
金
を
出
資
し
て
設
立

し
た
会
社
な
ら
ば
、
そ
う
は
い
か
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
市
民
が
お
金
を
出
し

合
っ
て
運
営
し
て
い
る
、
市
民
の
声
の

一
部
を
代
弁
し
て
行
な
っ
て
い
る
、
と

い
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
行

政
も
協
力
的
で
す
。

―
考
え
方
と
し
て
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
同

じ
で
す
ね
。

ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
。
今
年

の
７
月
か
ら
は
競
合
企
業
が
１
社
参
入

し
ま
し
た
。

―
利
用
客
か
ら
す
る
と
、
い
い
補

完
効
果
で
す
ね
。

そ
う
思
い
ま
す
。
今
ま
で
当
社
が
２

艘
所
有
し
、
１
時
間
に
１
本
し
か
運
航

で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
競
合
企

業
が
入
る
こ
と
で
30
分
に
１
本
と
な
る
。

客
の
乗
降
頻
度
が
上
が
り
、
顧
客
に
と

っ
て
も
非
常
に
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
実
際
「
30
分
く
ら
い
待
っ
て
い
れ

ば
舟
が
く
る
か
ら
い
い
ね
」
と
い
う
声

を
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
乗
客
の
評
判
は
？

立
ち
上
げ
当
初
か
ら
３
年
は
、
船
着

き
場
が
今
の
よ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
で
、

万
代

ば
ん
だ
い

島
（
仮
桟
橋
）
発
着
の
周
遊
船
で

し
た
。
現
在
の
終
着
地
点
で
あ
る
朱
鷺
と

き

り
し
た
時
間
こ
そ
が
大
事
と
い
う
価
値

観
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ナ
ロ
ー
ボ
ー
ト

と
呼
ば
れ
る
幅
の
狭
い
舟
で
運
河
を
１

週
間
と
か
２
週
間
か
け
て
楽
し
む
の
が
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ジ
ャ
ー

に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
日
本
も
、

そ
う
な
り
ま
す
よ
。
も
う
す
ぐ
で
す
。

高
度
経
済
成
長
期
は
﹁
１
分
１
秒
争

っ
て
働
け
﹂
と
言
わ
れ
、
我
々
も
必
死

に
な
っ
て
働
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

昭
和
大
橋
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
が
く
ぐ
る

右：信濃川と阿賀野川を結ぶ通船川。
上：この川づくりのために、何度も
ワークショップが開かれた。
写真：（新潟県新潟土木事務所『通船川河口ワーク
ショップの歩み』）より



よ
う
に
お
互
い
信
頼
関
係
を
築
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
技
術
者
側
も
広
い
気
持

ち
を
持
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
で

も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
我
々
は
﹁
板
合
せ
﹂
と
い

う
言
葉
を
聞
い
て
ぱ
っ
と
反
応
で
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
十
数
年
間
、
水
辺
の

活
動
を
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に

は
や
は
り
お
互
い
時
間
を
か
け
て
成
長

し
な
が
ら
、
知
識
を
ス
ト
ッ
ク
し
な
い

と
だ
め
で
す
よ
。

︱
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
各
地
で
行

な
い
、
合
意
に
よ
る
川
づ
く
り
を
し
て

も
、
川
は
土
地
に
よ
っ
て
利
害
も
異
な

り
ま
す
か
ら
、
上
流
中
流
下
流
で
辻
褄

7

「見試し」でつくる里川

ま
り
、
ダ
ム
を
つ
く
る
こ
と
で
流
域
を

分
断
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

阿
賀
野
川
に
も
河
口
か
ら
た
く
さ
ん

の
鮭
が
上
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
周
り

の
人
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
生
活
を
し
て

い
た
。
そ
の
恵
み
は
、
魚
を
捕
ら
な
い

人
に
も
必
ず
配
分
が
あ
り
ま
し
た
。

山
代

や
ま
だ
い

と
言
っ
て
、
漁
獲
量
の
５
％
く
ら

い
を
捕
獲
し
た
集
落
に
置
い
て
い
く
習

わ
し
で
す
。
そ
の
集
落
は
山
代
を
い
っ

た
ん
貯
め
て
お
い
て
、お
正
月
に
な
る
前

に
餅
を
つ
い
た
り
し
て
分
け
合
い
ま
し

た
。
川
の
恵
み
を
限
ら
れ
た
人
だ
け
が

独
占
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
漁
師

で
な
い
人
に
も
恵
み
が
配
分
さ
れ
る
と

い
う
仕
組
み
が
存
在
し
た
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
今
は
17
の
発
電
ダ
ム
の
た
め

だ
け
の
川
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
が
信
濃
川
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
へ
電
気
を
供
給

し
て
い
る
ダ
ム
が
あ
り
、
こ
れ
が
東
京

の
電
車
を
動
か
す
25
％
く
ら
い
の
電
力

を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

す
ぐ
そ
ば
の
信
濃
川
沿
い
を
走
っ
て
い

る
飯
山
線
は
電
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
大
変
お
か
し
な
こ
と
で
、
本
来

は
地
域
の
人
に
恵
み
を
分
け
与
え
る
べ

き
な
ん
で
す
よ
。
発
電
し
て
も
い
い
け

れ
ど
、
も
う
少
し
水
を
返
し
て
く
れ
れ

ば
、
河
口
か
ら
鮭
が
上
が
っ
て
く
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
﹁
昔
お
ら
っ
ち

が
遊
ん
で
い
た
川
が
か
ら
か
ら
で
、
遊

び
も
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
の
、
昔
の
川

を
返
し
て
よ
﹂
と
い
っ
て
、
こ
の
辺
り

の
人
は
運
動
を
始
め
て
い
ま
す
。
流
量

を
増
や
せ
と
い
う
こ
と
で
す
。

﹁
里
川
﹂
の
設
計
条
件

こ
れ
か
ら
の
技
術
者
は
、
治
水
と
利

水
だ
け
で
は
な
く
﹁
子
供
が
遊
ぶ
﹂
と

い
う
こ
と
も
設
計
条
件
に
入
れ
る
べ
き

で
す
。
生
産
に
直
接
役
立
た
な
い
も
の

は
評
価
し
な
い
と
い
う
の
で
は
、
不
公

平
で
す
か
ら
ね
。
里
川
で
は
、
そ
の
よ

う
な
価
値
観
が
大
事
に
な
る
で
し
ょ
う
。

川
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
多
様
な
意
味

を
か
か
え
て
い
る
。
そ
こ
で
遊
ん
だ
と

い
う
こ
と
も
、
そ
の
人
の
心
の
糧
に
な

る
わ
け
で
す
。

︱
里
川
を
つ
く
る
と
き
に
は
、
具

体
的
に
い
く
つ
も
設
計
条
件
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
住
民
参
加

で
み
ん
な
の
意
見
を
聞
く
以
外
に
あ
り

ま
せ
ん
。
今
の
住
民
は
、
い
わ
ゆ
る

﹁
常
識
﹂
で
考
え
て
い
る
場
合
も
少
な

く
な
い
で
す
か
ら
、
単
純
に
聞
い
た
だ

け
で
は
だ
め
で
す
。
や
は
り
、
時
間
を

か
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

先
程
申
し
上
げ
た
﹁
板
合
せ
﹂
と
い

う
言
葉
が
充
分
な
話
し
合
い
を
経
な
い

と
出
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
信
頼
関

係
が
で
き
な
け
れ
ば
、
本
当
の
情
報
が

出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

充
分
時
間
を
か
け
て
、
何
で
も
言
え
る

メ
ッ
セ
の
船
着
き
場
は
今
年
の
５
月
に

完
成
し
た
ば
か
り
で
、
お
客
さ
ん
か
ら

は
「
船
着
き
場
が
た
く
さ
ん
で
き
れ
ば

い
い
よ
ね
」
と
い
う
声
は
あ
り
ま
し
た
。

河
川
を
管
理
し
て
い
る
の
は
、
国
と

新
潟
県
で
す
か
ら
「
一
民
間
企
業
に
公

共
の
岸
は
貸
せ
ま
せ
ん
」
と
い
う
原
則

が
あ
り
、
自
由
に
発
着
所
は
つ
く
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
今
は
国
と
県
の
協
力
も

あ
り
、
４
カ
所
の
発
着
場
を
整
備
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

―
市
民
会
社
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
も
っ
と
利
便
性
が
高
い
橋
の
下

な
ど
に
発
着
場
を
持
と
う
と
し
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
わ
け
で

す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
今
年
４
月
か
ら
は
朝

の
通
勤
時
間
帯
に
も
就
航
し
て
い
ま
す

が
、
発
着
場
所
の
利
便
性
は
必
ず
し
も

良
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
バ
ス
停
は
マ

ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
人
が
た
く
さ
ん
居

住
し
て
い
る
所
に
あ
り
ま
す
が
、
船
着

き
場
は
そ
う
い
う
人
が
住
ん
で
い
る
ス

ペ
ー
ス
か
ら
離
れ
た
所
に
あ
る
。
そ
こ

ま
で
行
く
の
に
バ
ス
や
車
に
乗
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
利
用
者
が
増
え

る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
市
民

の
方
か
ら
も
メ
ー
ル
や
手
紙
を
い
た
だ

い
て
、
こ
の
橋
の
下
に
舟
を
着
け
る
と

利
用
者
が
増
え
る
と
思
い
ま
す
、
と
い

う
声
も
い
た
だ
く
ん
で
す
よ
。
で
も
、

調
査
す
る
と
、
自
由
に
船
着
き
場
を
設

け
ら
れ
な
い
と
い
う
行
政
の
壁
に
ぶ
つ

か
り
ま
す
。

―
年
間
利
用
客
数
は
？

初
年
度
か
ら
３
年
目
ま
で
は
、
年
間

約
１
万
８
０
０
０
人
く
ら
い
で
し
た
。

こ
れ
に
は
季
節
格
差
が
あ
り
ま
す
。
１
、

２
月
こ
ろ
は
た
だ
で
さ
え
船
着
き
場
が

遠
い
の
に
、
そ
こ
ま
で
行
く
の
が
寒
く

て
大
変
な
の
で
、
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
と
、
川
の
両
側
に
は
車
が
た
く

さ
ん
走
っ
て
い
て
、
川
が
道
路
で
寸
断

さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
し
か
も
信
号

が
非
常
に
少
な
く
、
車
は
ス
ピ
ー
ド
を

出
し
て
走
る
。
利
用
客
が
川
へ
渡
ろ
う

と
す
る
と
、
平
気
で
５
分
く
ら
い
待
た

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
の
行

政
施
策
で
は
、
川
に
背
を
向
け
る
道
路

整
備
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
今

さ
ら
川
に
向
け
よ
う
と
し
て
も
、
根
本

的
な
と
こ
ろ
か
ら
直
し
て
い
か
な
い
と
、

市
民
に
利
便
性
を
提
供
で
き
ま
せ
ん
ね
。

橋
の
下
に
船
着
き
場
を
つ
く
る
に
し
て

も
、
河
川
管
理
し
て
い
る
窓
口
と
道
路

管
理
し
て
い
る
窓
口
が
一
つ
で
な
い
と
、

両
方
に
マ
ッ
チ
し
た
よ
う
な
整
備
は
で

き
ま
せ
ん
。

お
客
様
は
、
水
上
バ
ス
に
乗
る
と
大

変
喜
ば
れ
ま
す
。
ま
ず
、
川
か
ら
自
分

の
住
ん
で
い
る
町
並
み
を
見
る
と
い
う

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

「
目
線
が
変
わ
っ
て
非
常
に
良
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
車
で
移
動
す
る
と
せ
わ

し
な
い
け
れ
ど
、
舟
で
移
動
す
る
と
ゆ

っ
た
り
し
て
良
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
体
験
か
ら
、
川
へ
の
愛
着
が

生
ま
れ
ま
す
。
市
民
の
目
が
川
に
向
け

ば
、「
な
ぜ
、
こ
ん
な
不
便
な
所
に
船

着
き
場
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
声
が
上

が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
声
が
、
利
用
し
や
す
く
す
る

第
一
歩
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

万
代
橋
上
空
か
ら
見
た
、
新
潟
市
中
心
部
を
流
れ
る

信
濃
川
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ま
で
上
げ
る
か
と
い
う
議
論
に
も
な
っ

て
き
ま
す
。
私
は
、
従
来
の
地
形
条
件

で
、
あ
る
程
度
安
全
度
が
上
が
っ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
以
上
は
地
形
を
壊
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

︱
そ
れ
以
上
の
リ
ス
ク
は
住
民
で

引
き
受
け
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
ど
の
辺
で
線

を
引
く
べ
き
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

以
前
、
私
は
﹁
70
〜
80
年
に
１
回
の

水
害
な
ら
受
忍
す
べ
き
だ
﹂
と
言
い
ま

し
た
が
、
最
近
は
私
よ
り
進
ん
で
い
る

人
も
い
て
、
﹁
30
年
に
１
回
の
水
害
な

ら
我
慢
し
よ
う
﹂
と
い
う
人
も
出
て
き

て
い
ま
す
ね
。
30
年
に
１
回
の
床
下
浸

水
く
ら
い
な
ら
我
慢
し
ま
す
、
と
い
う

わ
け
で
す
。
こ
れ
を
前
提
に
治
水
計
画

を
立
て
れ
ば
、
川
の
姿
も
変
わ
っ
て
く

る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
個
々
の
居
住
者
の
我
が
身
の

問
題
と
な
る
と
、
納
得
で
き
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
と
き
に
一
人

ひ
と
り
に
考
え
て
ほ
し
い
の
は
、
80
年

に
１
回
の
水
害
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
人
生
を
ど
れ
だ
け
豊
か
に
す
ご
せ

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
言
う
の

は
、
今
の
治
水
の
方
策
が
﹁
水
害
は
何

が
な
ん
で
も
許
さ
な
い
﹂
と
い
う
基
準

で
進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
少
な
か

ら
ず
親
水
の
要
素
が
犠
牲
に
な
っ
て
い

る
と
思
う
か
ら
で
す
。

多
様
な
人
が
多
様
な
価
値
観
か
ら
見

た
３
６
５
日
の
川
の
姿
が
あ
る
わ
け
で

す
が
、
今
ま
で
﹁
１
０
０
年
に
１
回
の

水
害
も
許
さ
な
い
﹂
と
い
う
治
水
対
策

の
た
め
に
、
川
と
親
し
む
空
間
を
な
い

が
し
ろ
に
し
て
、
川
の
多
様
性
を
否
定

し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
豊
か
に

す
ご
す
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
と
、

本
当
に
﹁
も
っ
た
い
な
い
な
あ
﹂
と
思

い
ま
す
。
ど
こ
に
価
値
観
を
置
く
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
な
い
と
、
個
人
と
社

会
の
意
思
決
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
具
体

的
に
﹁
そ
れ
を
認
め
る
と
、
本
当
に
毎

日
楽
し
い
生
活
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
？
﹂
と
、
問
い
か
け
続
け
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
や
っ
と
そ
の
よ
う
な

問
題
提
起
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
。

︱
す
る
と
、
川
も
﹁
当
事
者
の
か

か
わ
り
合
う
空
間
﹂
を
、
﹁
人
生
﹂
と

い
う
時
間
と
価
値
で
考
え
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
ね
。

そ
の
よ
う
に
川
を
考
え
る
た
め
の
空

間
単
位
は
、
あ
る
程
度
自
然
条
件
の
中

で
く
く
っ
て
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
信
濃
川
の
場

合
は
や
は
り
流
域
で
と
ら
え
る
に
は
大

き
す
ぎ
る
し
、
難
し
い
で
す
ね
。
地
形

の
条
件
で
、
狭
窄
部
の
存
在
な
ど
を
前

提
と
し
て
い
け
ば
、
上
流
と
下
流
は
分

け
て
考
え
て
も
い
い
部
分
は
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
川
に
応
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
レ
ベ
ル
、
県
、
上
流
、
下
流
、
流

域
、
国
、
と
そ
れ
ぞ
れ
で
処
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
話
し
合
っ
て
い

く
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。

︱
流
域
委
員
会
と
い
う
発
想
は
、

里
川
を
つ
く
る
一
つ
の
ツ
ー
ル
と
し
て

有
効
で
し
ょ
う
か
？

有
効
で
し
ょ
う
。
行
政
も
含
め
て
、

固
定
観
念
を
外
せ
ば
い
い
。
も
し
も
外

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
淀
川
流
域
委
員

会
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が
本
気
で
議
論

を
し
て
、
良
い
結
論
を
出
せ
る
の
で
す
。

里
川
を
つ
く
る
方
法
論
と
し
て
、
私

は
、
基
本
的
に
は
話
し
合
い
し
か
な
い

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
レ
ベ

ル
で
も
と
こ
と
ん
話
せ
ば
、
解
決
の
光

は
見
え
て
く
る
。

江
戸
時
代
は
、
話
し
合
い
で
物
事
を

決
め
る
の
が
う
ま
か
っ
た
。
例
え
ば
新

た
に
用
水
を
取
る
た
め
に
既
存
用
水
と

利
害
が
対
立
す
る
と
き
な
ど
は
、
数
年

様
子
を
見
な
が
ら
試
し
に
や
っ
て
み
て
、

不
都
合
が
あ
れ
ば
軌
道
修
正
し
て
い
く

と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

を
﹁
見み

試
た
め

し
﹂
と
呼
び
ま
す
。
農
民
間

で
選
ば
れ
た
名
主
な
ど
を
中
心
に
、
対

話
で
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
っ
た
。
川

を
つ
く
り
、
保
ち
、
楽
し
く
暮
ら
し
、

後
の
世
代
に
責
任
を
持
つ
気
持
ち
で
川

を
守
る
な
ら
ば
、
こ
の
﹁
見
試
し
﹂
の

習
慣
は
、
み
ん
な
が
身
に
つ
け
る
必
須

の
道
具
だ
と
思
い
ま
す
。

里
川
の
風
景

里
山
の
粗
朶
を
利
用
し
た

粗そ

朶だ

沈
ち

ん

床
し
ょ
う

粗
朶
と
は
里
山
の
樹
木
か
ら
伐
採
し

た
木
の
枝
の
こ
と
で
、
栗
、
楢
、
樫
、

ク
ヌ
ギ
や
、
雪
国
で
育
っ
た
エ
ゴ
、
ナ

ナ
カ
マ
ド
な
ど
、
木
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
粗
朶

を
格
子
状
に
束
ね
て
石
を
詰
め
、
河
床

の
侵
食
の
防
止
を
目
的
に
、
川
底
に
沈

め
た
伝
統
的
工
法
が
粗
朶
沈
床
で
あ
る
。

明
治
初
期
に
、
デ
・
レ
ー
ケ
ら
オ
ラ
ン

ダ
人
技
師
が
伝
え
た
も
の
。
昭
和
30
年

代
ま
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、
高

度
成
長
期
に
セ
メ
ン
ト
が
安
く
な
り
、

山
林
が
針
葉
樹
の
人
工
林
に
変
わ
っ
て

か
ら
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
く
な
っ

た
。し

か
し
、
最
近
で
は
こ
の
工
法
が
生

物
の
生
息
に
適
し
て
お
り
近
自
然
工
法

の
一
つ
の
典
型
と
考
え
ら
れ
、
注
目
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
粗
朶
に
は
山
林

の
間
伐
材
を
使
う
こ
と
が
で
き
、
山
林

の
維
持
と
合
わ
せ
、
地
元
の
自
然
資
源

の
循
環
利
用
と
い
う
点
で
も
期
待
さ
れ

る
。治

水
工
法
に
地
元
の
樹
木
と
伝
統
の

知
恵
を
取
り
入
れ
る
。
こ
れ
も
里
川
の

使
い
方
だ
ろ
う
。

※
大
熊
孝
さ
ん
、
中
川
武
夫
さ
ん
（
北
陸
粗
朶

業
振
興
組
合
）
の
お
話
に
よ
る
。

が
合
わ
な
い
場
合
も
出
て
く
る
で
し
ょ

う
ね
。

﹁
地
形
条
件
、
自
然
条
件
は
大
切
に
す

べ
き
﹂
と
い
う
こ
と
を
、
基
本
原
則
に

す
べ
き
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
信
濃
川
を

例
に
と
る
と
、
長
野
県
と
新
潟
県
は
よ

く
対
立
し
ま
す
。
信
濃
川
・
飯
山
市
の

南
方
に
立
ヶ
花

た

て

が

は

な

と
い
う
狭
窄
部

き
ょ
う
さ
く
ぶ

が
あ
り

ま
す
。
上
流
部
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ

を
広
げ
れ
ば
流
れ
が
速
く
な
っ
て
水
害

が
起
き
に
く
く
な
り
ま
す
が
、
反
対
に

下
流
は
水
害
が
起
き
や
す
い
と
い
う
こ

と
で
、
決
定
的
な
対
立
が
あ
り
ま
す
。

明
治
時
代
以
降
、
少
し
ず
つ
そ
こ
を
広

げ
て
き
ま
し
た
が
、
上
流
の
ほ
う
は
今

で
も
﹁
も
っ
と
広
げ
ろ
﹂
と
言
い
ま
す
。

長
野
県
の
脱
ダ
ム
委
員
会
で
も
、
最
後

に
は
﹁
そ
こ
を
広
げ
ろ
﹂
と
言
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
安
全
度
を
ど
こ
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﹁
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
﹂
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
る

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
、
１
９
９
０

年
（
平
成
２
）
ご
ろ
か
ら
主
に
イ
ギ
リ
ス

で
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
背
景
に
は

地
球
環
境
問
題
が
あ
り
ま
す
。
20
世
紀

は
﹁
都
市
の
時
代
﹂
と
言
わ
れ
、
前
半

は
公
共
交
通
の
発
達
、
後
半
は
自
動
車

交
通
の
発
達
で
、
都
市
が
ど
ん
ど
ん
郊

外
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
そ
の
結
果
、
地
球
環
境
が
お
び
や
か

さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
持
続
可
能
な

発
展
を
世
界
レ
ベ
ル
で
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

注：

持
続
可
能
な
発
展
・
開
発
（S

u
sta
in
a
b
le

D
evelopm

ent

）：

１
９
８
７
年
に
国
連
が
「
環
境

と
開
発
に
関
す
る
世
界
委
員
会
」
を
組
織
し
、
増
大

す
る
環
境
危
機
と
、
開
発
途
上
国
の
開
発
問
題
の
折

り
合
い
を
ど
こ
で
つ
け
る
か
が
話
し
合
わ
れ
た
。
そ

こ
で
、
持
続
可
能
な
開
発
が
望
ま
し
い
と
打
ち
出
さ

れ
、「O

ur
C
om
m
on
F
uture

（
地
球
の
未
来
を

守
る
た
め
に
）」
と
い
う
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。

以
後
、
持
続
可
能
な
開
発
・
発
展
と
い
う
用
語
が
一

般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
報
告
書
で

は
、
持
続
可
能
な
開
発
を
「
将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ

を
満
た
す
能
力
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
形
で
、

現
在
の
世
界
の
ニ
ー
ズ
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
」
と
し
、

将
来
世
代
の
こ
と
も
考
え
、
環
境
や
資
源
を
長
持
ち

さ
せ
る
よ
う
に
利
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
方
法

は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
都
市
の
場

合
で
考
え
る
と
、
郊
外
に
広
が
る
都
市

に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
郊

外
に
も
と
も
と
あ
っ
た
自
然
や
農
地
を

潰
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、

移
動
手
段
と
し
て
車
を
多
用
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
Ｃ
Ｏ
2

が
発
生
す
る
と
と
も

に
、
化
石
燃
料
を
消
費
し
資
源
の
枯
渇

に
つ
な
が
る
と
い
う
点
で
す
。

そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
車
を
使
わ
な

い
た
め
に
も
、
都
市
を
外
に
広
げ
な
い

ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
、
都
市
は
コ
ン

パ
ク
ト
に
ま
と
ま
り
、
郊
外
化
せ
ず
、

密
度
の
高
い
都
市
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
徒
歩
や
自
転
車
で
移
動
で
き
る
範

囲
で
買
い
物
や
通
勤
や
病
院
や
福
祉
施

設
、
そ
し
て
住
居
が
固
ま
っ
て
住
め
ば
、

あ
ま
り
車
を
使
わ
な
く
て
も
よ
い
。
そ

う
す
れ
ば
車
を
使
え
な
い
高
齢
者
な
ど

の
不
利
益
も
克
服
で
き
る
し
、
人
口
密

度
が
高
ま
れ
ば
新
た
な
文
化
が
生
ま
れ

る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
が
、
コ
ン
パ

ク
ト
シ
テ
ィ
の
大
ま
か
な
考
え
方
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
先
例

歴
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ

成
立
す
る

し
か
し
よ
く
検
討
す
る
と
、
コ
ン
パ

ク
ト
シ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方
は
、
イ
ギ

リ
ス
人
の
田
園
志
向
を
抜
き
に
し
て
は

語
れ
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
の
人
々
の
暮

ら
し
方
を
見
る
と
、
歴
史
的
に
都
市
圏

か
ら
田
園
や
小
さ
い
町
に
す
ぐ
に
移
動

し
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
国

の
経
済
の
源
泉
が
都
市
の
力
に
あ
る
と

考
え
る
な
ら
ば
、
で
き
る
だ
け
人
口
と

産
業
を
都
市
に
留
め
た
い
。
そ
の
た
め

に
、
都
市
の
密
度
を
高
め
魅
力
を
高
め

て
お
き
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
人
々
の

﹁
田
園
好
き
﹂
が
強
い
た
め
に
、
逆
に

政
府
と
し
て
は
都
市
に
人
を
つ
な
ぎ
と

め
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
、
今
で
も
強

い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
の
歴
史

は
そ
れ
ほ
ど
古
く
あ
り
ま
せ
ん
。
都
市

文
化
と
い
え
ば
フ
ラ
ン
ス
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
が
、
パ
リ
中
心
部
の
ア
パ
ー
ト

に
住
み
、
都
市
生
活
を
楽
し
み
、
週
末

は
郊
外
で
楽
し
む
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス

的
都
市
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
は
産
業
革

命
が
始
ま
っ
て
か
ら
発
達
し
ま
し
た
の

で
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
、

海道清信　

かいどうきよのぶ

名城大学都市情報学部教授

1948年生まれ。京都大学大学院
工学研究科博士課程単位取得退
学。地域振興整備公団を経て現
職。主な著書に『コンパクトシ
ティ』（学芸出版社2001）、『地域
共生のまちづくり』（共著／学芸
出版社1998）ほか

川
の
立
場
で
考
え
る
と
、
持
続
可
能
な
都
市
像
を
描
け
る
か
も
し
れ
な
い

英
国
生
ま
れ
の
﹁
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
﹂

日
本
に
応
用
す
る
と



フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
る
と
都
市
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
支
え
る
都
市
文
化
の
厚
み

が
薄
い
。
そ
こ
で
、
ま
す
ま
す
政
策
的

に
都
市
を
再
構
成
し
、
都
市
的
な
文
化

を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
す
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
人
々
は
﹁
都
市
は
労
働

者
の
住
む
所
で
、
住
環
境
も
悪
い
﹂
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
田
園
志
向
の
人
々
が
﹁
都
市

は
豊
か
で
、
住
み
や
す
く
、
文
化
的
だ
﹂

と
と
ら
え
て
く
れ
る
よ
う
、
政
策
的
に

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
強
く
打
ち
出
し

た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
出
発
点
は
地

球
環
境
問
題
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
例

で
い
え
ば
政
策
モ
デ
ル
と
し
て
の
都
市

再
生
の
論
理
に
な
っ
て
い
ま
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
と
は
何
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
計
画
に
お
け
る

土
地
利
用
は
、
住
宅
地
、
工
業
地
、
商

業
地
と
明
確
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
特
性
は
、
﹁
高

密
度
﹂
で
あ
る
こ
と
と
﹁
複
合
機
能
﹂

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ

る
が
え
っ
て
日
本
の
土
地
利
用
を
見
る

と
、
か
な
り
高
密
度
で
、
し
か
も
混
合

用
途
。
こ
こ
だ
け
を
見
る
と
、
日
本
の

都
市
は
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
で
あ
る
か

の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
日
本
の
都
市
を
も
っ
と
よ
く

分
析
す
る
と
、
自
然
発
生
的
な
高
密
度

で
あ
り
混
合
用
途
で
あ
っ
て
、
コ
ン
パ

ク
ト
シ
テ
ィ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い

る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
れ
を
分
離
し
て

再
編
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
日
本

の
都
市
計
画
の
最
近
の
動
向
で
す
。
つ

ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
﹁
画
然

と
分
か
れ
て
い
る
も
の
を
合
わ
せ
て
、

複
合
機
能
に
し
よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
日
本
の
場
合
は
﹁
ご
ち
ゃ
ご
ち

ゃ
し
て
い
る
も
の
を
整
理
し
、
望
ま
し

い
形
に
複
合
し
よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
で
、

同
じ
﹁
コ
ン
パ
ク
ト
﹂
と
言
っ
て
も
、

出
発
点
の
前
提
と
、
目
指
す
方
向
性
が

ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
で
は
、

高
密
度
を
プ
ラ
ス
に
評
価
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
か
つ
て
都
市
の

歴
史
を
見
れ
ば
、
密
度
の
高
い
地
区
と

い
う
の
は
狭
い
家
に
５
人
も
10
人
も
住

む
よ
う
な
ス
ラ
ム
地
区
を
意
味
し
、
密

度
が
低
い
ほ
う
が
良
い
居
住
環
境
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
、
都
市
計
画
思
想

に
お
い
て
常
識
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
し
こ
の
都
市
像
を
進
め

る
な
ら
ば
、
密
度
が
高
く
て
快
適
な
住

環
境
を
具
体
的
に
示
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
ア

ー
バ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
が
あ
り
ま
す
。

都
市
開
発
に
、
人
口
密
度
が
高
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
職
場
も
あ
る
ア
ー
バ

ン
ビ
レ
ッ
ジ
を
持
ち
込
も
う
と
い
う
計

画
が
、
こ
こ
５
、
６
年
の
間
に
イ
ギ
リ

ス
で
広
が
っ
て
い
て
、
ド
ー
チ
ェ
ス
タ

ー
州
・
パ
ウ
ン
ド
ベ
リ
ー
︵
イ
ギ
リ
ス

南
部
︶
に
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
の

敷
地
で
も
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
を
し
て

い
ま
す
。
基
本
は
、
村
が
あ
り
、
路
地

が
あ
っ
て
、
密
度
が
高
く
、
人
間
的
な

ス
ケ
ー
ル
が
あ
る
。
そ
し
て
、
都
市
と

田
園
の
境
界
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い

て
、
外
側
に
は
広
大
な
田
園
が
広
が
っ

10

コンパクトシティ９つの原則

＜空間の形態＞

1.高い居住と就業などの密度

人口密度や住宅密度が高い。密度が高くなると、環境上の問
題が発生する恐れが強くなるため、環境の質を高めるためにも、
都市デザインの役割が重要となる。

2.複合的な土地利用の生活圏

一定の生活圏の中で、複合的な土地、建物利用が行なわれて
いる。住宅や就業などの単一機能の密度が高くてもコンパクト
とはいえず、多様な用途が一定の範囲で複合されていることが
必要とされる。

3.自動車だけに依存しない交通

自動車交通への依存度が低い。生活圏の中や都市中心部など
を自由に歩き回ることができ、徒歩と自転車が利用しやすく、
公共交通の利便性が高い。自動車を利用した移動の高さではな
く、必要な場所やサービスへの到達のしやすさが重視される。

＜空間の特性＞

4.多様な居住者と多様な空間

年齢、社会階層、性別、家族形態、就業など、居住者とその
暮らし方の多様さ、建物や空間の多様さがある。多様な住宅が
共存していることが重要で、家族形態などが変わっても住み慣
れた地域で住み続けられ、居住の継続性と地域の安定性が得ら
れる。

5.独自な地域空間

地域の中に、歴史や文化を伝えるもの、他にないものが継承
され、他とは違う独特な雰囲気を持っている。歴史的に形成さ
れた場所、建物、文化などが大切にされ、活かされる。開発に
あたっては、場所性の感覚が重要となる。

6.明確な境界

市街地は、地形や緑地・河川などの自然条件、幹線道路や鉄
道などのインフラ施設などで区切られ、物理的に明解な境界が
ある。田園地域や緑地に、拡散的にあいまいに市街地が広がっ
ていない。

＜機能＞

7.社会的な公平さ

年齢、所得、性別、社会階層、人種、自動車利用、身体機能
などいろいろな特徴を持った人々が、公平に生活できる条件が
確保される。特に地域で自由に移動できて必要なサービスが受
けられ、住宅が確保され就業できることが重要である。

8.日常生活上の自足性

徒歩や自転車で移動可能な範囲に、日常生活に必要な生活機
能が配置され、地域的自足性がある。狭い近隣だけで充足でき
る機能は限られているため、広域的なサービスを利用できるよ
うな交通手段の整備なども必要である。

9.地域運営の自律性

そこに住む市民や住民の交流が盛んでコミュニティが形成さ
れ、地域の現状、将来に関する方針の決定や運用について、主
体的に参加できる地域自治がある。他の圏域との連携も必要と
なる。

海道清信『コンパクトシティ―持続可能な社会の都市像を求めて』（学芸出版社2001）
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英国生まれの「コンパクトシティ」日本に応用すると

り
ま
す
。
農
業
者
は
地
主
で
あ
り
土
地

所
有
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
た

め
、
も
し
農
業
者
が
土
地
を
有
効
に
使

い
た
い
と
思
う
な
ら
、
農
業
以
外
で
使

う
し
か
な
く
、
都
市
的
な
用
途
で
の
使

用
を
助
長
す
る
結
果
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
都
市
計
画
で
か
な
り
の
行
政

担
当
者
や
専
門
家
は
、
都
市
を
コ
ン
パ

ク
ト
に
し
た
い
と
い
う
方
向
で
考
え
て

い
ま
す
が
、
日
本
の
土
地
利
用
制
度
は

都
市
の
分
野
と
農
村
の
分
野
が
一
体
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
現
在
は
、

農
村
の
方
が
積
極
的
に
開
発
を
引
き
込

む
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
郊
外
化
を
助
長
し
て
い
る

力
が
強
く
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

日
本
特
有
の
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
先
程
述
べ
た
、
日
本
の
土
地
利

用
は
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
で
す
。

里
山
は
大
切
で
、
開
発
が
進
め
ば
今

ま
で
き
れ
い
だ
っ
た
小
川
が
汚
れ
て
し

ま
う
こ
と
は
、
農
業
者
も
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
背
に
腹
は
代
え
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
ス
プ

ロ
ー
ル
開
発
さ
れ
て
い
く
。
で
す
か
ら
、

都
市
近
郊
の
農
村
で
は
、
田
園
や
農
業

水
路
な
ど
の
自
然
空
間
が
失
わ
れ
、
コ

ン
パ
ク
ト
な
シ
テ
ィ
を
つ
く
る
と
い
う

方
向
に
は
動
い
て
い
ま
せ
ん
。

都
市
と
水
の
関
係

居
住
地
と
水
辺
の
関
係
を
見
た
と
き
、

日
本
の
場
合
は
水
害
が
あ
る
た
め
か
、

何
と
な
く
川
沿
い
に
居
住
地
と
し
て
の

良
い
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

欧
米
の
場
合
、
川
辺
は
良
い
住
宅
地
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
不
動
産

価
値
も
高
い
。

イ
ギ
リ
ス
に
は
全
部
で
３
２
０
０
km

の
運
河
が
あ
り
ま
す
が
、
２
０
０
７
年

（
平
成
19
）
か
ら
１
０
０
年
ぶ
り
に
運
河

を
新
設
す
る
と
い
う
計
画
が
あ
り
ま
す
。

新
し
く
発
展
し
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
キ
ー

ン
ズ
と
い
う
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
か
ら
、
ベ

ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
ま
で
延
長
約
32
km
の

運
河
を
掘
る
の
で
す
。
な
ぜ
掘
る
の
か

と
い
う
と
、
一
緒
に
住
宅
地
開
発
を
す

る
た
め
で
、
川
沿
い
の
住
宅
地
を
人
々

が
求
め
る
か
ら
で
す
。
宅
地
価
格
が

18
％
上
昇
す
る
と
予
測
さ
れ
て
お
り
、

住
宅
供
給
の
手
法
と
し
て
運
河
を
つ
く

る
と
い
う
例
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
み
ん
な
、
川
に
プ

ラ
ス
の
価
値
を
置
い
て
い
ま
す
ね
。
イ

タ
リ
ア
の
山
岳
都
市
な
ど
の
例
外
は
あ

り
ま
す
が
、
総
じ
て
都
市
は
川
の
そ
ば

で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
ド
イ
ツ

の
マ
イ
セ
ン
で
は
川
に
関
所
を
設
け
、

川
通
行
税
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

に
都
市
の
歴
史
と
川
が
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
ま
す
。

都
市
の
中
に
水
が
流
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
面
白
い
の
は
、
環
境
都
市
で
有

名
な
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
で
し
ょ

う
。
も
と
も
と
川
縁
に
で
き
た
都
市
で

す
が
、
町
中
に
水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、

て
い
る
。
こ
こ
は
不
動
産
商
品
と
し
て

も
よ
く
売
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
で
す
が
、
ア

メ
リ
カ
で
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
現

れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
的
な
都
市
は

車
を
使
っ
て
郊
外
に
向
か
っ
た
結
果
、

エ
ッ
ジ
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
郊
外
都
市

が
多
数
生
ま
れ
ま
し
た
。
逆
に
、
母
都

市
の
中
心
地
は
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
に
反
省
が
あ
り
、
ス

マ
ー
ト
グ
ロ
ー
ス
と
い
う
都
市
の
成
長

を
賢
明
に
管
理
し
て
い
こ
う
と
い
う
政

策
に
よ
り
、
郊
外
化
を
抑
え
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を

日
本
に
応
用
す
る
と

日
本
の
人
口
は
今
後
ま
す
ま
す
減
少

し
、
高
齢
化
も
進
み
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
郊
外
の
都
市
需
要
は
広
が
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
政
策
対
象
と
し
て
都
市
の

中
心
部
を
い
か
に
活
性
化
さ
せ
る
か
が

一
つ
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

﹁
都
市
再
生
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ

る
内
容
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
多
い

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
日
本
で
郊
外
化
を
抑
制
し

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
つ
く
る
と
い
っ

て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
障
害
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
日
本
の
場
合
は
郊
外
に
広
が

る
ス
プ
ロ
ー
ル
的
な
開
発
、
つ
ま
り
、

小
単
位
の
宅
地
開
発
が
市
街
地
の
外
へ

虫
食
い
的
に
無
秩
序
に
広
が
る
現
象
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
法
を
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
１
９
６
７
年
（
昭
和
42
）
に
つ

く
ら
れ
た
都
市
計
画
法
で
は
、
都
市
の

土
地
利
用
に
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
、

現
在
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
開
発
を
図
る

﹁
市
街
化
区
域
﹂
と
い
う
内
側
と
、
市

外
化
を
抑
制
す
べ
き
﹁
市
外
化
調
整
区

域
﹂
と
い
う
外
側
の
間
に
線
を
引
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
市
街
地
の
拡
大
は
防

げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

線
引
き
後
の
30
年
間
に
増
え
た
人
口

は
、
外
側
で
半
分
、
内
側
で
半
分
で
す
。

で
す
か
ら
都
市
人
口
を
市
外
化
区
域
の

中
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
面
で
は
、
都

市
計
画
法
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い

の
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
市
外
化
区
域

を
越
え
て
広
が
っ
た
住
宅
地
を
、
市
街

地
に
呼
び
戻
す
と
い
う
実
際
的
な
手
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
農
地
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

現
在
の
農
村
は
、
農
業
だ
け
で
生
計
を

立
て
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
状
態
に
あ

環境都市としても有名なドイツ、フライブルグ。まち全体がコンパ
クトにまとまり、市内各所で水が流されている。（写真提供：海道清信）



川
の
立
場
で
考
え
て
み
る

長
野
県
の
飯
田
市
に
、
戦
後
で
き
た

有
名
な
り
ん
ご
の
並
木
道
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
う
ま
く
活
か
す
形
で
町
を
整
備

す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
住
民
参
加
で
さ
ま
ざ
ま
な
提
案

を
検
討
す
る
の
で
す
が
、
地
元
の
お
母

さ
ん
が
﹁
主
役
は
り
ん
ご
だ
。
り
ん
ご

に
と
っ
て
良
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
計

画
を
検
討
す
る
と
き
に
考
え
ま
し
ょ

う
﹂
と
提
案
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
マ

ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
て
日
陰
に
な
る
と
、

り
ん
ご
に
と
っ
て
悪
い
。
車
が
増
え
る

と
り
ん
ご
に
と
っ
て
悪
い
。
す
る
と
、

り
ん
ご
が
喜
ぶ
環
境
と
い
う
の
は
、
地

域
の
人
々
が
喜
ぶ
環
境
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
す
。
り
ん
ご
を
主
役
に
地
域
の

要
素
を
評
価
す
る
こ
と
で
、
良
い
再
生

が
で
き
た
と
い
う
好
例
で
す
。

こ
れ
を
川
に
置
き
換
え
て
、
﹁
川
に

と
っ
て
は
ど
う
な
ん
だ
？
﹂
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
評
価
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
川
が
喜
ぶ
開
発
と

は
何
か
。
川
に
ゴ
ミ
が
流
れ
て
い
て
誰

も
見
に
来
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
川
は
悲

し
い
し
、
木
を
伐
ら
れ
て
も
悲
し
い
。

で
も
、
川
は
﹁
氾
濫
し
て
み
ん
な
か
ら

怒
ら
れ
る
の
も
嫌
だ
か
ら
、
防
災
的
に

は
き
ち
ん
と
し
た
い
﹂
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
も
し
も
の
と
き
に
は
役
に
立
ち
た
い

か
ら
、
災
害
時
に
は
水
を
供
給
し
た
い
﹂

と
か
ね
。
川
の
立
場
か
ら
川
の
望
み
を

語
る
と
、
都
市
の
中
の
川
と
人
間
の
関

係
が
よ
く
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
人
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係

が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
ま
と
ま
り
ま
せ

ん
か
ら
、
川
の
望
み
を
公
の
意
見
と
し

て
い
く
の
は
、
良
い
方
法
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を

日
本
に
つ
く
る
に
は

現
在
の
日
本
で
は
、
郊
外
の
都
市
を

削
っ
て
緑
地
に
し
て
、
人
に
は
都
心
に

戻
っ
て
き
て
も
ら
う
、
と
い
う
都
心
回

帰
の
理
念
を
、
都
心
再
生
の
一
つ
の
形

と
考
え
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、

郊
外
の
宅
地
に
は
、
長
期
の
ロ
ー
ン
を

抱
え
て
居
住
し
て
い
る
人
が
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
勝
手
に
緑
に

す
る
と
い
っ
て
も
、
筋
が
通
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
現
在
の
郊
外
居
住

者
の
す
べ
て
が
都
心
に
移
れ
る
ほ
ど
、

都
市
に
容
量
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人

は
郊
外
化
の
ス
ピ
ー
ド
も
速
か
っ
た
け

れ
ど
、
都
心
回
帰
に
飛
び
つ
く
の
も
速

い
で
す
ね
。
郊
外
化
し
た
居
住
者
を
都

心
に
誘
導
す
る
考
え
は
、
長
期
的
に
は

良
い
と
し
て
も
﹁
穏
や
か
に
進
め
る
﹂

こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、
現
在
の

郊
外
都
市
は
長
所
を
活
か
し
な
が
ら
住

み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
サ

ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
郊
外
に
再
編
さ
れ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
は
都
市
の
形
成
期
だ
っ
た
の

で
、
仕
方
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
現
在
は
、
そ
の
よ
う
な
都

市
を
地
域
の
多
様
性
を
持
っ
た
都
市
に

再
生
す
る
時
代
で
す
。
再
生
と
い
う
局

面
で
は
、
地
域
の
個
性
を
活
か
す
こ
と

で
、
広
域
レ
ベ
ル
で
の
多
様
性
を
持
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
さ
く
て
も
そ
の

都
市
が
持
っ
て
い
る
個
性
で
勝
負
す
る

こ
と
は
、
従
来
の
﹁
都
市
間
競
争
﹂
と

い
う
言
葉
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
が
、
個
々
の
地
域
が
こ
れ

か
ら
目
指
す
べ
き
方
向
で
し
ょ
う
。

そ
の
際
、
川
と
い
う
存
在
は
都
市
の

個
性
化
に
と
っ
て
有
効
で
し
ょ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
川
は
自
然
物
で
、
そ
れ
自
体

が
個
性
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
川

と
そ
の
周
辺
を
一
緒
に
使
う
こ
と
は
、

個
性
と
多
様
性
を
融
合
さ
せ
る
上
で
、

有
効
な
要
素
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
現
在
の
大
阪
・
道
頓
堀
は

店
が
堀
に
背
を
向
け
て
い
る
の
で
す
が
、

堀
沿
い
に
散
歩
道
を
つ
く
り
、
店
の
入

り
口
を
堀
側
に
も
つ
け
さ
せ
よ
う
と
い

う
活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
川
が
持
っ
て
い
る
環
境
緩
和

機
能
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
、
都
市

計
画
の
上
か
ら
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
川
に
は
、
大
気
よ
り
夏
低
く
、

冬
暖
か
い
水
が
あ
り
、
周
辺
に
緑
が
多

い
と
い
う
条
件
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
風
の
道
に
も
な
る
。
川
は
、
ヒ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
を
緩
和
す
る
機
能

を
充
分
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

東
京
・
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
つ
く
ら
れ
た
人
工
の

せ
せ
ら
ぎ
と
、
大
阪
の
道
頓
堀
。
里
川
に
す
る
か
ど

う
か
は
、
使
い
方
次
第
だ
。
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き
れ
い
な
水
が
流
れ
、
そ
れ
を
守
る
こ

と
が
都
市
づ
く
り
の
大
き
な
目
標
に
な

っ
て
い
ま
す
。
市
街
地
を
拡
大
さ
せ
な

い
よ
う
に
努
め
、
公
共
交
通
を
発
達
さ

せ
、
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。
町
の
中

に
水
を
活
か
す
と
い
う
点
で
、
フ
ラ
イ

ブ
ル
グ
の
試
み
は
大
変
参
考
に
な
り
ま

す
。

都
市
の
多
様
性
維
持
に

役
立
つ
川

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
目
指
し
た
と

き
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
都
市
が
個
性
を
持
っ
て
自
立
す
る
こ

と
で
す
。
日
本
で
は
都
市
間
競
争
に
よ

っ
て
、
同
じ
よ
う
な
没
個
性
的
都
市
が

生
ま
れ
、
地
域
の
多
様
性
が
失
わ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
は
、
逆
に
、
個
性
と
か
多
様
性
を

高
め
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
そ

れ
ぞ
れ
１
セ
ッ
ト
ず
つ
同
じ
も
の
を
つ

く
り
、
都
市
機
能
の
﹁
量
﹂
で
勝
負
を

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
似
た
よ

う
な
郊
外
団
地
、
住
宅
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
、
駅
前
が
あ
ふ
れ
る
結
果

に
な
り
ま
し
た
。
ど
の
写
真
を
撮
っ
て

も
同
じ
に
見
え
て
、
ど
こ
だ
か
わ
か
ら

な
い
。
こ
れ
で
は
、
東
京
や
大
阪
な
ど

に
大
都
市
の
量
の
論
理
で
負
け
て
し
ま

い
ま
す
。
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英国生まれの「コンパクトシティ」日本に応用すると

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
末
転

倒
の
事
例
を
生
ま
な
い
た
め
に
も
、
そ

の
開
発
が
持
続
可
能
性
を
高
め
て
い
る

の
か
、
地
域
の
定
住
性
を
高
め
て
い
る

の
か
、
住
み
良
い
条
件
を
つ
く
っ
て
い

る
の
か
な
ど
を
見
て
、
合
意
形
成
の
過

程
で
正
し
く
評
価
し
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
コ
ン
パ
ク

ト
そ
の
も
の
が
良
い
、
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
で
す
。
や
は
り
一
つ
の

物
差
し
で
判
断
す
る
の
は
だ
め
で
、
地

域
の
人
々
が
時
間
を
か
け
て
多
様
な
物

差
し
で
意
見
を
出
し
合
っ
て
、
心
か
ら

合
意
し
て
納
得
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
﹁
こ
れ
か
ら
は
都
心
居

住
が
良
い
﹂
と
い
う
論
調
が
一
般
的
で
、

そ
の
結
果
、
町
の
中
に
集
合
住
宅
が
建

て
ら
れ
て
建
築
紛
争
も
起
き
て
い
ま
す
。

都
心
居
住
と
か
町
中

ま
ち
な
か

居
住
と
い
う
言
葉

の
響
き
は
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
と
こ
ろ
で

は
良
さ
そ
う
で
す
が
、
プ
ロ
セ
ス
を
間

違
え
る
と
紛
争
を
起
こ
し
て
、
逆
に
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
壊
し
て
し
ま
う
危
険
性

も
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
何
度
も
言
い
ま

す
が
、
進
め
方
は
地
域
の
特
性
を
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
行
政
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
る

中
で
、
﹁
都
市
政
策
は
企
業
主
導
で
市

場
原
理
に
任
せ
た
ほ
う
が
良
い
﹂
と
唱

え
る
人
た
ち
が
、
現
在
の
政
策
に
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
問
題
の
よ
う

に
思
え
ま
す
。
し
か
し
本
来
の
都
市
は

弱
肉
強
食
を
許
さ
ず
に
、
弱
い
人
も
一

定
の
生
活
が
で
き
、
そ
れ
が
強
い
人
に

と
っ
て
も
ト
ー
タ
ル
で
は
プ
ラ
ス
に
な

る
と
い
う
場
な
の
で
す
。
企
業
も
一
定

の
抑
制
を
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
小
さ
く

す
る
こ
と
で
、
住
民
と
企
業
が
町
で
共

存
共
栄
で
き
る
わ
け
で
す
。
野
放
図
に

す
る
と
、
弱
肉
強
食
的
な
競
争
を
招
く

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
一
定
の
規

制
と
誘
導
で
、
町
と
企
業
が
と
も
に
栄

え
る
よ
う
な
状
態
を
つ
く
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

都
市
の
不
動
産
取
引
に
市
場
原
理
を

持
ち
込
み
、
一
方
的
な
規
制
緩
和
を
進

め
る
べ
き
と
唱
え
る
た
め
の
根
拠
と
し

て
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
や
都
心
居
住

が
方
便
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
重
ね
て
申

し
上
げ
ま
す
が
、
固
有
の
地
域
ご
と
に
、

コ
ン
パ
ク
ト
の
意
味
と
価
値
を
よ
く
考

え
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

結
局
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
い
う

の
は
判
断
基
準
を
示
し
た
都
市
像
で
は

な
く
、
持
続
可
能
で
あ
る
た
め
の
一
つ

の
都
市
形
態
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
く

ま
で
も
目
的
は
持
続
可
能
性
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
実
現
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
、
都
市
レ
ベ
ル
と
、
広
域
レ

ベ
ル
で
地
元
に
適
し
た
都
市
像
を
話
し

合
い
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
必

要
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
、
川

は
重
要
な
指
標
に
な
り
う
る
存
在
な
の

で
す
。

そ
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
﹁
母
都
市
の
衛
星

都
市
﹂
で
は
な
い
、
独
自
の
自
立
的
な

町
の
固
ま
り
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
も

一
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
ね
。
日
本
に
は
、

昔
か
ら
大
都
市
の
近
く
に
歴
史
的
な
中

心
地
が
あ
り
ま
し
た
。
名
古
屋
の
周
辺

に
つ
い
て
い
え
ば
、
犬
山
や
一
宮

い
ち
の
み
や

と
い

っ
た
地
域
が
そ
う
で
す
。
現
状
と
し
て

は
、
郊
外
化
に
飲
み
込
ま
れ
て
中
心
性

を
失
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
度
中
心

的
な
都
市
と
し
て
再
生
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
２
時
間
も
か
け
て
大
都
市
に

通
勤
す
る
の
で
は
な
く
、
近
く
に
職
場

を
つ
く
る
の
も
方
策
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

高
齢
者
も
多
い
地
域
で
す
か
ら
、
フ
ル

タ
イ
ム
職
場
だ
け
で
は
な
く
パ
ー
ト
タ

イ
ム
で
働
け
る
職
場
も
つ
く
る
と
、
一

層
い
い
で
す
ね
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
郊
外
に
再
編
す

る
場
合
に
は
、
川
辺
や
水
辺
の
歴
史
性

を
活
か
す
こ
と
も
大
事
で
す
。
ミ
ニ
ス

プ
ロ
ー
ル
し
た
場
所
は
原
野
に
返
す
、

と
い
う
こ
と
も
効
果
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
際
、
﹁
川
﹂
と
い
う
よ
り
﹁
流

域
﹂
で
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
例

え
ば
、
日
本
で
は
上
流
が
開
発
さ
れ
て

流
出
係
数
（
総
雨
量
に
占
め
る
流
出
量
の
割
合
）

が
増
え
る
と
、
下
流
の
大
都
市
で
都
市

水
害
が
起
き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

ま
た
、
福
井
県
の
あ
る
市
は
湧
き
水

で
有
名
な
素
晴
ら
し
い
町
で
し
た
が
、

水
源
地
を
開
発
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

湧
水
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
上
流
と
下
流
が
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
開
発
し

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
町
の
魅
力
も
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
上
流
と
下
流
が
持
ち
つ
持
た
れ
つ

の
共
存
関
係
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
す

べ
き
で
す
。
上
流
で
自
然
の
治
水
力
を

活
か
し
、
下
流
で
﹁
水
辺
に
よ
っ
て
都

市
的
な
環
境
を
楽
し
む
﹂
と
い
う
都
市

を
つ
く
る
と
い
う
よ
う
に
。
森
を
守
っ

た
り
、
水
源
を
守
る
こ
と
が
都
市
を
守

る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
考
え
方

が
不
可
欠
で
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
い
う
と
、
あ

る
一
つ
の
都
市
像
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人

が
多
い
の
で
す
が
、
も
と
は
﹁
持
続
可

能
な
開
発
﹂
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
か

ら
、
私
は
広
域
の
都
市
間
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
考
え
た
上
で
、
一
つ
の
ま
と
ま

っ
た
都
市
像
を
提
供
す
る
考
え
方
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
は

﹁
広
域
﹂
と
い
う
概
念
に
﹁
流
域
﹂
と

い
う
範
囲
を
入
れ
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を

誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
万
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
土

地
に
よ
っ
て
コ
ン
パ
ク
ト
の
意
味
、
つ

ま
り
、
﹁
高
密
度
、
複
合
機
能
﹂
の
基

準
が
異
な
り
ま
す
か
ら
。
単
に
コ
ン
パ

ク
ト
化
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
評
価

し
て
合
意
形
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。も

し
か
し
た
ら
、
今
ま
で
氾
濫
原
と

し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
場
所
を

宅
地
化
し
て
、
﹁
こ
れ
も
コ
ン
パ
ク
ト

化
で
す
﹂
と
言
う
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る

英
国
の
田
園
地
帯
の
水
路
で
は
、
ボ
ー
ト
を

楽
し
む
家
族
を
よ
く
見
か
け
る
。
下
は
テ
ム

ズ
川
。（
写
真
提
供：

海
道
清
信
）
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サケ川の伝統に組み込まれた、資源を守る仕組み

よ
う
な
管
理
シ
ス
テ
ム
が
資
源
の
持
続

可
能
性
を
保
つ
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
、

と
一
般
の
人
々
も
期
待
し
た
の
で
す
。

私
は
﹁
資
源
利
用
が
特
定
集
団
に
限

定
さ
れ
、
そ
の
集
団
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
た
あ
る
規
則
に
則
っ
て
管
理
さ
れ
利

用
さ
れ
る
共
的
資
源
、
そ
れ
ら
が
存
在

す
る
空
間
﹂
、
こ
れ
を
コ
モ
ン
ズ
と
考

え
て
い
ま
す
。

と
は
言
い
な
が
ら
も
、
現
在
、
コ
モ

ン
ズ
に
関
し
て
、
二
つ
の
意
味
が
あ
ま

り
区
別
さ
れ
ず
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。

一
つ
は
、
共
同
で
使
う
可
能
性
を
持

つ
﹁
資
源
そ
の
も
の
﹂
︵C

o
m
m
o
n

P
o
o
l
R
e
so
u
rc
e
s

︶
で
す
。
文
字
ど

お
り
、
海
、
川
、
森
林
な
ど
、
資
源
そ

の
も
の
を
指
し
ま
す
。

も
う
一
つ
の
意
味
は
、
﹁
共
同
所
有

の
資
源
﹂
︵C

o
m
m
u
n
a
l
P
ro
p
e
rty

R
e
so
u
rce

s

︶
で
、
資
源
と
そ
れ
を
取

り
巻
く
シ
ス
テ
ム
の
両
方
を
表
し
ま
す
。

ど
ち
ら
も
、
よ
く
Ｃ
Ｐ
Ｒ
と
略
さ
れ
、

文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け
さ
れ
た
り
、

区
別
せ
ず
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
共
同
所
有
の
資
源
﹂
と
い
う
後
者

の
言
葉
を
使
う
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に

人
々
が
共
同
し
て
資
源
を
利
用
し
、
共

同
で
分
配
、
維
持
管
理
し
て
い
る
か
と

い
う
シ
ス
テ
ム
に
目
が
向
き
ま
す
。
今

回
も
、
た
だ
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
と
き
は
、

こ
ち
ら
の
意
味
で
使
い
ま
す
。

一
方
、
前
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
の
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん

な
が
ア
ク
セ
ス
し
た
い
資
源
そ
の
も
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
一
個
人
で
独
占
す

る
こ
と
も
、
国
が
独
占
す
る
こ
と
も
、

ま
た
、
み
ん
な
で
使
う
こ
と
も
可
能
で

す
。
こ
の
言
葉
に
は
、
資
源
を
ど
う
所

有
し
利
用
す
る
か
と
い
う
意
味
は
本
来

は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
ア
ワ
ビ
の
例
で
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
ア
ワ
ビ
そ
の
も
の
は
単
に

前
者
の
﹁
資
源
そ
の
も
の
﹂
で
す
。

し
か
し
、
ア
ワ
ビ
の
生
息
数
が
常
に

一
定
以
上
に
な
る
よ
う
に
す
る
に
は
、

再
生
可
能
な
漁
獲
数
を
超
え
て
乱
獲
し

な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
漁
場
が
設
定
さ
れ
、
漁

場
で
操
業
す
る
権
利
つ
ま
り
利
用
権
が

設
定
さ
れ
て
、
そ
れ
を
組
合
な
ど
が
管

理
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
操
業
制
限
が
行

な
わ
れ
た
り
、
誰
か
が
密
漁
を
し
な
い

よ
う
に
監
視
し
、
そ
れ
を
破
る
と
相
応

の
制
裁
措
置
が
取
ら
れ
た
り
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
、
ア
ワ

ビ
そ
の
も
の
、
ア
ワ
ビ
が
捕
れ
る
漁
場
、

利
用
権
、
管
理
組
織
、
こ
れ
ら
を
含
め

て
﹁
共
同
所
有
の
資
源
﹂
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

資
源
と
い
っ
て
も

い
ろ
い
ろ
あ
る

今
コ
モ
ン
ズ
の
話
を
し
ま
し
た
が
、

そ
こ
で
人
々
が
何
を
資
源
と
し
て
見
る

か
と
い
う
の
は
重
要
な
こ
と
で
す
。
一

口
に
﹁
川
が
資
源
で
あ
る
﹂
と
言
っ
て

都市の川を
現代のコモンズに

コ
モ
ン
ズ
と
は
何
か

コ
モ
ン
ズ
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
生
物
学

者
ガ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
１
９
６

９
年
（
昭
和
44
）
に
書
い
た
﹃
コ
モ
ン
ズ

の
悲
劇
︵T
h
e
T
ra
g
e
d
y
o
f
th
e

C
o
m
m
o
n
s
)

﹄
が
き
っ
か
け
で
す
。

彼
は
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
土
地
利
用

形
態
で
あ
る
コ
モ
ン
ズ
︵
共
有
地
︶
を

題
材
に
、
﹁
共
同
で
利
用
さ
れ
る
資
源

は
、
遠
か
ら
ず
荒
廃
し
て
い
く
﹂
こ
と

を
﹁
牧
草
地
の
悲
劇
﹂
と
い
う
例
え
で

説
明
し
ま
し
た
。

仮
に
、
あ
る
限
ら
れ
た
牧
草
地
の
中

に
、
10
頭
ず
つ
の
羊
を
持
っ
て
い
る
４

人
の
農
夫
が
放
牧
を
し
て
い
る
と
仮
定

し
ま
す
。
羊
が
牧
草
地
に
か
け
る
負
荷

は
４
人
が
均
等
に
負
担
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ず
る
い
人
間
が
１
人
い
て
、

ど
ん
ど
ん
自
分
の
羊
を
増
や
し
た
と
し

ま
す
。
そ
の
人
間
が
１
頭
増
や
す
と
、

そ
の
利
益
は
増
や
し
た
人
間
の
も
の
と

な
る
。
一
方
、
１
頭
増
や
し
た
た
め
に

土
地
に
か
か
る
負
担
は
４
人
で
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
残
り

の
３
人
も
単
純
に
損
し
な
い
よ
う
に
１

頭
ず
つ
増
や
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に

こ
の
牧
草
地
は
滅
ぶ
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
話
の
ミ
ソ
は
、
自
分
か
ら
こ
の

ゲ
ー
ム
を
や
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。

な
ぜ
な
ら
、
羊
を
誰
か
が
増
や
す
と
自

分
が
損
し
て
し
ま
う
た
め
で
、
増
や
し

続
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
悪
循
環
に

陥
り
ま
す
。
こ
の
牧
草
地
で
起
き
る
ジ

レ
ン
マ
状
況
を
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
は
地
球

に
あ
て
は
め
て
説
明
し
た
の
で
す
。

そ
の
根
本
に
あ
っ
た
の
は
、
地
球
規

模
の
問
題
で
す
。
地
球
全
体
の
中
の
資

源
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

に
利
用
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
地
球
に
負
担
を
か
け
な
い
か
。

こ
う
い
う
大
き
な
問
題
を
説
明
す
る
た

め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ち
ょ
っ
と
し
た
小

さ
な
事
例
を
扱
っ
た
の
で
す
。

ハ
ー
デ
ィ
ン
は
コ
モ
ン
ズ
の
世
界
を
、

み
ん
な
が
た
だ
乗
り
を
す
る
フ
リ
ー
ラ

イ
ダ
ー
の
世
界
と
捉
え
、
管
理
が
存
在

し
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
現
実
を

見
る
と
そ
う
で
は
な
く
、
共
同
で
管
理

さ
れ
て
い
る
コ
モ
ン
ズ
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
管
理
形
態
や
使
用
形
態
な
ど
の
シ
ス

テ
ム
、
あ
る
種
の
コ
ン
ト
ー
ル
・
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
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都市の川を現代のコモンズに

隣
同
士
の
ム
ラ
で
漁
場
争
い
が
あ
り
、

塚
を
築
い
て
境
界
を
守
る
と
い
う
こ
と

で
落
ち
着
い
た
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
に
も
、
隣

村
と
の
揉
め
事
が
再
燃
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
﹁
川
は
ム
ラ
の
も
の
﹂
で
は
済

ま
ず
、
﹁
大
川
流
域
全
体
の
共
有
の
空

間
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
１
７
９
６
年
（
寛
政
８
）
に
上

流
の
集
落
が
連
合
し
て
、
下
流
の
集
落

で
行
な
っ
た
流
し
網
漁
の
差
し
止
め
を

要
求
し
ま
し
た
。
流
し
網
で
サ
ケ
を
根

こ
そ
ぎ
捕
ま
え
て
し
ま
う
た
め
に
サ
ケ

が
上
流
に
上
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
上

流
が
一
致
団
結
し
て
直
談
判
を
し
た
の

で
す
。
流
し
網
の
ほ
う
が
コ
ド
漁
よ
り

ず
っ
と
効
率
的
で
す
が
、
明
治
維
新
の

時
点
で
は
消
え
て
い
ま
す
。
コ
ド
漁
が

残
っ
た
理
由
は
、
多
分
上
流
側
の
言
い

分
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

近
世
の
津
軽
石
川
（
現
・
岩
手
県
宮
古
市
）

な
ど
で
は
、
サ
ケ
が
藩
の
重
要
な
投
資

対
象
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
商
業
資

本
が
入
り
、
支
配
者
の
論
理
か
ら
サ
ケ

漁
の
権
限
を
ム
ラ
か
ら
取
り
上
げ
て
独

占
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
大
川
が
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
江
戸

時
代
に
支
配
者
が
頻
繁
に
変
わ
り
、
統

一
的
な
川
管
理
の
政
策
が
で
き
な
か
っ

た
点
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
川
は

も
、
川
全
体
が
資
源
な
の
か
、
川
の
水

が
資
源
な
の
か
、
魚
が
資
源
な
の
か
と
、

い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
資
源
を
﹁
資
源

素
﹂
と
、﹁
資
源
素
﹂
が
複
合
し
て
存
在

す
る
場
と
し
て
の
﹁
資
源
系
﹂
に
区
別

す
る
と
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
の
で
す
。

先
程
挙
げ
た
よ
う
に
、
川
一
つ
と
っ

て
も
﹁
水
﹂
そ
の
も
の
や
﹁
魚
﹂
、
さ

ら
に
は
﹁
発
電
源
﹂
、
﹁
航
路
﹂
﹁
飲
料

水
の
供
給
源
﹂
と
し
て
の
川
な
ど
、
人

が
川
に
見
出
し
て
い
る
資
源
の
要
素
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
の
よ
う
に
﹁
資
源

素
﹂
と
は
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
資
源
と

し
て
見
出
し
て
い
る
﹁
要
素
﹂
を
指
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
川
、
海
、
山
な
ど
は
実
体
と

し
て
あ
り
、
か
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
資
源

素
を
内
包
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
資
源
素
を
内
包
し
て
い
る
よ

う
な
資
源
の
総
体
を
﹁
資
源
系
﹂
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
資
源
系
の

中
に
、
多
様
な
利
用
価
値
を
持
っ
た
資

源
素
を
、
人
が
見
つ
け
出
す
と
考
え
れ

ば
よ
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
、
例
え
ば
、

資
源
系
の
レ
ベ
ル
で
は
同
じ
﹁
川
を
守

る
﹂
と
言
っ
て
い
て
も
、
資
源
素
の
レ

ベ
ル
ま
で
下
り
る
と
、
あ
ち
ら
を
立
て

れ
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
に
な
る
こ
と
も

多
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

す
。
川
に
ダ
ム
を
つ
く
り
水
資
源
を
確

保
す
る
こ
と
は
、
川
と
い
う
資
源
系
の

持
っ
て
い
る
﹁
水
資
源
﹂
と
い
う
資
源

素
を
大
き
く
し
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と

魚
が
上
流
に
上
ら
な
く
な
る
と
い
う
よ

う
に
、
別
の
資
源
素
が
衰
退
す
る
場
合

が
あ
る
か
ら
で
す
。

同
じ
川
で
も
、
こ
の
よ
う
な
資
源
素

の
組
み
合
わ
せ
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
ど

れ
が
大
切
か
は
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
源
を
見
出

し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
法
が
あ

り
、
そ
の
利
用
法
を
取
り
巻
く
背
景
に

人
間
関
係
が
つ
い
て
く
る
。
こ
の
連
鎖

関
係
を
見
な
い
と
、
な
ぜ
住
民
同
士
あ

る
い
は
住
民
と
行
政
の
摩
擦
な
ど
が
発

生
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
が

わ
か
れ
ば
対
処
の
方
法
も
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

資
源
素
、
資
源
系
、
地
域
の
条
件
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
、
場
所
に

よ
り
異
な
る
こ
れ
ら
の
連
鎖
を
き
ち
ん

と
と
ら
え
な
い
と
、
コ
モ
ン
ズ
の
話
も

始
ま
り
ま
せ
ん
。

コ
ド
漁

私
は
、
新
潟
県
岩
船

い
わ
ふ
ね

郡
の
大

お
お

川
か
わ

と
い

う
川
に
、
20
年
前
か
ら
通
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
コ
ド
漁
と
い
う
古
い
サ
ケ

漁
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

サ
ケ
漁
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
中
で
、

い
ろ
い
ろ
な
人
間
関
係
を
つ
く
っ
た
り
、

川
を
保
全
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て

い
ま
す
。
い
わ
ば
、
利
用
し
な
が
ら
守

っ
て
い
る
例
で
す
。
し
か
し
、
漁
師
が

上：コド漁
下：大川
（写真提供：菅豊）

﹁
川
を
き
れ
い
に
し
よ
う
﹂
と
考
え
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
サ
ケ
漁
を
す
る

こ
と
が
サ
ケ
が
上
っ
て
く
る
環
境
を
つ

く
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
環
境
保
全
と

一
致
し
ま
す
。
自
然
環
境
と
関
係
を
持

ち
な
が
ら
利
用
す
る
と
い
う
行
為
を
と

お
し
て
、
生
活
の
中
に
実
益
を
取
り
込

ん
で
環
境
を
維
持
、
保
全
す
る
方
法
が

あ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
ま
す
。

こ
こ
で
自
然
と
人
の
関
係
を
判
断
す

る
基
準
と
し
て
私
が
参
考
に
し
て
い
る

の
が
、
前
代
か
ら
伝
わ
っ
て
き
て
い
る

コ
モ
ン
ズ
の
﹁
伝
統
﹂
で
す
。
コ
モ
ン

ズ
は
、
長
い
間
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

が
、
必
要
に
応
じ
て
資
源
を
利
用
し
て

き
た
歴
史
の
安
定
し
た
到
達
点
だ
か
ら

で
す
。
安
定
し
な
い
と
、
利
用
す
べ
き

資
源
は
す
で
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る

は
ず
で
す
。
あ
る
程
度
資
源
量
が
確
保

さ
れ
て
続
い
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
背

景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
の
中

で
安
定
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
得
た
、
つ

ま
り
そ
の
時
代
状
況
に
あ
っ
て
は
う
ま

く
い
っ
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
証
明
に

な
り
う
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

コ
ド
漁
と
い
う
の
は
、
コ
ド
と
い
う

仕
掛
け
の
上
で
２
、
３
時
間
じ
ー
っ
と

待
ち
、
漁
具
で
引
っ
か
け
る
、
非
常
に

効
率
が
悪
い
漁
で
す
。
な
ぜ
、
こ
ん
な

に
効
率
の
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
が
問

題
で
す
。
現
に
、
大
半
の
河
川
で
は
こ

の
よ
う
な
漁
法
は
継
承
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。実

は
、
２
５
０
年
前
、
大
川
沿
岸
の
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越
後
の
一
番
北
で
、
消
費
地
か
ら
も
遠

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
重
な
っ

て
、
コ
ド
漁
が
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
単
純
に
﹁
残
っ
た
﹂
の
で
は
な

く
﹁
残
さ
れ
た
﹂
と
考
え
る
べ
き
な
の

で
す
。

﹁
川

か

わ

分わ

け
﹂

コ
モ
ン
ズ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

サ
ケ
川
と
い
う
の
は
、
川
で
サ
ケ
を

捕
る
権
利
と
場
所
を
意
味
し
ま
す
。
そ

の
サ
ケ
川
の
権
限
は
ム
ラ
に
帰
属
し
ま

す
か
ら
、
ム
ラ
ご
と
に
漁
場
区
に
川
を

分
け
て
い
ま
す
。
そ
の
川
の
漁
場
区
を
、

さ
ら
に
個
人
の
場
所
に
分
け
る
の
で
す
。

昔
は
、
ム
ラ
の
い
ろ
い
ろ
な
義
務
を

履
行
す
る
人
が
、
サ
ケ
川
漁
業
に
加
入

で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
村

の
総
会
と
自
治
会
費
を
納
め
る
寄
り
合

い
が
年
２
回
行
な
わ
れ
、
そ
の
内
の
１

回
の
席
上
﹁
川
分
け
﹂
と
い
う
入
札
を

し
ま
す
。
場
所
の
数
以
上
に
組
合
員
が

い
た
と
い
う
具
合
で
す
か
ら
、
希
望
者

全
員
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
場
所
に
値
段
を
つ
け
、
一
番

高
い
値
を
つ
け
た
人
が
落
札
し
ま
す
。

１
９
８
４
年
（
昭
和
59
）
の
入
札
を
見

る
と
（
上
図
）
、
６
名
の
参
加
が
あ
り
ま

す
。
＊
印
の
つ
い
て
い
る
人
が
落
札
者
。

私
が
世
話
に
な
っ
た
﹁
じ
い
ち
ゃ
ん
﹂

は
６
番
と
８
番
が
好
き
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
と
、
各
人
の
付
け
値
の
平
均
額
を

見
る
と
、
﹁
じ
い
ち
ゃ
ん
﹂
が
一
番
サ

ケ
漁
に
熱
心
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

コ
ド
漁
は
２
０
０
年
以
上
も
続
き
、

各
場
所
で
毎
年
ど
れ
く
ら
い
捕
れ
る
か

は
、
み
ん
な
何
十
年
も
や
っ
て
い
る
の

で
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
好
き
な
場
所
も

決
ま
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
他
の
人
間
も

わ
か
っ
て
い
る
。
﹁
じ
い
ち
ゃ
ん
は
こ

こ
を
狙
っ
て
く
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ

る
程
度
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
敢
え
て

競
争
は
し
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
暗
黙

の
了
解
で
、
値
段
や
場
所
が
決
ま
っ
て

く
る
の
で
す
。

み
ん
な
が
﹁
こ
こ
は
捕
れ
る
﹂
と
思

っ
て
い
る
場
所
は
、
12
万
８
０
０
０
円

で
落
札
さ
れ
た
４
番
だ
と
い
う
こ
と
も

わ
か
り
ま
す
。
相
場
は
10
万
円
前
後
で

す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
を
使
い
た

い
人
は
、
相
場
に
多
少
上
乗
せ
を
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
入
札
で
得
ら
れ

た
金
は
古
く
は
ム
ラ
で
管
理
し
、
祭
り

の
費
用
に
な
っ
た
り
、
全
戸
に
平
等
に

分
配
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
川
の
収
益

も
、
公
的
な
資
源
と
し
て
重
要
だ
っ
た

の
で
す
。

ま
た
﹁
差
し
引
き
﹂
と
い
う
仕
組
み

が
あ
り
ま
す
。
入
札
を
開
封
す
る
前
に
、

１
度
だ
け
値
段
を
変
え
る
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
る
仕
組
み
で
す
。
１
０
０
円
足
す

と
か
、
５
０
０
０
円
引
く
と
か
い
い
ま

す
。
こ
れ
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
決
着
し

ま
す
。
サ
ケ
を
捕
る
だ
け
で
は
な
く
、

入
札
自
体
の
楽
し
み
が
あ
る
の
で
す
。

人
と
自
然
の
つ
き
合
い
の
中
に
は
、
獲

ムラごとに大きく分けられた大川の漁場区（上）は、ム
ラの中で各個人に割り当てるために「場所」割り（右）
がされている。右図は「じいちゃん」の住むムラの例。

下：川分けの入札状況。表頭の1～8の番号が
「場所」割り図の一～八に対応している。

大川の河原に広がる河原畑。自分で食べたいものをつくる。
（写真・図表提供：菅豊）
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物
が
捕
れ
た
と
い
う
結
果
だ
け
で
は
な

く
、
シ
ス
テ
ム
が
楽
し
い
と
い
う
側
面

が
あ
り
ま
す
ね
。

川
分
け
の
入
札
の
と
き
に
は
、
必
ず

隣
の
ム
ラ
の
者
が
立
ち
会
っ
て
境
界
を

確
認
し
ま
す
。
入
札
す
る
前
に
み
ん
な

で
川
を
見
る
わ
け
で
す
。
杭
は
打
た
ず

に
、
棒
を
持
っ
て
右
だ
左
だ
と
言
う
。

１
年
経
て
ば
川
は
変
わ
り
ま
す
か
ら
、

﹁
今
年
は
、
こ
の
場
所
は
悪
い
な
あ
﹂

と
言
う
者
も
現
れ
ま
す
。
実
は
、
つ
ぶ

や
い
た
本
人
は
そ
こ
が
欲
し
い
。
既
に

駆
け
引
き
が
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

人
間
関
係
と
サ
ケ
漁
は

互
い
に
影
響
し
合
う
関
係

こ
の
サ
ケ
漁
の
ベ
ー
ス
に
は
、
ム
ラ

社
会
の
つ
き
あ
い
が
あ
り
ま
す
。
コ
モ

ン
ズ
を
支
え
る
人
間
関
係
が
な
い
と
、

コ
モ
ン
ズ
は
維
持
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
一
方
で
は
、
サ
ケ
漁
が
人
間
関
係
を

つ
く
る
側
面
も
あ
り
ま
す
。
サ
ケ
漁
が

人
間
関
係
を
つ
く
り
、
人
間
関
係
が
サ

ケ
漁
を
生
む
と
い
う
、
相
補
い
合
う
関

係
が
存
在
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
川

を
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
利
用
し
た
り
川
を

守
る
と
い
う
行
為
は
、
川
に
か
か
わ
る

こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
効
果

が
期
待
で
き
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、
川
岸
に
点
在
す
る
小
屋
に

は
漁
を
す
る
人
々
が
集
ま
り
、
酒
を
飲

み
、
漁
を
だ
し
に
人
間
関
係
を
楽
し
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
で
サ
ケ
漁

の
情
報
も
伝
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
﹁
下

流
で
昨
日
甚
兵
衛
が
取
り
損
ね
た
の
は

す
ご
い
大
物
だ
っ
た
ぞ
﹂
と
い
う
話
が

上
流
に
伝
わ
り
、
﹁
あ
れ
は
橋
の
所
で

与
作
が
捕
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
話
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
誰
か
が
捕
り
損
ね
た

サ
ケ
を
捕
る
の
も
、
日
頃
の
つ
き
合
い

で
情
報
を
共
有
す
る
間
柄
か
ら
生
ま
れ

る
名
誉
な
の
で
す
。
一
見
、
﹁
サ
ケ
が

捕
れ
て
う
れ
し
い
﹂
と
見
え
る
こ
と
も
、

実
は
も
っ
と
複
雑
で
、
い
ろ
い
ろ
な
楽

し
み
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ

か
ら
、
彼
ら
は
コ
ド
漁
を
捨
て
な
い
と

い
い
、
一
方
、
そ
う
い
う
論
理
は
、
行

政
側
で
は
な
か
な
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

大
川
で
は
、
女
性
が
河
原
で
畑
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。
砂
地
の
小
さ
な
畑
は
、

家
庭
菜
園
の
よ
う
で
す
。
特
に
中
流
域

は
河
原
が
広
い
の
で
、
モ
ザ
イ
ク
状
に

広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
所
に
、

伝
統
的
な
作
物
が
残
り
ま
す
。
豆
で
も
、

古
い
、
自
分
の
所
で
し
か
使
わ
な
い
よ

う
な
、
商
売
に
な
ら
な
い
も
の
を
植
え

る
。
自
分
で
食
べ
た
い
も
の
を
つ
く
る

わ
け
で
す
。
赤
カ
ブ
も
つ
く
り
ま
す
。

も
う
稼
ぐ
必
要
の
な
い
と
い
う
人
は
、

自
分
の
所
有
す
る
畑
は
放
っ
て
お
い
て

河
原
畑
で
食
べ
る
く
ら
い
の
も
の
を
つ

く
る
。

昔
は
、
無
所
有
層
が
河
原
を
開
拓
し

て
、
自
分
た
ち
の
日
常
必
要
な
も
の
を

つ
く
っ
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い

で
し
ょ
う
ね
。
河
原
の
持
つ
、
弱
者
救

済
機
能
で
す
。
今
は
、
別
の
場
所
に
広

い
畑
を
持
っ
て
い
る
人
で
も
、
河
原
畑

に
通
っ
て
く
る
例
も
あ
る
よ
う
で
す
。

河
原
に
行
け
ば
、
他
の
お
ば
あ
さ
ん
と

会
え
ま
す
か
ら
ね
。

河
原
畑
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
社
会

シ
ス
テ
ム
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
が
、
不
文
律
の
人
間
関
係
が
あ
る
。

意
図
せ
ざ
る
結
果
を

も
た
ら
す
シ
ス
テ
ム

川
に
は
、
﹁
俺
た
ち
の
川
﹂
と
い
う

村
ご
と
の
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
と

ら
え
ら
れ
た
コ
モ
ン
ズ
の
意
識
と
、
大

き
な
流
域
か
ら
見
た
コ
モ
ン
ズ
と
い
う

意
識
が
二
重
に
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
ら
を
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
も
重
層

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
落
札
し
て
得
た

﹁
川
の
こ
の
場
所
は
俺
の
も
の
だ
﹂
と

い
う
個
の
意
識
も
あ
る
。
こ
う
し
た
感

覚
が
、
川
の
所
有
意
識
の
萌
芽
な
の
で

す
。彼

ら
が
、
こ
こ
に
来
て
釣
り
を
す
る

都
会
人
と
明
ら
か
に
違
う
の
は
、
彼
ら

が
こ
こ
で
歴
史
と
、
そ
の
歴
史
の
背
景

に
存
在
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
背
負
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
彼
ら
は
、
自
分
た

ち
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム

が
結
果
と
し
て
、
川
の
保
全
に
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
本
当
に
川
に
敏
感
で
、
ち
ょ

っ
と
で
も
水
が
濁
っ
て
い
る
と
自
転
車

を
漕
い
で
、
み
ん
な
で
上
流
に
上
が
っ

都市の川を現代のコモンズに

都
市
の
中
に
里
川
を
拡
張
し
て
い
こ

う
と
考
え
た
と
き
に
問
題
と
な
る
の
は
、

多
様
な
人
が
多
様
な
価
値
観
を
持
っ
て

い
る
た
め
、
一
つ
の
価
値
観
で
ま
と
め

き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
る
と
、

お
互
い
の
信
頼
関
係
が
築
け
な
い
し
、

信
頼
で
き
な
い
人
を
し
ば
る
規
則
も
つ

く
り
づ
ら
く
な
り
ま
す
。

裏
返
し
て
い
う
な
ら
ば
、
川
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的

紐
帯
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
市
の
川
を

コ
モ
ン
ズ
に
す
る
戦
略

昨
年
４
月
に
、
﹁
河
川
敷
に
不
法
菜

園
﹂
と
見
出
し
の
つ
い
た
新
聞
記
事
を

目
に
し
ま
し
た
。
東
京
都
江
戸
川
区
、

新
中
川
で
の
話
で
す
。
河
川
敷
を
菜
園

と
し
て
利
用
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。

そ
の
人
た
ち
に
河
川
管
理
事
務
所
が
立

ち
退
き
命
令
を
出
し
、
最
終
的
に
は
強

制
撤
去
し
ま
し
た
。
大
川
の
河
原
畑
で

は
う
ま
く
い
っ
た
も
の
が
、
都
市
で
は

う
ま
く
機
能
し
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
事
件
は
象
徴
的
で
、
私
は
こ
の

事
件
に
つ
い
て
の
意
見
を
ま
と
め
て
み

ま
し
た
。

行
政
側
へ
の
意
見
と
し
て
は
、
﹁
管

理
﹂
を
狭
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
の

が
私
の
印
象
で
す
。
河
川
敷
に
管
理
事

務
所
は
﹁
防
災
の
観
点
か
ら
危
険
で
あ

る
か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
な
﹂
と
言
う
。

こ
の
考
え
方
が
狭
い
。
問
題
は
構
築
物

て
い
く
。
す
る
と
ト
ラ
ッ
ク
を
洗
っ
て

い
る
人
が
い
た
、
と
い
う
例
も
あ
り
ま

す
。
﹁
何
で
俺
た
ち
に
言
わ
な
い
で
、

上
流
で
工
事
す
る
ん
だ
﹂
と
役
場
に
駆

け
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら

を
自
然
の
管
理
者
と
見
る
必
要
は
な
い

け
れ
ど
、
明
ら
か
に
本
人
た
ち
の
意
図

と
は
別
に
、
管
理
者
の
役
割
は
果
た
し

て
い
ま
す
。

大
川
も
後
継
者
が
い
な
く
な
り
、
入

札
を
や
め
た
所
も
あ
り
ま
す
。
入
札
を

や
め
て
み
ん
な
で
平
等
に
管
理
を
負
担

す
る
と
い
う
方
向
に
い
っ
た
所
も
あ
り

ま
す
。
コ
モ
ン
ズ
を
維
持
す
る
た
め
の

条
件
と
し
て
は
、
参
加
者
の
人
数
や
資

源
量
、
経
済
性
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
も
の
が
ぴ
っ
た
り
合
わ
な
い
と

コ
モ
ン
ズ
は
維
持
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

ら
が
変
化
し
て
い
く
中
で
は
、
コ
モ
ン

ズ
を
維
持
す
る
仕
組
み
も
変
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
は
当
然
で
す
。

い
ま
、
世
界
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て

い
る
の
は
、
多
様
な
成
員
と
コ
モ
ン
ズ

を
維
持
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か

と
い
う
問
題
で
す
。
日
本
は
、
海
外
に

比
べ
る
と
均
質
な
社
会
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
さ
ま

ざ
ま
に
異
な
っ
た
社
会
階
層
、
経
済
階

層
の
人
々
、
す
な
わ
ち
、
価
値
観
が
大

き
く
異
な
っ
た
人
々
が
、
同
じ
空
間
の

資
源
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
が
普
通
の
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
調

整
す
る
か
が
、
大
き
な
問
題
と
な
り
ま

す
。



18

都
市
で
も
、
川
に
か
か
わ
る
人
間
関
係

を
生
み
出
す
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

﹁
人
間
関
係
を
形
成
す
る
た
め
に
川
を

使
い
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
仕
組
み
を
構

築
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
菜
園
づ
く
り
が
単
な
る

お
金
で
面
倒
な
負
担
を
避
け
る
よ
う
な

行
為
で
あ
っ
て
は
だ
め
な
の
で
す
。

人
々
の
関
係
が
生
む
﹁
里
川
﹂

組
織
や
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、
つ
く

る
よ
り
も
維
持
し
て
守
ら
せ
る
の
に
骨

が
折
れ
ま
す
。
組
織
や
ル
ー
ル
が
上
か

ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
守
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
し
か
し
コ
モ
ン
ズ
を
維
持

し
て
い
る
集
団
が
、
長
い
時
間
を
か
け

て
培
わ
れ
た
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
は
、

成
員
に
納
得
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ

と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
大
川

の
コ
ド
漁
に
携
わ
る
人
た
ち
に
は
、
守

ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
た

こ
と
も
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
、
正
当
性
も
大
事
で
す
ね
。

こ
れ
も
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
違
う
の

で
す
が
、
現
代
の
社
会
で
、
平
等
や
公

正
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
は
コ
モ
ン
ズ
と

し
て
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
で
認
め
ら
れ
る
正
当
性
を
持
た
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
基
本
的
な
信
頼
関
係
が
あ
る

社
会
は
発
展
し
や
す
い
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
信
頼
関
係

を
生
む
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
﹁
社

会
関
係
資
本
﹂（S

ocialC
apital)

と
呼
び
ま

す
。
た
だ
人
が
集
ま
っ
て
も
、
信
頼
関

係
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
逆
説
的
で
す
が
、

人
間
関
係
を
網
の
目
の
よ
う
に
つ
く
っ

て
い
か
な
く
て
は
信
頼
関
係
は
生
ま
れ

な
い
の
で
す
。
例
え
ば
菜
園
を
と
お
し

て
人
間
関
係
が
で
き
る
と
、
い
つ
の
間

に
か
そ
れ
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

い
く
つ
も
で
き
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ

れ
が
社
会
関
係
資
本
と
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
で
す
。
そ
の
た

め
に
川
は
資
源
と
し
て
注
目
す
べ
き
存

在
で
す
。

湾
処

わ

ん

ど

と
呼
ば
れ
る
川
の
淀
み
や
淵
を

人
工
的
に
つ
く
っ
て
も
守
る
人
が
い
な

く
て
は
、
川
は
き
れ
い
に
な
り
ま
せ
ん
。

目
に
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
背
後

に
あ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
河
原

の
グ
ラ
ン
ド
で
野
球
を
し
て
い
る
人
々

も
、
た
だ
﹁
野
球
を
し
て
い
る
﹂
で
は

な
く
、
﹁
河
川
敷
を
利
用
し
て
い
る
﹂

と
い
う
意
識
が
大
事
で
す
ね
。
自
分
た

ち
が
資
源
素
と
し
て
見
て
い
る
も
の
を

ど
ん
ど
ん
特
化
し
て
い
く
と
、
資
源
系

全
体
と
し
て
の
川
が
見
え
な
く
な
り
が

ち
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
川

が
な
け
れ
ば
自
分
と
社
会
と
の
か
か
わ

り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
意

識
の
持
て
る
川
。
こ
れ
が
里
川
な
の
で

し
ょ
う
ね
。

で
す
が
、
構
築
物
を
つ
く
る
こ
と
と
菜

園
化
す
る
こ
と
は
、
別
の
次
元
の
問
題

で
す
。
そ
れ
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
な

の
で
す
。

と
い
う
の
も
、
河
川
敷
の
菜
園
利
用

を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
適
切
な
利

用
シ
ス
テ
ム
を
積
極
的
に
つ
く
り
上
げ

る
ほ
う
が
有
益
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

第
一
に
、
限
ら
れ
た
都
市
空
間
の
有
効

利
用
が
で
き
ま
す
。
ス
ペ
ー
ス
が
な
い

所
で
菜
園
を
作
り
た
い
と
い
う
市
民
の

思
い
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第

二
に
、
河
川
敷
を
利
用
す
る
こ
と
で
環

境
保
全
が
で
き
る
。
菜
園
は
、
菜
園
づ

く
り
を
行
な
わ
な
い
地
元
住
民
か
ら
は

﹁
景
観
が
悪
い
﹂﹁
環
境
を
荒
ら
し
て
い

る
﹂
と
否
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
河
川
管
理
事
務
所
の
言

い
分
の
裏
づ
け
に
も
な
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
は
問
題
の
所
在
が
違
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
野
放
図
な
利

用
や
、
菜
園
化
し
た
結
果
を
引
き
受
け

よ
う
と
し
な
い
無
責
任
な
利
用
が
問
題

な
の
で
あ
っ
て
、
菜
園
化
そ
の
も
の
が

問
題
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

管
理
シ
ス
テ
ム
の
不
在
が
問
題
な
の
で

あ
っ
て
、
菜
園
化
そ
の
も
の
は
、
河
原

に
ゴ
ミ
を
放
置
す
る
よ
う
な
も
の
と
は

違
い
ま
す
。
適
正
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ

ば
、
不
法
投
棄
な
ど
を
や
め
さ
せ
る
と

い
っ
た
﹁
有
益
な
違
法
行
為
﹂
に
な
り

う
る
の
で
は
な
い
か
。
菜
園
化
す
る
こ

と
で
、
河
川
敷
で
菜
園
を
つ
く
る
人
は
、

あ
る
種
の
河
川
敷
の
管
理
者
と
し
て
、

河
川
事
務
所
の
仕
事
の
一
部
を
担
っ
て

く
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
責
任
あ
る
利

用
者
を
育
て
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

無
責
任
な
菜
園
利
用
者
が
い
く
ら
増
え

て
も
、
環
境
保
全
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

河
川
を
守
る
と
い
う
責
任
あ
る
人
々
を

育
て
る
こ
と
は
、
河
川
の
保
全
に
つ
な

が
り
ま
す
。
そ
う
し
た
人
々
を
育
成
す

る
の
に
は
、
菜
園
は
効
果
的
だ
ろ
う
と

考
え
ま
し
た
。
第
三
に
、
菜
園
に
よ
っ

て
新
し
い
人
間
関
係
を
つ
く
り
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
菜
園
を

維
持
す
る
過
程
で
は
、
菜
園
づ
く
り
を

行
な
う
人
が
組
織
を
つ
く
り
、
一
定
の

ル
ー
ル
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

ム
ラ
に
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
既

に
あ
り
、
都
市
で
は
こ
れ
か
ら
つ
く
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
は
対
話
で

す
。
そ
う
い
う
組
織
が
で
き
れ
ば
、
河

川
敷
の
適
切
な
管
理
が
そ
の
人
た
ち
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
す
。

で
す
か
ら
私
は
、
こ
こ
を
単
純
に
菜

園
と
し
て
開
放
し
ろ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

年
間
使
用
料
い
く
ら
で
、
こ
の
区
画
を

使
い
な
さ
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
だ
め

な
の
で
す
。
組
織
的
に
河
川
の
ゴ
ミ
を

拾
う
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
管
理
行
為
に

か
か
わ
り
、
義
務
を
負
う
。
勝
手
気
ま

ま
に
振
る
舞
う
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
は
排

除
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
組
織
は
、
人
間
関
係
の

希
薄
な
都
市
社
会
に
、
新
し
い
人
間
関

係
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

川
を
守
る
た
め
の
組
織
は
、
何
も
な
い
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現代都市の「里という居住地」とは

現
代
都
市
の﹁

里
と
い
う
居
住
地
﹂
と
は

東
京
・
上
野
の
北
に
広
が
る
﹁
谷や

中
な
か

・
根
津

ね

づ

・
千
駄
木

せ

ん

だ

ぎ

﹂
地
域
、
通
称

﹁
谷
根
千

や

ね

せ

ん

﹂
は
、
か
つ
て
流
れ
て
い
た

藍
染

あ
い
ぞ
め

川
の
周
り
に
広
が
っ
た
都
市
の
記

憶
が
残
る
場
所
で
す
。
こ
の
地
で
、
地

域
雑
誌
﹃
谷
根
千
﹄
を
20
年
余
り
に
わ

た
り
発
行
し
続
け
て
い
る
森
ま
ゆ
み
さ

ん
と
、
東
京
の
探
検
と
解
読
を
続
け
て

き
た
陣
内
秀
信
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が

い
ま
し
た
。

﹁
都
市
再
生
﹂
と
い
う
言
葉
を
よ
く
目

に
し
ま
す
が
、
﹃
谷
根
千
﹄
と
い
う
地

域
雑
誌
が
20
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て

続
い
て
き
た
背
景
に
、
居
住
地
の
歴
史

や
川
と
の
か
か
わ
り
、
﹁
都
市
の
暮
ら

し
を
守
り
、
持
続
さ
せ
る
働
き
﹂
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

森

ま
ゆ
み

も
り

ま
ゆ
み

作
家

地
域
雑
誌
﹃
谷
中
・
根
津
・
千
駄
木
﹄
編
集
人

東
京
都
文
京
区
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
業
。
１
９

８
４
年
に
地
域
雑
誌
『
谷
中
・
根
津
・
千
駄
木
』

（
愛
称
　
谷
根
千
）
を
創
刊
。
雑
誌
を
続
け
な
が
ら
、

作
家
活
動
と
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
。
主
な
著
書
に

『
即
興
詩
人
の
イ
タ
リ
ア
』（
講
談
社
２
０
０
３
）、

『
森
の
人
四
手
井
綱
英
の
九
十
年
』（
晶
文
社
２
０

０
１
）、『
取
り
戻
そ
う
東
京
の
水
と
池
』（
岩
波
書

店
１
９
９
０
）、『
谷
根
千
の
冒
険
』（
現
在
ち
く
ま

書
房
２
０
０
２
）
ほ
か
（
写
真
左
）

陣
内
秀
信

じ
ん
な
い

ひ
で
の
ぶ

法
政
大
学
教
授

１
９
４
７
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
１
９
８
０
年
東
京
大

学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。

主
な
著
書
に
『
水
辺
か
ら
都
市
を
読
む
』（
法
政
大

学
出
版
局
２
０
０
２
）、『
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
都
市

空
間
』（
共
著
／
前
同
２
０
０
２
）、『
シ
チ
リ
ア

南
の
再
発
見
』（
淡
交
社
２
０
０
２
）、『
東
京
の
空

間
人
類
学
』（
筑
摩
書
房
１
９
８
５
）
ほ
か
（
写
真

右
）

み
ん
な
が
共
有
感
を
持
つ
ま
ち
を
持
続
さ
せ
る
谷
根
千
の
人
づ
き
あ
い

森

今
思
う
と
、
﹁
よ
く
こ
ん
な
こ
と

や
っ
た
な
﹂
と
思
い
ま
す
、
お
金
も
な

い
の
に
。
今
で
い
う
、
起
業
家
み
た
い

な
も
の
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。

陣
内

ど
こ
か
ら
そ
ん
な
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
出
た
の
か
な
ぁ
。

森

ほ
か
に
で
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
。
子
供
が
生
ま
れ
て
、
子
育
て
の

た
め
に
地
域
に
帰
っ
て
き
た
わ
け
で
し

ょ
う
。
地
域
で
子
育
て
し
な
が
ら
で
き

る
こ
と
を
み
ん
な
で
考
え
て
、
出
て
き

た
も
の
が
こ
れ
だ
っ
た
ん
で
す
。

陣
内

確
か
に
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
を

抱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
自
転
車
に

乗
せ
て
、
よ
く
取
材
に
回
っ
て
い
ま
し

た
ね
。

森

最
初
は
３
人
の
メ
ン
バ
ー
に
４
人

地
域
雑
誌
を
発
刊
﹂
と
出
し
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

陣
内

江
戸
東
京
ブ
ー
ム
が
85
〜
86
年

か
ら
で
す
ね
。
そ
の
前
に
﹃
谷
根
千
﹄

が
創
刊
さ
れ
、
ブ
ー
ム
に
弾
み
が
つ
い

た
ん
で
す
よ
。

本
当
に
冒
険
的
な
こ
と
だ
っ
た
で
す

ね
。
と
い
う
の
は
、
地
域
の
雑
誌
と
い

う
の
は
、
そ
れ
ま
で
も
銀
座
や
日
本
橋
、

深
川
、
上
野
な
ど
に
あ
り
ま
し
た
。
け

れ
ど
、
そ
れ
は
商
店
街
で
発
行
し
て
い

て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
結
び
つ
い
た
形
で

お
店
や
町
の
紹
介
を
し
て
い
る
も
の
で

し
た
。
経
済
的
に
き
ち
ん
と
し
た
後
ろ

盾
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
タ
ウ
ン

誌
で
す
。
で
も
、
森
さ
ん
た
ち
は
地
域

を
丸
ご
と
理
解
し
て
い
た
し
、
志
し
た

も
の
が
全
然
違
う
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
初
め
て
の
試
み
で
す
よ
ね
。

﹃
谷
根
千
﹄
創
刊
の
こ
ろ

︱
森
さ
ん
た
ち
が
地
域
雑
誌
﹃
谷

根
千
﹄
を
創
刊
さ
れ
た
の
が
１
９
８
４

年
（
昭
和
59
）
。
日
本
が
バ
ブ
ル
に
入
る

ち
ょ
っ
と
前
の
こ
と
で
す
ね
。

森

始
め
た
こ
ろ
、
﹁
今
ま
で
こ
の
地

域
は
話
題
が
な
く
て
困
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
良
い
も
の
が
出
た
﹂
と
、
新
聞
記

者
が
よ
く
取
り
上
げ
て
く
れ
た
ん
で
す

よ
。
都
内
版
に
大
き
く
﹁
主
婦
た
ち
が
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の
子
供
が
い
た
。
そ
れ
が
今
、
10
人
に

ま
で
増
え
ま
し
た
。
お
互
い
に
面
倒
を

見
合
っ
た
り
、
研
究
仲
間
の
学
生
さ
ん

に
も
、
子
育
て
ま
で
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。

飲
み
屋
さ
ん
に
雑
誌
を
置
い
て
も
ら

う
お
願
い
を
し
た
ら
﹁
あ
ん
た
ら
、
仲

居
に
来
て
く
れ
る
ん
な
ら
置
い
て
も
い

い
よ
﹂
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
。
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
ね
、
資
金

稼
ぎ
も
兼
ね
て
交
代
で
、
週
２
日
ず
つ
、

飲
み
屋
に
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
き
ま
し
た

よ
。
で
も
今
考
え
て
み
る
と
、
よ
く
旦

那
た
ち
が
許
し
て
く
れ
た
よ
ね
ぇ
。
地

域
雑
誌
発
行
す
る
た
め
に
、
妻
は
週
２

回
飲
み
屋
で
働
い
て
い
た
な
ん
て
。
赤

ん
坊
も
、
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
い
る
の
に
。

陣
内

で
も
、
森
さ
ん
た
ち
が
耕
し
て

く
れ
た
、
本
当
に
貴
重
な
地
域
の
情
報

や
記
憶
が
ど
ん
ど
ん
出
版
さ
れ
て
い
く

の
を
見
て
ね
、
あ
れ
だ
け
日
本
は
情
報

化
社
会
と
い
わ
れ
て
い
た
の
に
、
今
ま

で
自
分
た
ち
が
見
て
い
た
情
報
と
い
う

の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

確
か
に
、
区
史
の
よ
う
な
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
歴
史
の
編
纂
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、

あ
ま
り
生
き
生
き
し
た
感
じ
で
は
な
か

っ
た
か
ら
。
あ
あ
い
う
も
の
は
、
地
元

の
人
に
取
材
し
た
り
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
し
た

り
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
し
。

そ
う
い
う
み
ん
な
の
財
産
と
し
て
眠
っ

て
い
た
地
域
の
情
報
を
、
情
報
化
時
代

と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
誰
も
扱
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
森
さ
ん
た
ち

の
お
蔭
で
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

森

郷
土
史
家
の
方
た
ち
も
、
い
つ
も

大
変
で
す
よ
。
自
費
で
史
料
を
買
っ
て

研
究
し
て
も
発
表
の
場
も
な
く
て
。
取

材
に
行
く
と
、
ガ
リ
版
刷
り
の
も
の
を

見
せ
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。
で
も
行
政

は
い
ば
っ
て
い
て
ね
、
﹁
そ
ん
な
素
人

の
や
る
も
の
は
﹂
と
言
わ
れ
て
、
本
当

に
苦
労
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
根
津
、
根ね

岸
ぎ
し

、
日
暮
里

に

っ

ぽ

り

に
も
郷
土
史
研
究
会
が
あ

り
、
最
初
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
話
を

う
か
が
っ
て
ね
。

谷
中
・
根
津
・
千
駄
木の

魅
力

陣
内

谷
根
千
と
い
う
地
域
は
、
多
様

な
地
域
性
が
重
な
っ
て
い
て
、
面
白
い
。

み
ん
な
、
こ
の
辺
り
を
簡
単
に
﹁
下
町
﹂

と
括
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
歩
い
て
み

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
坂
を
上
が
っ
た
所

に
も
広
が
っ
て
い
て
、
下
町
で
は
な
い
。

谷
根
千
に
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
集
ま
っ
て
い
て
、
東
京
の
縮
図
の
よ

う
な
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

森

不
思
議
な
所
で
す
ね
。
本
郷
台
地

の
上
に
並
ぶ
武
家
屋
敷
と
寛
永
寺
か
ら

続
く
寺
が
、
こ
の
地
域
を
性
格
づ
け
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
谷
底
に
は

根
津
の
町
人
地
、
遊
廓
も
あ
っ
た
。

陣
内

こ
の
辺
は
、
山
の
手
の
北
の
ほ

う
に
あ
た
り
ま
す
。
同
じ
山
の
手
で
も
、

南
の
港
区
の
辺
り
と
は
違
い
ま
す
よ
ね
。

歴
史
が
沈
潜
し
て
い
た
り
、
文
学
的
で

あ
っ
た
り
、
大
学
が
あ
っ
た
り
。

森

そ
れ
が
大
き
い
で
す
ね
。
近
代
に

な
る
と
上
野
に
美
術
館
、
博
物
館
が
で

き
、
東
京
美
術
学
校
や
音
楽
学
校
︵
今

の
東
京
芸
大
︶
が
で
き
る
。
本
郷
の
ほ

う
に
は
東
京
大
学
が
ま
と
ま
っ
て
で
き

た
。
両
方
に
囲
ま
れ
て
、
こ
の
辺
り
の

近
代
の
性
格
が
決
ま
る
ん
で
す
。

陣
内

谷
中
辺
り
で
地
域
活
動
し
て
い

る
人
た
ち
に
は
、
芸
大
出
身
の
建
築
の

若
い
人
が
多
い
。
そ
れ
に
外
国
の
人
が

地
域
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
来
た
り
、
住

み
着
い
た
り
し
ま
す
。

森

明
治
の
こ
ろ
は
大
学
の
先
生
も
多

か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
だ
ん
だ

ん
東
京
が
拡
散
し
て
、
今
は
大
学
の
先

生
は
中
央
線
の
沿
線
と
か
に
⋯
。

陣
内

追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

ね
。

森

私
は
大
学
生
の
と
き
に
朝
倉
彫
塑

ち
ょ
う
そ

館
の
館
員
に
な
り
谷
中
と
い
う
町
に
本

当
に
出
会
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
は
ま

だ
ま
だ
古
い
屋
敷
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
大
学
生
の
こ
ろ
と
、
﹃
谷
根
千
﹄

を
始
め
た
29
歳
の
間
の
10
年
間
を
比
べ

て
も
、
相
当
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

１
０
０
棟
壊
さ
れ
る
中
で
、
１
、
２
棟

ど
う
に
か
残
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
で

す
。
バ
ブ
ル
の
時
代
に
入
る
と
、
表
通

り
に
ビ
ル
が
ど
ん
ど
ん
建
ち
始
め
ま
し

た
。
こ
の
辺
り
は
井
戸
も
多
い
の
で
す

が
、
路
地
の
調
査
を
し
た
と
き
に
、
湧

水
で
金
魚
を
飼
っ
て
い
る
お
じ
い
さ
ん

に
出
会
っ
て
、
ほ
っ
と
し
た
覚
え
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
自
分
た
ち
も
住
め
な

く
な
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

ま
だ
ま
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
を
一
皮
む
け
ば
、
自
然
が
息
づ
い

て
い
る
町
な
ん
だ
な
あ
、
と
。
そ
れ
が

う
れ
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

︱
陣
内
さ
ん
は
、
84
年
当
時
、
既

に
谷
根
千
に
は
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た

か
？

陣
内

私
に
と
っ
て
、
東
京
の
中
で
興

味
を
惹
か
れ
る
場
所
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
内
の
一
つ
で
す
。
谷
中

や
、
根
津
神
社
は
大
好
き
な
場
所
で
し

た
し
、
実
は
今
日
、
谷
根
千
工
房
の
す

ぐ
近
く
に
あ
る
須
藤
公
園
と
も
、
久
し

ぶ
り
に
再
会
し
ま
し
た
。
最
初
に
来
た

の
は
、
80
年
代
の
初
め
。
公
園
で
子
供

た
ち
が
遊
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
良
い

場
所
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
辺

り
の
高
台
は
近
代
に
な
っ
て
碁
盤
目
状

に
開
発
さ
れ
た
の
で
す
が
、
元
は
大
名

屋
敷
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

森

そ
う
で
す
。
松
平
飛
騨
守
の
屋
敷

で
す
ね
。

陣
内

当
時
は
、
現
在
の
２
５
０
０
分

の
１
の
地
図
に
、
江
戸
時
代
の
切
絵
図

情
報
を
書
き
込
ん
で
、
路
上
を
探
検
し

ま
し
た
。
あ
れ
は
ね
、
自
分
た
ち
で
重

な
る
か
ど
う
か
確
か
め
な
が
ら
歩
く
と
、

肉
体
化
さ
れ
て
面
白
い
で
す
よ
。
感
激

も
大
き
い
。
そ
れ
を
つ
く
っ
て
、
片
っ

端
か
ら
歩
き
回
っ
て
い
た
ん
で
す
。
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現代都市の「里という居住地」とは

森

﹃
谷
根
千
﹄
を
始
め
た
と
き
に
、

陣
内
さ
ん
に
ご
相
談
す
る
と
﹁
単
に
建

築
史
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
史
、
つ
ま

り
、
着
る
も
の
や
食
べ
る
も
の
と
か
も

や
っ
た
ら
﹂
と
、
良
い
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
こ

と
を
地
元
の
方
に
い
ろ
い
ろ
聞
き
始
め

る
と
、
藍
染
川
と
い
う
名
前
を
皆
さ
ん

が
よ
く
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
関
東
大

震
災
後
に
暗
渠

あ
ん
き
ょ

に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、

昔
は
あ
っ
た
川
の
こ
と
を
、
本
当
に
皆

さ
ん
懐
か
し
く
話
さ
れ
る
。
郷
土
史
研

究
会
の
お
年
寄
り
の
話
の
中
で
も
、
必

ず
藍
染
川
の
話
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
を
聞
い
て
﹁
川
は
町
を
貫
く
も
の
な

ん
だ
な
﹂
と
思
い
ま
し
た
。
誰
に
と
っ

て
も
、
何
か
思
い
出
が
あ
る
。
川
沿
い

に
リ
ボ
ン
工
場
が
あ
っ
て
、
川
の
色
が

黄
色
に
染
ま
っ
た
り
赤
に
染
ま
っ
た
り

す
る
こ
と
で
、
そ
の
と
き
に
つ
く
っ
て

い
る
リ
ボ
ン
の
色
が
わ
か
る
と
か
。
赤

ち
ゃ
ん
が
死
ん
で
流
さ
れ
て
き
た
、
と

い
う
話
が
出
る
と
、
﹁
あ
、
そ
れ
覚
え

て
い
る
、
あ
れ
は
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た

よ
ね
﹂
と
お
ば
あ
さ
ん
同
士
で
話
が
弾

ん
だ
り
す
る
。
そ
こ
で
ト
ン
ボ
を
捕
っ

た
と
か
、
ツ
バ
メ
を
追
い
か
け
た
と
か
、

川
に
ま
つ
わ
る
い
ろ
ん
な
話
が
出
て
き

ま
す
。
﹁
震
災
の
と
き
に
川
を
渡
っ
て

逃
げ
た
記
憶
が
あ
る
か
ら
、
あ
の
と
き

ま
で
は
あ
っ
た
﹂
と
か
ね
。
そ
う
い
う

個
々
の
人
の
心
の
中
に
あ
る
藍
染
川
を

調
べ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

で
も
当
時
は
、
や
り
方
が
ま
っ
た
く

わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

﹃
谷
根
千
﹄
仲
間
の
山
崎
と
二
人
で
、

藍
染
川
沿
い
の
家
を
一
軒
一
軒
訪
ね
て
、

﹁
藍
染
川
が
流
れ
て
い
た
と
き
の
こ
と

を
知
り
ま
せ
ん
か
﹂
と
聞
い
て
歩
い
た

の
。
そ
う
い
う
幼
児
の
砂
い
じ
り
の
よ

う
な
や
り
方
で
調
べ
て
い
ま
し
た
。
今
、

あ
ん
な
悠
長
な
こ
と
は
と
て
も
で
き
ま

せ
ん
。

︱
で
も
そ
の
お
蔭
で
、
細
大
漏
ら

さ
ず
聞
き
取
り
が
で
き
た
。

森

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
暇
だ
っ
た

ん
で
す
。
ま
だ
部
数
も
少
な
い
し
、
他

に
仕
事
も
な
い
し
。
だ
か
ら
﹁
今
日
は

こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
聞
い
て
歩
こ
う
﹂

と
地
道
に
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

︱
そ
の
と
き
、
森
さ
ん
は
藍
染
川

の
名
を
ご
存
じ
で
し
た
か
。

森

い
い
え
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、
よ
く
話
に
出
て
く
る
の
で
、
何

か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
上
流
に
行

く
と
谷
田

や

た

川
と
い
う
し
、
下
流
に
行
く

と
忍

し
の
ぶ

川
と
呼
ば
れ
る
。
他
に
も
﹁
し
じ

み
川
﹂、﹁
境

さ
か
い

川
﹂
と
、
い
ろ
い
ろ
な
名

前
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た

ね
。
こ
の
川
は
、
上
野
の
山
と
本
郷
の

山
の
両
方
か
ら
絞
り
込
ま
れ
た
地
下
水

が
集
っ
て
低
地
へ
と
流
れ
て
い
る
。
石

し
ゃ
く

神
井

じ

い

川
の
本
流
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
普
遍
的

に
描
け
る
場
所
が
な
い
か
と
思
い
、

麻
布

あ

ざ

ぶ

や
三
田

み

た

か
ら
根
津
、
千
駄
木
辺
り

ま
で
の
山
の
手
を
歩
き
始
め
た
ん
で
す
。

歩
い
て
み
る
と
わ
か
る
の
で
す
が
、

東
京
に
は
本
当
に
﹁
ひ
だ
﹂
が
あ
る
ん

で
す
。
山
や
丘
が
あ
り
、
下
っ
て
行
っ

て
低
地
が
あ
り
川
が
あ
っ
て
、
ま
た
登

っ
て
行
く
と
ち
ょ
っ
と
高
い
所
に
神
社

が
あ
る
。
里
川
で
ま
と
ま
っ
た
地
域
が

で
き
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
生
活
圏
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
が
い
っ
ぱ
い
集

ま
っ
て
、
巨
大
東
京
が
で
き
上
が
っ
て

い
る
の
で
す
。

昔
、
よ
く
外
国
人
が
﹁
東
京
は
村
の

集
合
体
だ
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
多
く
の
人
は
巨
大
都
市
東
京
を
、

の
っ
ぺ
り
と
一
つ
の
塊
と
と
ら
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
歩
い
て
み
な
い
と
、
そ

う
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

特
に
顕
著
に
わ
か
る
の
が
こ
の
辺
り
で

す
。︱

住
み
手
と
し
て
の
森
さ
ん
は
、

そ
れ
を
聞
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

森

﹃
谷
根
千
﹄
を
始
め
る
前
の
私
は
、

こ
こ
が
魅
力
あ
る
場
所
と
は
思
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
そ
の
地
域
が
ど
ん

ど
ん
近
代
化
し
ビ
ル
化
し
て
い
く
の
に
、

う
ち
の
地
域
は
い
つ
ま
で
も
汚
く
て
、

す
す
け
て
い
て
、
古
く
さ
い
。
近
代
化

し
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど

結
婚
し
て
子
供
が
生
ま
れ
、
子
供
と
一

緒
に
町
を
ゆ
っ
く
り
歩
く
よ
う
に
な
っ

て
、
町
も
ゆ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
ゆ
っ
く
り
見
る
と
ね
、
﹁
こ
ん

な
所
に
お
稲
荷
さ
ん
が
あ
る
﹂
と
か
、

﹁
天
水
桶

て
ん
す
い
お
け

が
あ
る
﹂
、
﹁
木
の
電
柱
が
あ

る
﹂
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
く
わ
け
。

そ
の
う
ち
に
、
﹁
こ
の
町
は
戦
災
で
焼

け
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
に
気

が
つ
い
た
ん
で
す
よ
。

最
近
の
若
い
子
は
、
こ
う
い
う
古
い

町
を
新
鮮
と
感
じ
る
よ
う
で
す
。
自
分

た
ち
が
知
ら
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

郊
外
住
宅
と
か
、
共
同
ア
パ
ー
ト
と
か

マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
前
提
で
、

わ
り
と
白
く
て
ピ
カ
ピ
カ
し
た
家
に
住

ん
で
き
た
か
ら
新
鮮
に
映
る
の
で
し
ょ

う
。
こ
う
い
う
町
の
古
い
家
の
陰
影
と

か
、
階
段
や
長
押

な

げ

し

、
欄
間

ら

ん

ま

を
見
て
感
激

し
て
い
る
子
が
多
い
で
す
ね
。

根
津
に
は

藍
染
川
が
流
れ
て
い
た

︱
﹃
谷
根
千
﹄
３
号
で
早
く
も
藍

染
川
を
特
集
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

森

根
岸
の
こ
と
を
調
査
さ
れ
た
結
果

が
、
﹃
東
京
の
町
を
読
む
︱
下
谷
・
根

岸
の
歴
史
的
生
活
環
境
﹄（
共
著
／
相
模
書

房
１
９
８
１
）
と
い
う
本
に
な
っ
て
い
ま

し
た
よ
ね
。
私
は
﹁
自
分
の
家
の
近
く

の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
じ
ゃ
あ
、
こ

の
方
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
行
っ
ち
ゃ
お

う
﹂
と
、
仲
間
と
二
人
、
ぶ
っ
つ
け
本

番
で
陣
内
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、
ア
ド

バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

陣
内

私
は
も
と
も
と
下
谷

し

た

や

根
岸
を
調

べ
て
い
た
ん
で
す
。
あ
そ
こ
は
関
東
大

震
災
の
影
響
も
戦
災
も
受
け
て
い
な
い

か
ら
建
物
が
全
部
残
っ
て
い
る
し
、
下

町
で
わ
か
り
や
す
い
。
た
だ
、
東
京
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
魅
力
と
い
う
の
は

道
と
い
う
流
れ
も
使
い
方
次
第
。
そ
の
空
間
に
魅
力

を
持
た
せ
て
賑
わ
う
谷
中
銀
座
。
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こ
の
写
真
（
右
）
が
か
つ
て
の
藍
染

川
で
す
。
﹁
田
端
の
大
根
﹂
と
い
う
の

が
有
名
で
、
昔
は
こ
の
よ
う
な
農
家
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
。
１
９
０
２
〜
１
９
０

３
年
（
明
治
35
〜
36
）
こ
ろ
の
田
ん
ぼ
で
、

橋
の
手
前
に
野
菜
の
洗
い
場
が
見
え
ま

す
。
も
っ
と
下
流
の
根
津
の
辺
り
は
、

町
家
が
建
て
込
ん
だ
商
業
地
と
な
っ
て

い
っ
た
。

陣
内
　
こ
れ
は
１
９
１
５
年
（
大
正
４
）

面
緑
化
。

陣
内

確
か
永
井
荷
風
の
﹃
日
和

ひ

よ

り

下
駄

げ

た

﹄

の
中
で
、
﹁
芝
の
櫻
川
、
根
津
の
藍
染

川
、
麻
布
の
古
川
、
下
谷
の
忍
川
の
如

き
其
の
名
の
み
美
し
き
溝
渠
、
も
し
く

は
下
水
﹂
と
あ
り
ま
し
た
ね
。

森

藍
染
川
と
い
う
名
の
川
は
他
に
神

田
な
ど
３
流
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
荷

風
は
東
京
、
こ
と
に
下
町
を
よ
く
歩
い

て
い
ま
す
。

日
和
下
駄：

大
正
４
年
、
荷
風
が
36
歳
の
と
き
に
刊

行
さ
れ
た
東
京
散
策
記
。
こ
の
中
で
「
東
京
の
水
を

論
ず
る
に
当
た
っ
て
ま
ず
此
を
区
別
し
て
見
る
に
、

第
一
は
品
川
の
海
湾
、
第
二
は
隅
田
川
中
川
六
郷
川

の
如
き
天
然
の
河
流
、
第
三
は
小
石
川
の
江
戸
川
、

神
田
の
神
田
川
、
王
子
の
音
無
川
の
如
き
細
流
、
第

四
は
本
所
深
川
日
本
橋
京
橋
　
下
谷
浅
草
等
市
中
繁

華
の
町
に
通
ず
る
純
然
た
る
運
河
、
第
五
は
芝
の
櫻

川
、
根
津
の
藍
染
川
、
麻
布
の
古
川
、
下
谷
の
忍
川

の
如
き
其
の
名
の
み
美
し
き
溝
渠
、
も
し
く
は
下
水
、

第
六
は
江
戸
城
を
取
巻
く
幾
重
の
濠
、
第
七
は
不
忍

池
、
角
筈
十
二
社
（
つ
の
は
ず
じ
ゅ
う
に
そ
う
）
の

如
き
池
で
あ
る
。
井
戸
は
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
三

宅
坂
側
の
桜
ヶ
井
、
清
水
谷
の
柳
の
井
、
湯
島
の
天

神
の
御
福
の
井
の
如
き
、
古
来
江
戸
名
所
の
中
に
数

え
ら
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
東
京
に
な
っ
て
か

ら
全
く
世
人
に
忘
れ
ら
れ
所
在
の
地
さ
え
大
抵
は
不

明
と
な
っ
た
」
と
あ
る
。

森

こ
の
辺
り
に
は
藍
染
川
だ
け
で
は

な
く
、
川
に
注
ぐ
ド
ブ
が
何
本
も
あ
り

ま
し
た
。
高
台
に
も
地
下
水
が
豊
富
に

出
る
た
め
、
井
戸
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
団
子
坂
や
弥
生
坂
で
も
、
道
の
脇

を
水
が
流
れ
て
い
た
ら
し
い
で
す
ね
。

何
本
も
の
溝
が
交
差
し
て
橋
が
か
か
り
、

そ
の
溝
に
﹁
大
ど
ぶ
﹂
と
か
﹁
５
人
堀
﹂

と
か
名
前
が
つ
い
て
い
た
。
本
当
に
水

の
豊
か
な
地
域
だ
っ
た
ん
で
す
。

陣
内

こ
ん
な
に
水
路
が
い
っ
ぱ
い
あ

る
町
は
、
珍
し
い
と
思
い
ま
す
よ
。

森

現
在
は
蓋
を
し
た
た
め
川
が
見
え

な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
は

不
忍
池
ま
で
流
れ
て
、
そ
こ
で
よ
う
や

く
水
が
見
え
ま
す
。
蓋
を
し
た
の
は
震

災
後
で
す
。
よ
く
あ
ふ
れ
た
の
で
、
こ

の
辺
の
有
力
者
が
集
ま
り
役
所
に
か
け

あ
い
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

陣
内

染
物
屋
の
丁
子

ち
ょ
う
じ

屋
さ
ん
。
今
で
も

明
治
の
建
物
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

庭
木
の
葉
っ
ぱ
が
詰
ま
っ
て
あ
ふ
れ
た

ん
だ
﹂
な
ど
と
言
う
ん
で
す
。

︱
聞
き
取
り
と
一
緒
に
、
写
真
な

ど
の
史
料
も
た
く
さ
ん
集
ま
っ
た
よ
う

で
す
ね
。

森

こ
の
写
真
（
下
）
は
不
忍
の
池
。

日
清
戦
争
の
時
の
清
の
軍
艦
﹁
鎮
遠

ち
ん
え
ん

﹂

の
錨

い
か
り

と
巨
弾
10
個
が
置
い
て
あ
る
。
こ

ん
な
写
真
を
見
つ
け
る
と
、
び
っ
く
り

し
ま
す
。
話
に
は
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
、

実
物
は
こ
れ
だ
っ
た
と
は
。
明
治
時
代

の
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
な
の
で
す
。
お
宅

に
古
い
写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
言

っ
て
集
め
る
と
、
こ
ん
な
意
外
な
宝
物

が
出
て
き
た
り
し
ま
す
。

私
の
一
番
好
き
な
写
真
は
、
戦
時
中

の
食
糧
難
の
時
代
に
、
庭
が
な
い
の
で

家
に
蔓

つ
る

を
這
わ
せ
て
か
ぼ
ち
ゃ
を
育
て

て
い
る
写
真
で
す
（
左
）
。

面
白
い
で
し
ょ
。
今
で
言
っ
た
ら
、
壁

に
出
水
し
た
時
の
写
真
で
す
ね
（
左
）
。

森

え
え
。
土
地
の
高
低
差
が
あ
る
の

で
、
上
に
住
ん
で
い
る
人
と
下
に
住
ん

で
い
る
人
が
い
つ
も
張
り
合
っ
て
い
る

ん
で
す
。
上
に
住
ん
で
い
る
の
は
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
の
人
が
多
く
て
、
下
に
は

町
工
場
が
あ
っ
た
り
職
人
さ
ん
が
住
ん

で
い
る
。
で
も
け
っ
し
て
差
別
と
か
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
か
で
は
な
い
、
一
種

の
意
地
と
か
対
抗
心
だ
っ
た
り
す
る
と

こ
ろ
が
面
白
い
。
例
え
ば
、
雨
が
降
る

と
昔
は
よ
く
不
忍
通
り
に
水
が
あ
ふ
れ

た
。
藍
染
川
幹
線
が
詰
ま
る
か
ら
で
、

ご
く
最
近
ま
で
の
話
で
す
。
す
る
と
下

の
人
に
お
見
舞
い
金
が
出
た
り
す
る
。

上
に
住
む
人
は
面
白
く
な
い
か
ら
、

﹁
あ
ん
な
も
の
出
す
必
要
は
な
い
﹂
と

言
う
し
、
下
の
人
は
﹁
お
ま
え
の
所
の

※モノクロ写真すべて谷根千工房『谷根千同窓会』1991より
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現代都市の「里という居住地」とは

と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
岡
山
の
倉
敷
市
で
は
、
山
が
見

え
な
く
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
や
め

さ
せ
る
た
め
に
、
市
が
土
地
を
買
い
取

っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ア
ン
コ
ー
ル
ワ

ッ
ト
で
は
そ
の
周
り
に
変
な
も
の
が
建

た
な
い
よ
う
に
バ
ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン
（
緩
衝

帯
）
を
設
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と

も
考
え
な
い
と
。

こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
日
暮
里
富
士

見
坂
か
ら
２
km
離
れ
た
本
郷
通
り
に
あ

る
た
め
に
、
富
士
山
を
遮
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
建
て
主
も
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
私
た
ち
は
、
何
階
下
げ
て
ほ
し

い
、
下
げ
た
場
合
の
損
失
を
計
算
し
て

ほ
し
い
と
言
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
の
周
辺
の
人

た
ち
は
﹁
自
分
の
所
に
こ
う
い
う
計
画

が
あ
る
け
れ
ど
、
富
士
山
は
大
丈
夫
で

す
か
﹂
と
気
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
ね
。

︱
２
km
離
れ
た
情
報
が
、
ど
の
よ

う
に
地
域
の
人
に
伝
わ
る
の
で
す
か
。

森

伝
わ
ら
な
い
で
す
よ
。
そ
れ
が
問

題
で
す
。
し
か
も
日
暮
里
は
荒
川
区
で
、

途
中
は
台
東
区
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ

本
郷
は
文
京
区
で
す
。
文
京
区
が
確
認

申
請
を
出
し
た
後
に
わ
か
り
ま
し
た
。

３
区
で
富
士
見
坂
を
守
る
会
が
で
き
ま

し
た
し
、
町
会
長
や
区
の
職
員
も
入
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
情
報
も
通
い

合
う
よ
う
に
な
っ
た
し
、
各
区
の
景
観

条
例
な
ど
も
罰
則
規
定
や
強
制
的
な
力

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
眺
望
と
い
う
言
葉

を
入
れ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

眺
め
と
い
う
の
は
み
ん
な
の
財
産
だ
と

い
う
こ
と
を
定
着
さ
せ
な
い
と
ね
。

︱
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
よ

う
な
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
は
大
事

で
す
ね
。

森

そ
う
で
す
ね
。
行
政
区
画
に
と
ら

わ
れ
て
い
て
は
、
動
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

そ
れ
か
ら
、
﹁
保
存
運
動
を
ど
う
し
た

ら
い
い
か
﹂
と
か
、
﹁
井
戸
を
大
事
に

し
て
地
下
水
を
大
事
に
す
る
ま
ち
づ
く

り
を
し
た
い
﹂
と
か
、
そ
う
い
う
人
た

ち
が
い
ろ
い
ろ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

﹁
雑
誌
を
つ
く
り
た
い
﹂
と
い
う
方
た

ち
も
来
る
。
谷
根
千
工
房
が
相
談
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在

は
、
相
談
と
情
報
セ
ン
タ
ー
と
い
う
不

採
算
部
門
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。

陣
内

普
通
は
、
古
い
建
物
に
興
味
を

持
つ
人
、
自
然
系
の
人
な
ど
の
よ
う
に

専
門
が
分
か
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
森

さ
ん
の
と
こ
ろ
は
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
。

だ
か
ら
頼
り
に
な
る
。
専
門
化
し
た
人

は
、
専
門
外
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
わ
か

ら
な
い
か
ら
。
行
政
も
、
そ
う
い
う
全

体
の
有
り
様
が
大
事
と
い
う
こ
と
を
、

少
し
ず
つ
理
解
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

森

あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
活
動
に

ん
か
ら
。
元
の
藍
染
川
を
遡
っ
て
い
く

と
田
端
銀
座
を
経
て
駒
込
銀
座
に
な
り
、

商
店
街
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
は

コ
モ
ン
ズ
を
守
る
こ
と
か

︱
最
近
、
バ
ブ
ル
崩
壊
で
地
価
が

下
が
っ
た
影
響
も
あ
り
、
都
心
回
帰
の

風
潮
が
あ
り
ま
す
。
再
び
開
発
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
る
恐
れ
に
対
し
て
、
守
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま

す
か
。

森

も
う
20
年
近
く
、
い
ろ
い
ろ
な
保

存
運
動
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
私
た
ち

に
と
っ
て
は
、
誰
が
何
を
で
き
る
か
は

わ
か
っ
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
人
間

関
係
も
で
き
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
す

ぐ
﹁
何
々
の
会
﹂
を
つ
く
っ
ち
ゃ
う
し
、

実
際
に
で
き
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な

動
き
を
行
政
も
無
視
で
き
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
た
め
か
、
何
か
行
動
を
起
こ

す
と
き
に
は
向
こ
う
の
ほ
う
か
ら
相
談

し
て
き
ま
す
。
昔
な
ら
、
﹁
根
津
な
ん

て
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
し
て
開
発

し
よ
う
﹂
な
ど
と
言
い
か
ね
な
か
っ
た

の
で
す
か
ら
、
地
域
活
動
を
や
っ
て
き

た
甲
斐
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
昔
は
谷
中
墓
地
で
は
ど
ん

ど
ん
木
を
伐
っ
た
。
谷
中
墓
地
は
私
た

ち
に
と
っ
て
地
域
の
緑
地
で
あ
っ
て
、

憩
い
の
場
で
あ
っ
た
り
散
歩
し
た
り
す

る
大
事
な
所
な
の
に
、
公
園
事
務
所
に

と
っ
て
利
用
者
は
お
墓
を
持
っ
て
い
る

人
だ
け
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
墓

を
持
っ
て
い
る
人
か
ら
﹁
木
を
伐
っ
て

く
れ
﹂
と
言
わ
れ
る
と
、
い
と
も
簡
単

に
伐
っ
ち
ゃ
う
の
。
こ
う
い
う
木
は

﹁
支
障
木

し
し
ょ
う
ぼ
く

﹂
と
呼
ば
れ
る
ん
で
す
よ
。

失
礼
な
話
で
す
ね
。
木
の
ほ
う
が
昔
か

ら
あ
る
の
に
、
そ
の
脇
に
お
墓
を
建
て

て
お
い
て
、
だ
ん
だ
ん
木
の
根
が
伸
び

て
き
て
お
墓
が
傾
い
た
り
、
木
陰
で
暗

く
て
お
墓
に
日
が
当
た
ら
な
い
、
痴
漢

が
出
る
、
な
ど
と
い
う
理
由
で
邪
魔
者

扱
い
す
る
な
ん
て
。
最
近
は
相
談
を
受

け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
を
フ

ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
る
自
然
観
察
会
の

人
た
ち
な
ど
と
、
現
場
に
見
に
行
っ
て

相
談
し
た
り
し
ま
す
。

最
近
で
は
、
日
暮
里
富
士
見
坂
を
守

る
活
動
も
し
ま
し
た
。
本
郷
に
建
つ
マ

ン
シ
ョ
ン
が
、
日
暮
里
の
富
士
見
坂
か

ら
見
た
富
士
山
の
眺
望
を
遮
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
を
守
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

実
際
は
建
築
基
準
法
だ
け
で
は
、
拘
束

力
が
な
か
っ
た
の
で
守
れ
な
か
っ
た
の

で
す
が
。

陣
内

景
観
条
例
の
中
に
、
そ
う
い
う

軸
に
な
る
よ
う
な
文
言
が
あ
れ
ば
よ
か

っ
た
の
だ
け
れ
ど
。

森

建
築
基
準
法
だ
け
で
は
、
ど
う
し

て
も
防
げ
な
い
の
で
す
。
遠
く
の
山
並

み
や
、
富
士
山
を
見
る
権
利
と
か
、
こ

れ
か
ら
は
あ
る
程
度
考
え
て
い
か
な
い

森

染
物
屋
は
、
川
を
利
用
し
て
い
た

仕
事
で
す
か
ら
ね
。
紅
絹

も

み

工
場
や
、
リ

ボ
ン
工
場
の
三
角
屋
根
の
工
場
の
建
物

が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
６
月
ま
で
は

根
津
遊
郭
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
川
が
流

れ
て
い
て
、
逢
初

あ
い
ぞ
め

橋
と
い
う
名
の
橋
が

か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
福
地
桜
痴
が
名
づ

け
た
の
で
す
。
悪
所
に
橋
を
渡
っ
て
入

る
、
と
い
う
の
は
川
を
越
え
て
異
界
に

入
る
、
と
い
う
境
界
の
感
覚
が
あ
っ
た
。

今
で
も
区
の
境
界
は
、
不
忍
通
り
で

は
な
く
、
こ
れ
に
平
行
し
た
元
の
藍
染

川
筋
で
す
。
埋
め
立
て
た
跡
が
商
店
街

に
な
っ
て
い
て
、
そ
ち
ら
が
区
の
境
で

す
。
不
忍
通
り
は
田
ん
ぼ
を
埋
め
立
て

て
、
あ
と
で
つ
く
っ
た
道
に
す
ぎ
ま
せ

か
つ
て
の
藍
染
川
、
よ
み
せ
通
り
に
立
つ
三
角
屋
根

の
建
物
。
現
在
は
製
版
会
社
が
使
っ
て
い
る
。
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も
す
ご
い
け
ど
、
こ
う
い
う
も
の
を
１

万
人
も
読
む
人
が
い
る
地
域
も
す
ご
い

ね
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
受
け
止
め
て

く
れ
る
人
の
レ
ベ
ル
が
高
い
と
い
う
こ

と
は
、
事
実
で
し
ょ
う
。
問
題
意
識
も

あ
っ
て
、
難
し
い
話
も
嫌
が
ら
ず
に
読

ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

地
元
の
店
に
は
ほ
と
ん
ど
置
い
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
全
部
置
い

て
も
ら
う
と
自
分
た
ち
が
休
ま
ら
な
い

の
。
自
分
が
よ
く
行
く
店
に
は
、
置
か

な
い
よ
う
に
し
て
る
。
こ
ち
ら
は
業
者

で
す
か
ら
、
ど
こ
行
っ
て
も
、
﹁
い
つ

も
い
つ
も
置
い
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
言
っ
て
い
る
と

疲
れ
ち
ゃ
っ
て
。
で
す
か
ら
、
編
集
者

の
方
に
よ
く
根
津
で
飲
み
ま
し
ょ
う
、

と
誘
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
﹁
勘
弁
し
て

よ
、
町
で
は
顔
が
割
れ
て
い
る
か
ら
。

局
地
的
に
有
名
な
ん
だ
か
ら
、
別
な
所

に
連
れ
て
っ
て
﹂
と
断
る
と
き
も
あ
り

ま
す
。

﹃
谷
根
千
﹄
を
始
め
た
動
機
は
、
そ
ん

な
大
そ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

ど
ん
ど
ん
古
い
も
の
が
壊
さ
れ
て
い
く

し
、
古
い
こ
と
が
ち
っ
と
も
記
録
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
忸
怩

じ

く

じ

た
る

思
い
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、
自
分
た
ち

は
子
供
を
持
っ
た
た
め
に
地
域
に
縛
り

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
ょ
う
が
な
い
か

ら
、
子
供
を
育
て
な
が
ら
地
域
で
で
き

る
仕
事
を
つ
く
っ
て
い
く
し
か
な
い
な
、

と
思
っ
て
始
め
た
の
で
す
。

そ
れ
に
夫
の
収
入
か
ら
趣
味
で
雑
誌

か
か
わ
り
、
自
分
で
も
全
体
と
し
て
何

を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と

き
も
あ
り
ま
す
が
、
私
の
中
で
は
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
て
活
動
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
美
術
史
な
ど
の
研
究
会
、
映

画
を
見
る
会
、
教
育
問
題
の
会
や
、
不

登
校
の
子
が
来
て
い
る
こ
と
も
。
そ
う

い
う
活
動
の
会
合
で
は
、
こ
こ
の
ス
ペ

ー
ス
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
酸
性
雨
調

査
研
究
会
、
文
京
建
物
応
援
団
と
か
、

い
く
つ
も
の
会
の
会
合
で
こ
の
場
所
を

使
っ
て
い
ま
す
。

︱
こ
こ
が
共
有
ス
ペ
ー
ス
な
ん
で

す
ね
。

森

そ
う
で
す
。
町
の
コ
モ
ン
ズ
と
い

う
の
か
。
谷
根
千
工
房
に
来
る
途
中
に

飲
み
屋
が
何
軒
か
あ
り
、
そ
れ
を
門
前

飲
み
屋
と
称
し
て
、
会
合
が
終
わ
る
と

い
つ
も
そ
こ
に
流
れ
て
い
く
。
そ
こ
へ

行
く
と
い
つ
も
愛
想
良
く
し
て
も
ら
え

ま
す
。

サ
ラ
っ
と
し
た
人
間
関
係
が

持
続
す
る

︱
﹃
谷
根
千
﹄
が
、
こ
れ
ま
で
続

い
た
秘
訣
は
何
で
し
ょ
う
か
。

森

何
で
し
ょ
う
、
み
ん
な
が
支
援
し

て
く
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
地
域
の

人
の
レ
ベ
ル
が
高
い
で
す
よ
。

陣
内
さ
ん
が
以
前
、
﹁
森
さ
ん
た
ち

ろ
ん
な
種
類
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
森

さ
ん
が
全
部
つ
な
い
で
い
っ
た
ん
で
す

よ
。既

存
の
面
白
い
グ
ル
ー
プ
や
組
織
は

い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
そ

れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
活
動
し
て
い
た
。
あ

る
い
は
狭
い
地
域
と
か
限
ら
れ
た
ジ
ャ

ン
ル
で
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
人
た
ち

は
森
さ
ん
の
活
動
を
と
お
し
て
、
見
え

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
い
ろ
ん
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
さ
ら
に
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な

っ
て
、
地
域
に
網
の
目
が
急
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
成
功
例
は
、
あ

ま
り
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

森

す
れ
て
い
な
い
人
が
多
い
ん
で
す
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
人
間
関
係
も
相
変
わ

ら
ず
で
す
し
。
み
ん
な
優
し
い
で
す
よ
。

ゆ
と
り
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
寺
町

だ
し
、
家
作

か

さ

く

を
持
っ
て
い
る
人
も
多
い
。

あ
る
い
は
寺
の
店
子

た

な

こ

で
、
あ
ま
り
う
る

さ
く
言
わ
れ
ず
に
借
家
住
ま
い
を
続
け

る
人
も
い
る
。

こ
の
辺
り
の
人
は
、
子
供
が
来
る
と

﹁
何
か
あ
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
﹂
と
思

っ
て
い
ま
す
し
ね
。
私
も
ち
ょ
っ
と
訪

ね
る
と
、﹁
漬
け
も
の
食
べ
て
け
﹂﹁
梅

酒
飲
ん
で
け
﹂
と
か
。
な
ん
か
、
も
ら

う
話
ば
か
り
で
す
ね
。
も
ら
い
も
の
が

多
い
で
す
よ
、
こ
の
事
務
所
の
中
に
あ

る
の
も
全
部
も
ら
い
も
の
。
﹁
今
欲
し

い
も
の
﹂
な
ん
て
紙
に
書
い
て
貼
っ
て

あ
る
。
う
ち
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
こ

を
つ
く
っ
て
、
タ
ダ
で
配
る
ほ
ど
優
雅

で
は
な
か
っ
た
し
。
何
と
か
仕
事
と
し

て
成
り
立
た
せ
た
か
っ
た
。
配
達
と
か

集
金
と
か
お
金
の
計
算
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
地
域
の

中
に
根
差
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
配
達
が
あ
る

か
ら
３
０
０
も
の
お
店
と
知
り
合
い
に

な
れ
た
わ
け
で
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と

が
一
番
大
事
で
す
。

陣
内

森
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
憧
れ
て
、

﹁
自
分
た
ち
も
﹂
と
い
う
人
た
ち
が
た

く
さ
ん
出
ま
し
た
よ
ね
。
場
所
に
力
が

あ
る
か
ら
み
ん
な
惹
か
れ
て
や
っ
て
き

て
、
人
間
的
な
出
会
い
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
で

終
わ
ら
な
か
っ
た
。
谷
中
の
面
白
い
と

こ
ろ
は
、
お
寺
が
あ
っ
て
、
職
人
さ
ん

が
い
て
、
そ
の
後
に
芸
大
が
で
き
、
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
が
来
る
。
人
の
構
造
が
、

そ
の
よ
う
に
二
重
に
も
三
重
に
も
あ
る

の
は
、
す
ご
く
魅
力
的
な
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
と
、
60
歳
で
も
若
者
扱
い
で
、

お
年
寄
り
の
層
が
厚
い
。

森

町
会
で
い
う
と
、
60
歳
は
青
年
部

で
す
よ
。
白
髪
で
も
。

陣
内

年
寄
り
が
い
ば
っ
て
い
て
、
若

い
人
も
興
味
を
持
っ
て
集
ま
り
、
住
み

込
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
融
合
し
て

い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
小
ぎ
れ
い
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
い
で
す
ね
。
い

町のコモンズとして機能している谷根千工房のサロン。「ここには
買ったものなど、ほとんどないの」と森さん。必要なものは、壁
の貼紙に書き込んでおけばよいそうだ。
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に
出
入
り
す
る
人
み
ん
な
で
、
ぐ
る
ぐ

る
た
ら
い
回
す
ん
で
す
。

︱
仮
に
﹁
谷
根
千
﹂
と
い
う
言
葉

を
知
ら
ず
に
今
の
お
話
だ
け
を
う
か
が

う
と
、﹁
そ
れ
ど
こ
の
田
舎
で
す
か
？
﹂

と
聞
い
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

森

そ
う
で
す
ね
ぇ
。
で
も
、
今
、
個

人
の
輪
郭
は
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
家

族
の
絆
が
ば
ら
ば
ら
で
地
域
社
会
も
な

い
と
し
た
ら
、
も
の
す
ご
く
不
安
定
な

社
会
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で

は
あ
る
程
度
死
守
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
の
。
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
人

も
、
な
ぜ
か
こ
こ
に
住
む
と
馴
染
み
ま

す
し
。
お
寺
も
琴
や
三
味
線
の
教
室
が

あ
れ
ば
、
丹
田

た
ん
で
ん

呼
吸
法
な
ど
も
あ
り
、

写
経
も
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
を

う
ま
く
使
い
こ
な
し
て
、
住
む
人
と
の

距
離
を
近
く
し
て
い
る
ん
で
す
。
お
祭

り
に
行
っ
た
り
、
縁
日
に
行
っ
た
り
、

求
め
る
人
に
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る

場
所
、
そ
れ
が
谷
根
千
で
す
。

︱
そ
う
い
う
話
を
聞
く
と
、
一
見
、

田
舎
の
人
間
関
係
が
残
っ
て
い
る
よ
う

な
錯
覚
を
覚
え
ま
す
ね
。

森

本
当
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
う
っ

と
お
し
く
て
東
京
に
出
て
き
た
は
ず
な

の
に
。
都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
る
っ

て
ね
。
程
良
さ
が
大
事
と
思
っ
て
い
ま

す
。
集
ま
っ
て
騒
ぐ
権
利
が
あ
れ
ば
、

現代都市の「里という居住地」とは

実
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
う
ま
く
重
ね

合
わ
せ
て
育
て
れ
ば
、
多
様
な
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で

す
。
ベ
タ
ベ
タ
と
い
つ
も
く
っ
つ
き
合

っ
て
い
る
だ
け
が
、
能
じ
ゃ
な
い
。
谷

根
千
の
面
白
さ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が

か
か
わ
っ
て
い
て
も
、
サ
ラ
っ
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

欧
米
か
ら
来
た
人
も
ア
ジ
ア
の
人
も
、

国
内
の
ま
ち
づ
く
り
の
人
も
、
こ
こ
に

案
内
す
る
と
感
激
す
る
ん
で
す
。
暮
ら

し
の
中
に
自
然
と
歴
史
が
入
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
、
独
特
な
意
味
を
持
つ
の

で
し
ょ
う
。

欧
米
の
人
は
東
京
と
い
う
と
、
大
き

な
ビ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の

で
、
こ
こ
に
来
る
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が

覆
さ
れ
て
驚
く
よ
う
で
す
。
し
か
も
、

人
の
顔
が
見
え
て
い
る
か
ら
、
ほ
っ
と

し
て
く
つ
ろ
い
で
帰
り
ま
す
。
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
空
間
が
混
じ

っ
て
い
る
こ
と
も
、
彼
ら
に
す
れ
ば
、

有
り
得
な
い
空
間
と
し
て
新
鮮
に
感
じ

ら
れ
る
の
で
す
。

ア
ジ
ア
の
人
は
、
﹁
こ
こ
は
実
に
う

ま
く
建
て
替
わ
っ
て
い
る
﹂
と
言
い
ま

す
。
古
い
も
の
を
残
す
だ
け
で
は
な
く
、

変
わ
り
方
が
良
い
の
で
す
。
中
国
か
ら

来
た
建
築
の
先
生
が
感
心
し
て
い
ま
し

た
が
、
路
地
が
残
り
、
空
間
の
関
係
性

が
良
い
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
こ
れ
か
ら
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を

得
な
い
都
市
に
と
っ
て
、
一
つ
の
モ
デ

ル
に
な
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
と
、
全
国
の
ま
ち
づ
く
り
関
係

者
か
ら
見
る
と
、
町
並
み
の
残
り
具
合

の
程
が
良
い
。
町
並
み
を
残
し
て
も
生

活
空
間
が
商
売
す
る
空
間
に
な
っ
て
、

テ
ー
マ
パ
ー
ク
み
た
い
に
変
貌
し
た
ケ

ー
ス
も
多
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、

こ
こ
は
逆
。
声
を
大
に
し
て
言
う
ほ
ど

に
は
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
程
良
く

残
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
こ
の
谷
根
千
の
価
値
は
世

界
的
な
視
点
で
評
価
で
き
る
は
ず
だ
け

ど
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
と
、

結
構
難
し
い
で
す
よ
。
森
さ
ん
、
こ
れ

か
ら
は
、
ぜ
ひ
外
国
に
も
ア
ピ
ー
ル
し

て
く
だ
さ
い
。

森

や
っ
と
子
育
て
が
一
段
落
し
て
、

20
年
ぶ
り
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
っ
て
出

か
け
て
ま
す
。

﹃
谷
根
千
﹄
を
20
年
や
っ
て
き
て
思
う

の
は
、
仲
間
を
し
み
じ
み
と
同
志
だ
と

い
う
こ
と
。
お
互
い
動
い
て
、
子
供
を

産
ん
で
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
て
い

る
し
ね
。
時
間
を
と
も
に
す
ご
し
て
き

た
﹁
し
み
じ
み
感
﹂
が
あ
る
。
最
初
の

こ
ろ
は
私
た
ち
も
お
ね
え
ち
ゃ
ん
で
、

町
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
に
人
気
も
あ

っ
た
。
で
も
、
最
近
は
日
本
女
子
大
の

ゼ
ミ
の
若
い
子
た
ち
に
、
み
ん
な
の
目

が
い
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
エ
ロ
ス
と

い
う
の
は
大
事
だ
と
、
実
感
し
ち
ゃ
う
。

聞
き
書
き
も
、
私
は
お
じ
い
さ
ん
は
得

意
だ
け
ど
、
お
ば
あ
さ
ん
は
怖
い
。
私

が
行
っ
て
だ
め
で
も
、
若
い
男
の
子
を

差
し
向
け
る
と
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
き
た

り
。

陣
内

そ
う
い
う
意
味
で
﹁
元
気
に
す

る
﹂
と
い
う
の
は
大
事
な
こ
と
。
僕
も

イ
タ
リ
ア
で
調
査
し
て
い
る
と
き
は
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
に
も
て
た
。

森

で
し
ょ
う
。
私
だ
っ
て
、
若
い
お

兄
ち
ゃ
ん
が
一
緒
に
活
動
し
て
く
れ
る

と
元
気
が
出
ま
す
。

行
か
な
い
で
放
っ
て
お
か
れ
る
権
利
も

あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
ら
へ
ん
は
サ
ラ

っ
と
風
通
し
を
よ
く
し
て
お
き
た
い
、

と
い
う
気
持
ち
で
い
ま
す
。

陣
内

例
え
ば
僕
は
杉
並
に
住
ん
で
い

ま
す
が
、
町
会
の
お
手
伝
い
を
し
た
り

す
る
中
か
ら
、
あ
る
発
見
を
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
僕
が
住
む
地
域
だ
け
で
は
な
く
、

ほ
と
ん
ど
の
所
で
も
言
え
る
こ
と
と
思

う
の
で
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
４
種

類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
商
店
街
。
そ
こ

は
商
業
地
が
中
心
で
、
政
治
の
世
界
と

も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
町
会
長
が
区
議

に
立
候
補
し
た
り
す
る
の
で
す
。
も
う

一
つ
は
氏
子
圏
の
神
社
。
こ
れ
は
住
宅

地
ま
で
根
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
子
育
て
と
か
学
校
と
か
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
。
そ
れ
と
目
的
別
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
、
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

み
た
い
な
催
し
を
通
し
て
つ
な
が
る
集

団
で
す
。
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詠
ま
れ
た
自
然

水
の
恵
み
の
多
く
は
、
生
き
も
の
を

介
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は

そ
の
よ
う
な
意
識
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
が
、
川
も
生
き
も
の
を
媒
介
と

し
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

江
戸
と
い
う
都
市
が
成
立
し
た
の
は
、

氾
濫
原

は
ん
ら
ん
げ
ん

に
当
た
る
場
所
で
し
た
。
江
戸

時
代
の
書
を
見
る
と
、
季
節
に
な
る
と

川
へ
行
き
白
魚
を
す
く
っ
た
り
、
花
を

摘
ん
だ
り
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
時
代
が
下
り
、
夏
目
漱
石
の

﹃
虞
美
人
草

ぐ

び

じ

ん

そ

う

﹄
に
は
﹁
花
見
に
行
こ
う
﹂

﹁
で
も
桜
は
終
わ
っ
た
の
で
は
？
﹂
と

言
う
と
、
﹁
荒
川
に
行
く
の
だ
﹂
と
応

じ
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
氾
濫
原
的
な

要
素
を
残
し
て
い
る
川
の
自
然
と
、
夏

目
漱
石
が
記
し
て
い
る
植
物
が
よ
く
似

て
お
り
、
明
治
期
ま
で
は
こ
う
し
た
自

然
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

徐
々
に
都
市
の
近
く
か
ら
な
く
な
っ
て

い
っ
た
。

現
在
で
は
、
日
本
人
な
ら
ば
常
識
と

し
て
持
っ
て
い
た
生
き
も
の
へ
の
イ
メ

ー
ジ
も
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
和
歌
や
俳
句
を
見
て
も
、
日
常

で
出
会
う
生
き
も
の
が
詠
み
込
ま
れ
、

感
情
や
感
覚
を
共
有
し
な
が
ら
和
歌
を

鑑
賞
し
た
時
代
か
ら
、
自
分
の
身
の
回

り
に
な
い
異
質
な
世
界
の
詠
句
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

高
校
生
が
俳
句
を
論
評
し
あ
う
番
組

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
と

か
な
り
概
念
的
な
も
の
が
多
い
。
自
分

の
日
常
の
生
活
、
四
季
の
自
然
と
い
う

も
の
は
日
本
の
文
化
の
重
要
な
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
が

薄
れ
、
理
屈
を
展
開
さ
せ
て
い
る
よ
う

な
俳
句
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

自
然
の
価
値
が
理
解

さ
れ
な
い
文
化
の
断
絶

今
の
川
を
見
る
と
、
川
の
生
き
も
の

と
触
れ
合
う
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
ほ

と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

川
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
利
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
﹁
川
ら
し
い
﹂
と
い
う

こ
と
は
、
何
も
﹁
川
が
原
生
自
然
で
あ

る
﹂
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
川
の
自
然
営
力
と
、
人

が
か
つ
て
川
を
利
用
し
て
き
た
力
、
そ

の
合
作
と
も
い
え
る
よ
う
な
自
然
が
、

最
近
ま
で
川
に
は
残
っ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
新
田
開
発
期
に
、
草
や

萱
か
や

を
刈
っ
た
り
、
肥
料
に
す
る
た
め
に

生
草
を
刈
っ
た
り
と
い
う
行
為
で
、

人
々
が
川
面
の
資
源
を
利
用
し
始
め
ま

し
た
。
そ
の
行
為
が
川
の
氾
濫
に
代
わ

る
撹
乱

か
く
ら
ん

を
与
え
、
広
い
胚
配
圏

は
い
ば
い
け
ん

で
な
け

れ
ば
確
保
で
き
な
い
、
多
様
性
の
高
い

水
辺
や
葦

よ
し

な
ど
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
の
価
値

が
残
念
な
が
ら
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
価
値
が
理
解
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
自
体
が
、
文
化
の
断
絶
で
す
。

撹
乱：

植
物
体
の
一
部
ま
た
は
全
体
を
破
壊
す
る
よ

う
な
外
か
ら
の
力
の
こ
と
。
植
物
が
進
化
す
る
過
程

で
直
面
す
る
自
然
淘
汰
の
力
は
、
主
に
三
つ
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
資
源
を
め
ぐ
る
「
競
争
」。

第
二
に
、
植
物
の
光
合
成
・
物
質
生
産
を
抑
制
す
る

よ
う
な
物
理
的
な
「
ス
ト
レ
ス
」。
そ
し
て
、
第
三

が
「
撹
乱
」
で
あ
る
。

生
活
の
中
で
そ
の
よ
う
な
自
然
を
楽

し
む
、
資
源
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
も
、

と
も
に
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
価

値
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
河

原
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
ゴ
ル
フ
場
、
駐
車

場
に
し
た
ほ
う
が
人
間
に
と
っ
て
価
値

あ
る
空
間
に
な
る
と
、
一
時
期
思
わ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
の
間
に

か
川
の
自
然
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
か
覚
え
て
い
る
人
も
い
な
く
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
思
い

ま
す
。

生
物
多
様
性
を
増
す
た
め
に

川
と
つ
き
あ
う
に
は

も
し
生
物
多
様
性
と
い
う
言
葉
で
自

然
と
の
共
生
、
つ
ま
り
﹁
人
が
こ
れ
か

ら
も
自
然
か
ら
多
様
な
恵
み
を
得
続
け

る
在
り
方
﹂
を
模
索
し
て
い
く
の
で
あ

れ
ば
、
や
は
り
、
昔
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
を
思
い
出
し
、
縮
小
さ
れ
て
し
ま
っ

た
川
の
自
然
の
領
域
を
増
や
す
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

鷲谷いづみ　わしたにいずみ

東京大学農学生命科学研究科教授

1950年生まれ。東京大学大学院理学系研究
科修了。主な著書に『生物保全の生態学』
（共立出版 1999）、『サクラソウの目―保全生
態学とは何か』（地人書館 1998）、『里山の環
境学』（編著／東京大学出版会2001）ほか

生物多様性という水とのつきあい方

生きものと人が

川を合作する
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生きものと人が川を合作する

生
物
多
様
性：

「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」（
ブ
ラ
ジ
ル
・

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
１
９
９
２
年
に
行
な
わ
れ
た
、

環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
際
会
議
）
で
結
ば
れ
た

「
生
物
多
様
性
条
約
」
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
生
物

（
陸
上
生
態
系
、
海
洋
そ
の
他
の
水
界
生
態
系
、
こ

れ
ら
が
複
合
し
た
生
態
系
そ
の
ほ
か
の
生
息
又
は
生

育
の
場
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
）
の
間
の
変
異
性
を

い
う
も
の
と
し
、
種
内
の
多
様
性
、
種
間
の
多
様
性

及
び
生
態
系
の
多
様
性
を
含
む
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
遺
伝
子
の
多
様
性
、
個
体
群
の
多
様
性
、
種
の

多
様
性
、
生
息
・
生
育
場
所
の
多
様
性
、
生
態
系
の

多
様
性
、
景
観
の
多
様
性
、
生
態
的
プ
ロ
セ
ス
の
多

様
性
な
ど
を
広
く
含
み
、「
生
命
の
豊
か
さ
」
を
包

括
的
に
表
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。（
鷲

谷
い
づ
み
『
生
物
保
全
の
生
態
学
』
共
立
出
版
１

９
９
９
）

か
つ
て
、
人
は
自
然
資
源
を
利
用
す

る
中
で
、
自
ず
と
自
然
環
境
に
関
す
る

学
習
も
し
て
き
ま
し
た
。
楽
し
む
と
同

時
に
学
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
複
雑
な

自
然
界
の
中
の
仕
組
み
を
、
自
然
資
源

を
利
用
す
る
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
、

自
然
に
働
き
か
け
な
が
ら
学
ん
で
い
ま

し
た
。
そ
の
学
び
と
い
う
の
は
、
人
類

が
人
類
と
し
て
誕
生
し
て
き
た
と
き
か

ら
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

人
類
は
も
と
も
と
果
実
や
貝
類
を
採

集
し
て
生
活
し
、
や
が
て
狩
猟
、
そ
し

て
農
耕
を
始
め
ま
し
た
か
ら
、
自
然
資

源
と
の
つ
き
合
い
は
ず
っ
と
続
い
て
き

た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
そ
の

行
為
を
す
る
場
も
機
会
も
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
特
に
現
在
の
都
市
生
活
者
に

は
、
学
ぶ
場
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

川
は
都
市
に
も
流
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
に
一
部
で
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
自

然
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
川

の
自
然
と
自
然
の
恵
み
に
触
れ
る
場
と

し
て
も
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
身
近
な
川
の
自
然
と
触
れ
合
い
、

日
常
生
活
の
中
で
自
然
と
つ
き
合
う
こ

と
が
大
切
で
す
。

撹
乱
は
、
マ
イ
ナ
ス
と
い
う

わ
け
で
は
な
い

江
戸
時
代
初
期
の
関
東
平
野
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
川
が
乱
流
し
、
氾
濫
原
の

ま
ま
で
は
人
は
生
活
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

河
川
の
改
修
を
行
な
い
ま
し
た
。
例
え

ば
、
か
つ
て
の
荒
川
は
雑
木
林
と
同
じ

よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

萱
な
ど
の
生
産
や
生
活
の
た
め
の
資
源

を
採
取
す
る
場
で
し
た
。

と
き
ど
き
川
が
あ
ふ
れ
、
自
然
の
植

生
を
破
壊
す
る
。
こ
の
破
壊
を
撹
乱
と

い
い
ま
す
。

撹
乱
は
、
植
物
体
を
破
壊
す
る
作
用

で
す
。
破
壊
で
す
か
ら
、
生
物
多
様
性

に
は
マ
イ
ナ
ス
行
為
の
印
象
を
与
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
界
に
も
山

火
事
や
火
山
爆
発
や
洪
水
な
ど
、
撹
乱

の
要
素
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

人
間
に
と
っ
て
そ
れ
は
災
害
で
、
産

業
や
生
活
に
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た

ら
し
ま
す
が
、
自
然
を
豊
か
に
す
る
と

い
う
意
味
で
は
、
撹
乱
は
非
常
に
重
要

な
要
素
で
す
。

日
本
の
場
合
で
い
う
と
、
撹
乱
が
ま

っ
た
く
な
い
と
気
候
の
影
響
で
暗
い
森

が
発
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
撹
乱

作
用
が
あ
る
と
、
森
の
中
に
明
る
い
場

所
が
で
き
、
時
間
を
経
る
に
し
た
が
っ

て
、
明
る
い
森
か
ら
暗
い
森
ま
で
い
ろ

い
ろ
な
環
境
が
生
ま
れ
ま
す
。
撹
乱
の

規
模
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ

の
明
る
い
林
地
が
で
き
、
時
間
と
と
も

に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

生
き
も
の
の
中
に
は
、
暗
い
森
が
好

き
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
明
る
い
場
所
で

旺
盛
に
成
長
す
る
生
き
も
の
も
い
ま
す
。

後
者
の
代
表
は
植
物
で
す
。
そ
の
植
物

に
動
物
は
依
存
し
て
い
ま
す
。
動
物
は
、

あ
る
植
物
種
し
か
餌
に
で
き
な
か
っ
た

り
、
植
物
体
が
つ
く
る
構
造
を
棲
み
処

に
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
の
で
、
植
物

の
多
様
性
が
増
せ
ば
、
動
物
の
多
様
性

も
増
す
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

さ
ら
に
、
自
然
の
撹
乱
は
、
長
い
年

月
に
わ
た
っ
て
そ
こ
の
土
地
で
繰
り
返

し
起
こ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
生
活
し

て
い
る
生
き
も
の
は
、
そ
の
場
所
で
適

応
進
化
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、

撹
乱
は
破
壊
す
る
作
用
を
持
っ
て
い
ま

す
が
、
生
態
系
全
体
と
し
て
は
マ
イ
ナ

ス
の
効
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
多
様
性

を
維
持
す
る
要
素
と
し
て
大
き
い
機
能

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
当
時
の
荒
川
は
、
自
然
の

撹
乱
と
、
人
が
生
活
の
た
め
に
資
源
を

採
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
撹
乱

が
う
ま
く
作
用
し
、
生
物
多
様
性
の
高

い
空
間
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。

田
ん
ぼ
の
意
味

お
そ
ら
く
狩
猟
を
始
め
た
時
期
か
ら

ヒ
ト
は
た
だ
の
ほ
乳
動
物
で
は
な
く
な

っ
て
、
自
然
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
撹
乱
を

与
え
て
き
ま
し
た
。

狩
猟
す
る
た
め
に
火
を
放
つ
と
い
う

こ
と
も
、
か
な
り
昔
か
ら
行
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
火
を
放
て
ば
自
然
に
与
え

る
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
で
す
が
、
と

き
ど
き
野
火
が
起
こ
る
火
山
地
域
で
は
、

野
火
は
人
が
放
っ
た
火
と
大
差
な
い
規

模
で
す
し
、
人
口
密
度
が
低
い
時
代
は
、

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
焼
く
わ
け
で
は
な
い

で
す
か
ら
、
自
然
の
撹
乱
と
し
て
よ
く

起
き
る
こ
と
の
範
囲
内
と
い
っ
て
よ
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
見
イ
ン
パ
ク
ト

が
大
き
い
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
自
然

に
よ
く
馴
染
ん
で
い
て
、
む
し
ろ
撹
乱

が
多
様
性
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
し
て

い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
原
生
自
然
の
中
に
は

本
来
一
時
的
に
水
浸
し
に
な
る
場
所
が

で
き
た
は
ず
で
す
。
こ
れ
を
﹁
一
時
的

水
域
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
ト
ン
ボ

や
水
生
昆
虫
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
場
所

に
適
応
し
て
生
き
て
き
た
わ
け
で
す
。

人
が
つ
く
っ
た
﹁
田
ん
ぼ
﹂
と
い
う
一

時
的
な
水
域
を
利
用
し
、
う
ま
く
棲
み

込
み
、
そ
こ
を
利
用
す
る
も
の
も
た
く

さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
し

ば
ら
く
前
ま
で
田
ん
ぼ
は
生
物
多
様
性

が
豊
か
な
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と

は
い
え
、
田
ん
ぼ
は
そ
れ
ほ
ど
自
然
破

壊
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

日
本
の
も
と
も
と
の
自
然
の
特
性
と
、

田
ん
ぼ
で
行
な
う
人
の
行
為
、
撹
乱
の

在
り
方
、
水
の
水
位
変
動
な
ど
の
諸
要

素
が
か
け
離
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
か

つ
て
の
氾
濫
原
で
暮
ら
し
て
い
た
生
き

も
の
の
あ
る
も
の
が
、
そ
こ
に
棲
み
着

い
て
繁
栄
で
き
た
と
い
え
る
の
で
す
。

人
間
と
し
て
は
、
た
だ
米
を
つ
く
り

た
か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
が
、
自
然
に

馴
染
ん
で
暮
ら
し
て
い
た
時
代
に
は
、

図
ら
ず
も
生
物
多
様
性
を
高
め
る
こ
と
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自然の恵みの例
生態系が供給する有用物「財」
・食料
・燃料
・繊維
・建材
・薬用植物
・家畜や栽培植物の改良に役立つ野生生物遺伝子

生態系が提供する「サービス」
・水循環の維持
・気候の制御
・水と大気を清浄に保つ作用
・大気のガス組成の維持
・作物や有用植物の授粉
・有用植物の種子の分散
・土壌の形成と維持
・河岸や海岸の侵食防止
・必須栄養素の貯留と循環
・汚染物質の吸収と無毒化
・農業害虫、雑草の防除
・紫外線からの保護
・感動、インスピレーション、癒し、研究の機会の提供

鷲谷いづみ『生物保全の生態学』（共立出版1999）

の
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
と
い
う
の
が
、

適
切
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
貨
幣
価

値
で
計
ら
な
い
と
現
在
の
世
の
中
で
は

納
得
し
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

の
で
、
そ
の
側
面
だ
け
を
取
っ
て
﹁
こ

れ
だ
け
の
価
値
が
あ
り
ま
す
﹂
と
い
う

こ
と
は
、
説
明
と
し
て
は
意
味
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
と
自
然
の

か
か
わ
り
の
変
遷

︱
︱
　
海
外
を
見
る
と
、
湿
地
と
食
料

生
産
地
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な

い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
小
麦
畑
を

つ
く
る
に
は
、
元
の
植
生
を
ま
っ
た
く

変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
世
界
中
で
一
番

小
麦
が
穫
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
中
央

部
で
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
に
広
が
る
プ

レ
ー
リ
ー
と
い
う
場
所
で
す
が
、
も
と

も
と
は
森
林
や
草
原
が
モ
ザ
イ
ク
の
よ

う
に
入
り
交
じ
っ
て
い
た
自
然
で
し
た
。

そ
れ
を
す
べ
て
破
壊
し
て
、
一
様
な
小

麦
畑
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
あ

る
意
味
で
は
大
き
な
環
境
破
壊
と
な
り

ま
す
。

こ
の
た
め
１
９
３
０
年
代
に
は
、
ダ

ス
ト
ボ
ー
ル
と
い
う
環
境
問
題
が
起
き

て
い
ま
す
。
今
ま
で
植
物
に
覆
わ
れ
て

い
た
所
を
畑
に
す
る
と
土
が
露
出
し
ま

す
。
そ
れ
が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
、
畑
が
砂
埃
地
帯
に
な
り
、
農
地
と

し
て
維
持
で
き
な
い
場
所
が
た
く
さ
ん

出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
開
拓
か

ら
た
い
し
て
時
間
が
経
っ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
農
地
を
放
棄
す
る
人

が
出
て
き
た
の
で
す
。

日
本
で
は
、
関
西
に
同
じ
場
所
で
千

何
百
年
、
田
を
つ
く
り
続
け
て
い
る
例

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、

水
田
と
い
う
も
の
が
日
本
の
低
地
の
自

然
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、

大
き
く
改
変
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
理
由
で
す
。
自
然
環
境
と
い

う
面
か
ら
見
て
も
、
無
理
の
な
い
形
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
に
は
ト
ン
ボ
の
種

類
が
豊
か
で
す
ね
。
２
０
０
種
近
く
い

ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
種
類
よ

り
も
多
い
。
両
生
類
も
熱
帯
に
匹
敵
す

る
ほ
ど
多
い
。
ト
ン
ボ
と
両
生
類
は
、

幼
生
期
に
は
水
の
中
で
生
活
し
、
大
人

に
な
る
と
森
に
出
て
い
く
生
き
も
の
で

す
。
こ
の
生
態
が
田
ん
ぼ
に
適
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
種
が

棲
息
し
て
い
る
の
で
す
。

も
と
も
と
の
日
本
の
原
生
的
自
然
と

い
う
の
は
、
雨
量
の
多
い
地
域
で
地
形

が
複
雑
で
す
か
ら
、
森
が
発
達
し
や
す

い
の
で
す
が
、
森
の
そ
ば
に
必
ず
湿
地

が
あ
る
よ
う
に
、
森
と
水
辺
の
組
み
合

わ
せ
が
豊
富
な
環
境
で
し
た
。
水
田
と

農
用
林
や
屋
敷
林
が
組
み
合
わ
さ
る
農

業
環
境
だ
っ
た
た
め
、
農
業
が
盛
ん
に

な
っ
て
も
、
水
と
森
が
一
緒
に
な
っ
た

環
境
が
維
持
さ
れ
続
け
、
豊
か
な
生
態

系
が
絶
滅
し
な
い
で
済
ん
だ
の
で
す
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
農
地
の
開
発
が
生

態
系
の
破
壊
と
い
う
方
向
で
進
ん
だ
の

で
、
た
く
さ
ん
の
生
き
も
の
が
絶
滅
し

た
た
め
、
固
有
の
生
き
も
の
が
乏
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。

と
は
言
う
も
の
の
、
日
本
で
も
高
度

成
長
期
以
降
は
自
然
が
豊
か
で
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
効
率
を
高
め
る

農
業
を
進
め
、
自
然
環
境
に
あ
ま
り
目

が
向
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、

水
田
と
い
う
も
の
が
、
稲
を
育
て
る
場

以
外
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
意

識
が
向
け
ら
れ
ず
、
他
の
機
能
を
全
部

切
り
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水
の
管

理
も
そ
う
で
す
ね
。
田
ん
ぼ
の
中
に
は

他
の
生
き
も
の
が
い
て
は
い
け
な
い
、

と
い
う
発
想
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

昔
な
が
ら
の
耕
作
方
法
が
残
っ
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
遅
れ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
の
生

き
も
の
の
賑
わ
い
を
残
し
て
い
る
の
で

す
。
生
物
多
様
性
と
い
う
点
か
ら
見
る

と
、
整
備
さ
れ
た
田
ん
ぼ
と
い
う
の
は
、

生
き
も
の
の
乏
し
い
空
間
に
な
っ
て
い

ま
す
。
溜
池
な
ど
も
同
様
で
す
。

生
き
も
の
の
賑
わ
い
の
価
値

ま
だ
気
づ
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
生
き
も
の
の
賑

わ
い
が
、
地
域
の
資
源
に
な
る
と
思
う

の
で
す
。

に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

水
田
と
い
う
の
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
は
大
変
有
り
難
い
も
の
で
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
主
食
を
つ
く
る
場
が
、
そ
の

ま
ま
生
物
多
様
性
の
高
い
場
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
人
と
自
然
が

調
和
で
き
て
い
た
領
域
が
か
な
り
広
か

っ
た
の
で
す
。
伝
統
的
な
田
ん
ぼ
を
見

る
と
、
自
然
の
機
能
の
半
分
以
上
は
保

持
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
現

代
の
田
ん
ぼ
と
な
る
と
話
は
異
な
り
ま

す
が
、
昔
の
水
田
は
自
然
の
恵
み
の
最

た
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

自
然
の
恵
み
は
、
計
り
知
れ

な
い
価
値
を
持
っ
て
い
る

自
然
の
恵
み
は
、
財
と
サ
ー
ビ
ス
で

説
明
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
も
っ
と
渾
然

一
体
と
し
た
も
の
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

人
は
、
河
原
に
生
え
た
葦

よ
し

や
荻

お
ぎ

を
利

用
す
る
た
め
に
、
刈
り
取
っ
た
り
肥
料

を
や
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
が
、

た
ま
た
ま
サ
ク
ラ
ソ
ウ
な
ど
の
見
た
目

も
美
し
い
植
物
の
生
育
条
件
を
つ
く
り

出
し
た
り
し
た
の
で
す
。

葦
や
荻
は
財
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
葦
や
荻
は
サ
ー
ビ
ス
も
供
給
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。
葦
や
荻
の
サ
ー
ビ
ス

は
、
水
を
浄
化
す
る
機
能
な
ど
で
す
。

﹁
三
尺
流
れ
れ
ば
水
清
し
﹂
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、
土
の
微
生
物
の
働

き
に
よ
っ
て
土
水
路
の
よ
う
な
所
に
水

が
流
れ
れ
ば
、
水
が
き
れ
い
に
な
る
と

い
う
浄
化
の
機
能
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

生
物
多
様
性
の
あ
る
部
分
は
、
人
の

行
為
と
の
比
較
で
そ
の
価
値
を
計
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
生
き
も
の

そ
の
も
の
が
多
様
な
機
能
を
持
ち
、
生

き
も
の
同
士
の
つ
な
が
り
も
多
様
な
機

能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
私

た
ち
が
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
現
在
の
時
点
で
の
生
態
系
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生きものと人が川を合作する

生
物
多
様
性
に
配
慮
し
た
ほ
う
が
望
ま

し
い
と
思
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
そ

の
こ
と
は
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

ど
う
も
、
一
つ
の
﹁
こ
と
﹂
が
い
ろ

い
ろ
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
複
雑
な

関
係
の
中
で
多
様
な
﹁
機
能
﹂
が
維
持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
理
解
が
、

日
本
で
は
か
な
り
遅
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
農
地
の
生

態
学
的
多
様
性
を
少
し
で
も
増
や
そ
う

と
、
農
地
に
補
助
金
を
出
す
制
度
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス

な
ど
で
は
﹁
う
ち
の
農
場
に
は
野
生
の

植
物
が
こ
れ
だ
け
生
育
し
て
い
ま
す
﹂

と
自
己
申
告
す
る
と
補
助
金
が
も
ら
え

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
今
、
必
死
に
農
地

に
お
け
る
生
態
系
の
複
雑
性
と
多
様
性

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

日
本
で
は
、
そ
う
い
う
環
境
が
ま
だ

残
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
価

値
に
対
す
る
理
解
は
薄
い
。
有
機
農
業

を
す
る
際
も
、
生
物
多
様
性
を
活
か
し

た
有
機
農
業
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
進

ん
で
い
る
例
は
少
な
い
で
す
ね
。
単
に

循
環
と
い
う
面
か
ら
有
機
物
を
入
れ
る
、

と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
一
部
で

﹁
生
物
多
様
性
を
キ
ー
に
農
業
を
健
全

化
し
よ
う
﹂
と
い
う
動
き
は
出
て
き
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
運
動
を
し
て
い
る

人
々
は
、
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
が
何
匹
い

る
と
か
、
メ
ダ
カ
や
ト
ン
ボ
の
数
と
か
、

自
分
の
田
ん
ぼ
に
ど
う
い
う
生
き
も
の

が
い
る
か
、
自
分
た
ち
で
調
査
し
て
い

ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
水

の
張
り
方
一
つ
と
っ
て
も
、
目
的
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
冬
に
そ
こ
に
来
る
渡
り

鳥
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
冬
に
水
を
張

り
、
冬
期
湛
水

た
ん
す
い

水
田
と
し
て
、
餌
を
摂

れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動

を
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。
い

ず
れ
に
し
て
も
生
息
し
て
い
る
生
き
も

の
の
種
類
に
よ
っ
て
要
求
す
る
自
然
条

件
が
違
い
ま
す
か
ら
、
何
か
指
標
を
決

め
な
い
と
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
良
い

の
か
判
断
す
る
の
が
難
し
い
の
で
す
。

河
川
を
守
る
に
は

︱
︱
　
生
物
多
様
性
を
守
る
と
い
う
面

で
は
、
河
川
に
は
ど
う
対
処
し
た
ら
よ

い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
の
日
本
の
川
は
、
手
を
こ
ま
ね

い
て
い
て
は
、
守
れ
る
状
況
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
外
来
種
も
た
く
さ
ん
入
っ
て

い
ま
す
。

川
で
あ
る
必
要
が
な
い
土
地
利
用
は
、

川
か
ら
遠
ざ
け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

日
本
の
緑
地
は
狭
い
で
す
か
ら
、
せ
め

て
川
沿
い
は
氾
濫
原
の
あ
る
自
然
の
場

と
し
て
、
一
部
だ
け
で
も
復
活
さ
せ
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
一
般
論
は
難
し
い
の

で
す
が
、
都
市
河
川
に
も
工
夫
の
仕
方

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
こ
と
は
、
生
物
多
様
性
を
考

え
る
と
き
に
川
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の

自
然
環
境
も
含
め
て
面
で
整
備
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
も

の
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど

こ
か
に
供
給
源
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

移
動
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
供
給
源
が
本
当
に
残
っ
て
い
る
の
か
。

移
動
の
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の

か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
人
為
的
に
援
助

す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
人
が
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
撹

乱
を
招
か
な
い
か
な
ど
、
個
別
の
場
面

で
適
切
な
調
査
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
自
然
を
守
る
か

に
よ
っ
て
、
人
の
か
か
わ
り
方
を
変
え

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
使
い
な

が
ら
守
れ
る
所
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な

い
所
も
あ
り
ま
す
。

場
所
に
応
じ
て
、
将
来
の
不
確
実
性

を
見
越
し
た
上
で
、
当
事
者
が
参
加
し

て
、
適
切
な
管
理
を
し
て
い
く
。
ま
ず

は
、
そ
こ
か
ら
始
め
な
い
と
い
け
な
い

で
し
ょ
う
ね
。

か
つ
て
な
か
っ
た
生
物
多
様
性
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
う
と
、
将
来
の
人

に
と
っ
て
も
有
効
な
解
決
策
が
見
出
せ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
目
先
の

こ
と
だ
け
を
考
え
る
と
、
長
期
的
に
は

損
を
す
る
。
環
境
と
い
う
も
の
を
、
そ

の
よ
う
な
視
点
で
見
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
ね
。

タ
ガ
メ
だ
け
で
な
く
、
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ

も
も
う
い
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
溜
池
に

行
き
、
水
を
す
く
え
ば
何
種
類
も
の
ゲ

ン
ゴ
ロ
ウ
が
い
る
と
い
う
、
生
き
も
の

の
賑
わ
い
と
か
生
物
多
様
性
を
今
で
は

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。
子
供
が
遊
び
を
通
じ
て
生
物
多
様

性
を
実
感
す
る
と
い
う
体
験
は
、
現
在

で
は
日
本
の
中
で
も
わ
ず
か
し
か
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
数
十
年
前
に

は
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
は
と
て

も
珍
し
い
現
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
生
物
多
様
性
を
維
持
す
る

こ
と
は
、
食
物
を
生
産
す
る
上
で
も
メ

リ
ッ
ト
が
大
き
い
は
ず
で
す
。
生
物
多

様
性
が
豊
か
な
場
所
で
は
、
い
ろ
い
ろ

な
生
き
も
の
間
に
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
介

在
し
ま
す
か
ら
、
害
虫
が
大
発
生
す
る

こ
と
も
起
こ
り
に
く
く
な
り
ま
す
。
害

虫
の
多
く
は
外
来
の
も
の
で
す
。
大
規

模
に
水
田
を
整
理
し
て
生
物
多
様
性
を

否
定
し
て
し
ま
う
と
、
外
か
ら
来
た
害

虫
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
生
き
も
の
が
い
な

い
た
め
、
大
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
が

起
こ
り
が
ち
で
す
。
そ
の
た
め
農
薬
な

ど
を
次
々
と
使
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
作
物
の
生
産
性
も
安
定
し
な

く
な
り
、
安
全
性
の
面
で
も
人
の
健
康

に
影
響
が
出
て
き
ま
す
ね
。

一
時
的
に
は
生
産
効
率
が
落
ち
、
あ

る
年
度
の
生
産
量
に
限
っ
て
み
る
と
近

代
的
な
水
田
に
は
か
な
わ
な
く
て
も
、

何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
持
続
的
に
使
っ

て
い
か
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

荒川と並ぶ隅田川の横に自然の緑地として残された、尾久の原
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水車の復元

かつての日本には水車が多数見られた。灌漑、揚水、

製粉、発電⋯。水車は川や用水路から水力エネルギー

を利用する貴重な地域資産だった。その水車を復元し、

実際に取り付けて水車づくりの知恵を伝えているのが、

佐賀県相知
お う ち

町の「自然と暮らしを考える研究会」だ。

水車が回ると、人々の川への思いはどう変わるの

か？　活動を引っぱってきた石盛信行さんの口から飛

び出す「俺の代
だ い

で水車を絶やすわけにはいかない」と

いう言葉を聞くと、「私の代
だ い

」という時間の感覚につ

いて考えさせられる。

第8回 水の文化楽習実践取材

「私の代
だ い

」という世代感覚を取り戻すために

里
の
技
術
を
伝
え
る
に
は

何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う

無
形
の
技
術
や
知
識
を
伝
え
る
こ
と

は
難
し
い
も
の
だ
。
読
み
書
き
の
習
慣

や
手
引
き
書
が
な
い
時
代
に
は
、
人
は

見
て
、
話
し
て
、
聞
い
て
、
技
術
を
身

体
に
刻
み
込
ん
だ
。
無
形
の
情
報
を
伝

え
よ
う
と
思
え
ば
、
物
と
し
て
形
に
残

し
た
り
、
祭
り
の
よ
う
に
イ
ベ
ン
ト
化

す
る
し
か
な
い
。

例
え
ば
、
伊
勢
神
宮
で
は
20
年
ご
と

に
式
年
遷
宮

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

が
行
な
わ
れ
、
神
殿
を
新

し
く
建
て
替
え
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
建

築
技
術
を
後
世
に
伝
え
る
儀
式
と
し
て

も
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

法
隆
寺
の
宮
大
工
棟
梁
と
し
て
有
名

だ
っ
た
西
岡
常
一
は
、
か
つ
て
あ
る
古

代
の
寺
を
復
元
す
る
と
き
に
、
﹁
現
代

の
宮
大
工
の
知
恵
で
当
時
の
姿
を
復
元

し
て
お
け
ば
、
そ
れ
が
何
百
年
後
で
あ

っ
て
も
、
工
人
が
形
を
見
て
考
え
抜
い

て
元
の
姿
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き

る
﹂
と
い
う
内
容
の
こ
と
を
話
さ
れ
て

い
た
。
形
に
な
っ
た
技
術
を
読
み
取
る

に
も
、
技
能
の
ス
ト
ッ
ク
は
必
要
と
い

う
こ
と
で
、
専
門
技
術
と
は
そ
う
い
う

も
の
な
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
大
寺
院
で
は
な
く
、
里
の
小

さ
な
水
車
を
復
元
す
る
場
合
に
は
ど
う

だ
ろ
う
。

か
つ
て
、
日
本
中
に
身
近
な
道
具
や

機
械
と
し
て
存
在
し
た
水
車
が
、
現
在
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は
多
く
が
姿
を
消
し
て
い
る
。
今
も
水

車
大
工
と
呼
ば
れ
る
人
が
何
人
か
い
る

が
、
そ
う
し
た
人
の
話
を
聞
く
と
、
水

車
づ
く
り
は
特
別
な
専
門
技
術
と
い
う

よ
り
も
、
あ
り
合
わ
せ
の
知
恵
と
技
術

を
い
か
に
巧
み
に
在
地
の
条
件
に
合
わ

せ
る
か
が
勝
負
の
分
か
れ
目
と
な
る
ら

し
い
。

人
は
、
専
門
技
術
は
努
力
し
て
伝
承

し
よ
う
と
す
る
が
、
手
軽
な
技
術
は
忘

れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
手
軽
な
技
術

こ
そ
が
、
実
は
暮
ら
し
に
多
様
な
意
味

を
持
た
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
水

車
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

昔
は
い
た
る
所
に

地
域
固
有
の
水
車
が
あ
っ
た

今
で
こ
そ
珍
し
く
な
っ
た
水
車
だ
が
、

か
つ
て
は
全
国
い
た
る
所
で
水
車
は
見

ら
れ
た
。
明
治
時
代
に
陸
軍
省
が
調
べ

た
資
料
に
よ
る
と
、
１
９
１
０
年
（
明
治

43
）
は
全
国
で
約
４
万
４
０
０
０
基
の

水
車
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
身

近
で
あ
っ
た
水
車
が
、
こ
の
１
０
０
年

の
産
業
化
の
過
程
で
多
く
が
姿
を
消
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
水
車
と
は
水
力
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
動
力
に
変
換
す
る
簡
便
な

機
械
で
あ
る
。
昭
和
30
年
代
ま
で
は
、

全
国
各
地
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

水
車
は
、
揚
水
、
杵
や
臼
、
発
電
な

ど
に
用
い
ら
れ
た
。
北
海
道
で
は
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
水
車
が
遡
上
し
て
く
る
鮭
を

捕
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
鹿
児
島
県
知ち

覧
ら
ん

町
や
加
世
田

か

せ

た

市
に
伝
わ
る
﹁
か
ら
く

り
水
車
﹂
が
あ
り
、
水
車
動
力
で
舞
台

上
の
か
ら
く
り
人
形
が
踊
る
よ
う
に
複

雑
な
動
き
を
演
じ
て
い
く
。
水
に
よ
る

回
転
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
土
地
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
用
途
に
用
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
水
車
の
中
で
も
、
現
在
有

名
な
の
が
福
岡
県
朝
倉
町
に
あ
る
三
連

水
車
だ
。
筑
後
川
中
流
の
山
田
堰
か
ら

引
き
入
れ
川
と
並
行
し
て
流
れ
て
い
る
、

堀
川
用
水
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
水
車

の
直
径
は
、
そ
れ
ぞ
れ
４
・
76
m
、
４
・

30
m
、
３
・
96
m
で
、
周
囲
の
13
・
５

ha
を
灌
漑
し
て
い
る
。
三
連
水
車
が
つ

く
ら
れ
た
１
７
８
９
年
（
寛
政
元
）
ま
で

は
二
連
で
回
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

も
と
も
と
こ
の
水
車
が
回
っ
て
い
る

堀
川
用
水
は
、
１
６
６
３
年
（
寛
文
３
）

に
筑
後
川
か
ら
水
を
引
き
入
れ
て
造
ら

れ
た
。
そ
の
後
、
水
車
が
造
ら
れ
た
翌

年
の
１
７
９
０
年
（
寛
政
２
）
に
は
、
当

時
の
庄
屋
が
堀
川
の
取
水
口
に
山
田
堰

を
造
営
し
て
い
る
。

灌
漑
用
途
の
水
車
は
、
水
車
そ
の
も

の
だ
け
を
見
る
の
で
は
不
十
分
だ
。
水

車
を
回
転
さ
せ
る
川
や
用
水
と
、
周
辺

の
田
ん
ぼ
を
結
ぶ
水
利
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
で
機
能
し
て
い
る
装
置
と
し
て
見

た
と
き
に
、
水
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し

て
き
た
か
と
い
う
知
恵
と
歴
史
が
わ
か

っ
て
く
る
。

上：福岡県朝倉町の
三連水車

右：三連水車を回す
堀川が筑後川か
ら取水される山
田堰

左：堀川
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町
切

ち
ょ
う
ぎ
り

水
車

こ
の
よ
う
な
水
車
を
現
代
に
復
元
し
、

町
の
宝
と
し
て
継
承
し
て
い
こ
う
と
活

動
し
て
い
る
の
が
、
﹁
佐
賀
　
自
然
と

暮
ら
し
を
考
え
る
研
究
会
﹂
の
人
々
だ
。

研
究
会
で
は
、
佐
賀
県
相
知

お

う

ち

町
の
町
切

地
区
に
か
つ
て
多
数
あ
っ
た
水
車
を
復

元
し
、
毎
年
子
供
た
ち
と
一
緒
に
取
り

付
け
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
っ
て
い
る
。

相
知
町
は
、
唐
津
市
で
玄
界
灘
に
注

ぐ
松
浦
川
の
中
流
に
位
置
す
る
人
口
約

９
３
０
０
名
の
町
だ
。
水
車
が
回
る
町

切
地
区
は
、
こ
の
松
浦
川
に
合
流
す
る

厳
木

き
ゅ
う
ら
ぎ

川
沿
い
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の

厳
木
川
の
町
切
堰
か
ら
引
き
込
ま
れ
た

用
水
路
は
川
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
流
れ
、

全
長
約
５
km
。
４
つ
の
集
落
の
田
ん
ぼ

に
水
を
供
給
し
、
再
び
厳
木
川
に
流
れ

込
ん
で
い
る
。
こ
の
用
水
路
に
、
現
在
、

復
元
さ
れ
た
６
基
の
水
車
が
灌
漑
水
車

と
し
て
回
っ
て
い
る
。

水
車
復
元
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

石
盛
信
行
さ
ん
は
、
こ
の
町
の
出
身
。

し
か
し
、
学
校
卒
業
後
、
い
っ
た
ん
町

を
離
れ
大
阪
で
働
い
て
い
た
。
そ
し
て
、

１
９
８
４
年
（
昭
和
59
）
に
Ｕ
タ
ー
ン
し

て
町
に
戻
り
、
公
民
館
活
動
に
従
事
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
も

水
車
は
あ
る
こ
と
に
は
あ
っ
た
が
、
２

基
し
か
回
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
石
盛
さ
ん
た
ち
は
ま
ず
公

民
館
活
動
の
一
環
と
し
て
、
町
に
残
る

上：水車の設計図面。これだけの簡
単な図面に、水車を造作する情報が
込められている。この1枚からみんな
が動き始める。

左：自然と暮らしを考える研究会の
石盛信行さん（左）と
大草忠年さん（右）

右：2003年5月に行なわれた水車の取
り付け。子供たちも総出で体験した。
（水車取り付け写真は「自然と暮らしを考える
研究会」提供）
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里
川
の
風
景

堀
割
の
ま
ち
柳
川

福
岡
県
柳
川
市
は
、
有
明
海
に
面
し

た
人
口
約
４
万
１
０
０
０
人
の
都
市
だ
。

無
数
の
水
路
（
ク
リ
ー
ク
）
が
広
が
る
低

湿
地
帯
で
、
こ
こ
を
人
々
が
舟
で
行
き

来
し
て
い
た
。
と
言
っ
て
も
、
水
が
豊

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
低

湿
地
で
水
が
乏
し
く
排
水
が
困
難
な
た

め
、
ク
リ
ー
ク
に
水
を
溜
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
地
特
有
の
治
水
・
利
水
の
仕
組

み
に
「
も
た
せ
」
が
あ
る
。
水
路
に
か

か
る
橋
の
下
の
水
路
幅
は
、
上
向
き
に

広
が
る
よ
う
に
せ
ば
め
ら
れ
て
い
る
が

（
左
下
写
真
）、
こ
れ
は
一
時
的
に
増
加
し

た
水
を
溜
め
て
ゆ
っ
く
り
排
水
す
る
治

水
シ
ス
テ
ム
や
、
雨
や
上
流
か
ら
の
水

を
で
き
る
だ
け
滞
留
さ
せ
て
利
用
す
る

利
水
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
い

わ
ば
、
水
を
ゆ
っ
く
り
流
す
工
夫
だ
。

前
述
の
せ
ば
め
ら
れ
た
水
路
を
「
も
た

せ
に
な
っ
て
い
る
」
と
言
っ
た
り
す
る
。

市
内
に
は
樋
門
が
４
４
９
基
あ
り
、

大
雨
が
降
る
と
行
政
の
連
絡
を
受
け
、

樋
門
の
側
に
住
ん
で
い
る
人
な
ど
が
開

閉
す
る
の
で
、
ど
の
樋
門
を
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
開
閉
す
る
か
も
ノ
ウ
ハ
ウ
と

し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。

映
画
に
も
な
っ
た
『
柳
川
堀
割
物
語
』

で
描
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
堀
割
は

昭
和
50
年
頃
を
境
に
急
激
に
汚
れ
た
が
、

市
民
活
動
の
成
果
も
あ
り
、
か
な
り
改

善
さ
れ
て
い
る
。
遊
覧
船
に
乗
る
と
、

家
々
の
通
用
門
や
庭
が
堀
に
向
い
て
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
見
上
げ
る
よ

う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
も
あ
れ
ば
、
堀
に
向

い
た
小
ぎ
れ
い
な
住
宅
も
あ
る
。
郊
外

に
向
か
う
と
、
昔
な
が
ら
の
ク
リ
ー
ク

が
残
る
が
、
目
を
遠
く
に
転
じ
る
と
、

一
面
に
整
備
さ
れ
た
水
田
の
向
こ
う
に

県
営
集
合
住
宅
が
島
の
よ
う
に
建
っ
て

い
る
場
所
も
あ
る
。
こ
れ
が
２
０
０
３

年
（
平
成
15
）
の
柳
川
だ
。

柳
川
に
は
堀
と
暮
ら
し
が
渾
然
一
体

と
な
っ
た
個
性
が
あ
り
、「
水
郷
」「
水

の
都
」
と
呼
ば
れ
る
景
観
を
持
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
里
と
は
人
が
住
ん
で
い

る
場
所
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、

今
こ
こ
に
住
む
人
々
が
今
後
ど
の
よ
う

な
暮
ら
し
を
選
び
取
る
の
か
が
気
に
な

る
と
こ
ろ
だ
。
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）

に
施
行
さ
れ
た
「
柳
川
市
堀
割
を
守
り

育
て
る
条
例
（
水
の
憲
法
）」
は
、「
行

政
部
門
毎
で
は
な
く
、
関
係
者
が
一
丸

と
な
っ
て
水
問
題
に
取
り
組
む
」
こ
と

が
謳
わ
れ
て
お
り
、
里
川
づ
く
り
と
い

う
点
か
ら
も
、
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
だ
。

と
。
江
戸
時
代
に
は
厳
木
川
が
す
ぐ
に

氾
濫
し
、
稲
作
復
旧
も
ま
ま
な
ら
ず
、

﹁
砂
押
し
﹂
と
呼
ば
れ
る
年
貢
の
免
除

が
あ
っ
た
こ
と
。
水
車
の
管
理
は
庄
屋

が
行
っ
て
い
た
こ
と
。
伊
能
忠
敬
も
１

８
１
２
年
（
文
化
９
）
に
こ
の
地
を
測
量

し
て
町
切
堰
と
川
幅
の
記
録
を
書
き
止

め
て
い
る
こ
と
。
時
代
は
下
り
昭
和
30

年
代
ま
で
は
、
５
km
の
用
水
路
に
稲
作

用
水
車
だ
け
で
も
20
数
基
、
米
搗
き
水

車
３
カ
所
、
協
同
浴
場
用
水
車
３
、
４

カ
所
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
こ

の
地
区
の
人
々
の
暮
ら
し
と
川
の
つ
な

が
り
の
歴
史
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
の
だ
。

石
盛
さ
ん
も
﹁
当
た
り
前
﹂
と
思
っ

て
き
た
里
の
姿
。
そ
の
里
が
、
先
祖
の

暮
ら
し
の
歴
史
が
詰
ま
っ
た
財
産
に
見

え
て
き
た
、
再
発
見
の
瞬
間
だ
っ
た
。

水
車
復
元
体
験
イ
ベ
ン
ト

先
人
の
歴
史
に
驚
き
を
覚
え
た
石
盛

さ
ん
た
ち
は
、
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）

に
﹁
自
然
と
暮
ら
し
を
考
え
る
研
究
会
﹂

を
立
ち
上
げ
、
98
年
（
平
成
10
）
２
月
か

ら
水
車
の
取
り
付
け
研
修
会
を
始
め
た
。

と
い
っ
て
も
、
水
車
大
工
に
専
門
的
な

技
術
を
教
わ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
最
初
の
年
だ
け
地
主
さ
ん
に
取
り

付
け
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
翌
年
か
ら

は
毎
年
自
分
た
ち
の
力
だ
け
で
付
け
替

え
を
続
け
て
い
る
。

精
密
な
設
計
図
で
も
あ
る
の
か
と
い

古
文
書
な
ど
を
も
と
に
、
厳
木
川
の
町

切
堰
や
用
水
路
、
水
車
に
つ
い
て
調
査

を
始
め
て
み
た
。
す
る
と
、
断
片
的
な

が
ら
も
、
面
白
い
資
料
と
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
続
々
と
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

町
切
堰
や
用
水
路
、
水
車
は
、
ど
う

も
江
戸
時
代
、
17
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に

唐
津
藩
主
寺
沢
氏
、
大
久
保
氏
の
新
田

開
発
の
一
環
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
よ
う

だ
。
当
時
は
35
世
帯
が
暮
ら
し
て
い
た

町
切
地
区
が
、
19
世
紀
初
め
の
文
化
・

文
政
年
間
に
60
世
帯
に
増
え
て
い
た
こ
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ざ
わ
ざ
見
学
と
体
験
に
来
る
人
も
い
る

と
い
う
。

今
年
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
は
５
月

の
日
曜
日
に
、
用
水
路
周
辺
の
掃
除
と

水
車
取
り
付
け
を
行
な
っ
た
。
集
ま
っ

た
の
は
１
６
０
名
で
あ
っ
た
。

俺
た
ち
の
代
で

絶
や
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

水
車
が
回
る
よ
う
に
な
る
と
、
土
地

の
人
々
の
川
へ
の
眼
差

ま

な

ざ

し
も
変
わ
っ
て

く
る
。
石
盛
さ
ん
た
ち
が
子
供
の
こ
ろ

は
、
川
に
入
っ
て
遊
ん
だ
そ
う
だ
が
、

４
年
前
ま
で
は
誰
も
手
入
れ
を
し
な
い

た
め
に
、
葦
が
生
い
茂
り
川
面
も
見
え

な
い
状
態
だ
っ
た
。
１
９
９
９
年
（
平
成

11
）
か
ら
﹁
会
員
﹂
た
ち
が
河
原
の
草

刈
り
を
行
な
っ
て
、
子
供
た
ち
が
川
に

入
れ
る
よ
う
に
し
た
。

こ
う
し
た
試
み
も
、
地
元
の
一
部
の

人
か
ら
は
最
初
は
﹁
な
に
も
、
そ
こ
ま

で
せ
ん
で
も
﹂
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

﹁
水
車
な
ど
地
元
の
も
ん
に
と
っ
て
は

珍
し
く
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
っ
と
し
て

お
け
ば
よ
い
﹂
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

し
か
し
、
石
盛
さ
ん
は
﹁
こ
れ
は
人

類
の
遺
産
。
先
人
の
遺
産
と
し
て
、
俺

た
ち
の
代
で
絶
や
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
﹂
と
言
う
。

現
在
、
メ
ン
バ
ー
の
数
は
約
20
名
。

東
京
大
学
の
研
究
生
や
国
土
交
通
省
の

協
力
で
河
原
を
シ
ー
ド
バ
ン
ク
と
し
て

う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ワ
ー
プ

ロ
で
打
っ
た
お
お
よ
そ
の
部
品
寸
法
資

料
１
枚
を
も
と
に
、
あ
と
は
そ
の
都
度

集
ま
り
、
材
料
を
切
り
、
組
み
合
わ
せ

て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
﹁
濡
れ
て
木
が

膨
ら
む
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
ゆ
と

り
を
つ
く
れ
﹂
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
あ

る
に
は
あ
る
の
だ
が
、
け
っ
し
て
難
し

い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

こ
の
水
車
取
り
付
け
に
は
子
供
た
ち

も
参
加
す
る
。
研
究
会
で
は
地
元
小
学

校
に
出
前
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
毎
年
田
植
え
が
始
ま

る
１
カ
月
前
に
行
な
わ
れ
る
水
車
取
り

付
け
の
日
に
は
、
地
区
の
住
民
が
み
ん

な
集
ま
り
、
近
年
で
は
、
町
外
か
ら
わ

自
然
と
暮
ら
し
を
考
え
る
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
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w
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上：用水を引き込む町切堰。 下：用水路沿いには6基の水車が回る。



里
川
の
風
景

棚
田
と
い
う
ス
ト
ッ
ク

石
盛
さ
ん
た
ち
に
連
れ
て
い
っ
て
い

た
だ
い
た
の
が
、
町
切
か
ら
山
一
つ
隔

て
た
谷
沿
い
に
び
っ
し
り
と
張
り
つ
い

た
棚
田
だ
。
天
水
田
で
、
山
頂
部
に
あ

る
溜
池
か
ら
も
、
一
部
水
を
引
き
、
そ

れ
ら
が
谷
底
の
平
山
川
に
合
流
し
て
い

る
。

「
お
そ
ら
く
、
こ
こ
ら
辺
り
は
、
昔
は
農

民
の
隠
し
田
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
棚

田
が
な
け
れ
ば
、
下
流
は
す
ぐ
に
洪
水

で
し
ょ
う
ね
」
と
言
う
。

こ
こ
で
40
町
歩
の
田
ん
ぼ
を
持
つ
土

井
さ
ん
（
左
）
の
本
業
は
建
設
業
だ
。

「
最
近
は
、
ゆ
め
し
ず
く
や
、
こ
し
ひ
か

り
を
育
て
て
い
ま
す
。
生
活
用
水
が
入

っ
て
い
な
い
の
が
謳
い
文
句
に
な
っ
て

い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。「
で
も
、
大

変
で
し
ょ
う
」
と
野
暮
な
質
問
を
す
る

と
、「
俺
の
代
で
絶
や
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
か
ら
。
守
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
も
あ
る
し
」
と
答

え
ら
れ
た
。
こ
の
土
井
さ
ん
も
、
自
然

と
暮
ら
し
を
考
え
る
研
究
会
の
同
志
で

あ
る
。

35

川を「里川化」する水車の復元

活
用
し
た
り
、
小
学
生
と
草
花
調
査
、

生
き
も
の
調
査
、
水
質
調
査
な
ど
も
行

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
学
校
と
は
職

場
体
験
学
習
と
し
て
稲
刈
り
学
習
や
、

田
ん
ぼ
の
水
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
を
探

る
﹁
源
流
探
し
﹂
を
３
日
間
に
わ
た
り

行
な
っ
て
い
る
。
水
車
を
出
発
点
に
、

用
水
路
と
川
全
体
で
環
境
体
験
活
動
が

広
が
っ
て
い
る
。

石
盛
さ
ん
は
言
う
。
﹁
４
年
前
に
葦

の
草
刈
り
を
し
て
川
面
が
見
え
て
き
た

と
き
に
思
っ
た
の
は
、
昔
は
も
っ
と
水

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
供
の

こ
ろ
に
は
こ
の
川
の
石
で
水
切
り
を
し

て
遊
ん
で
い
た
。
今
、
遊
ぶ
場
と
し
て

川
を
使
っ
て
も
ら
え
ば
、
成
人
し
て
一

度
は
こ
の
町
を
離
れ
て
も
、
ま
た
こ
の

川
に
戻
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
﹂

水
車
で
伝
え
る
こ
と

大
規
模
で
精
巧
な
水
車
と
異
な
り
、

町
切
水
車
の
よ
う
な
灌
漑
水
車
な
ら
ば
、

専
門
的
な
技
術
が
な
く
て
も
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
実
際
に
据
え
付
け
る

こ
と
も
で
き
る
。
現
在
回
っ
て
い
る
水

車
は
６
基
あ
る
が
、
灌
漑
面
積
は
わ
ず

か
０
・
７
ha
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
盛
さ
ん
た
ち

が
こ
の
水
車
で
伝
え
る
こ
と
と
は
何
な

の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
水
車
づ
く
り
の

楽
し
さ
な
の
で
は
な
い
か
。
水
車
取
り

付
け
が
手
軽
で
、
み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ

参
加
す
る
作
業
だ
か
ら
こ
そ
、
子
供
も

大
人
も
自
分
の
興
味
で
水
車
づ
く
り
に

協
力
で
き
る
。
水
車
を
と
お
し
て
、
用

水
路
を
つ
く
っ
た
、
か
つ
て
の
人
々
の

生
き
る
た
め
の
知
恵
や
苦
労
も
わ
か
る
。

水
車
を
と
お
し
て
、
稲
作
と
土
と
水
と

生
き
も
の
の
つ
な
が
り
に
も
関
心
が
向

く
。
水
車
が
あ
り
続
け
る
こ
と
で
、
い

つ
の
間
に
か
川
や
用
水
路
と
の
か
か
わ

り
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。最

初
は
﹁
水
車
を
伝
え
る
こ
と
﹂
か

ら
始
ま
っ
た
活
動
も
、
楽
し
ん
で
い
る

う
ち
に
、
﹁
水
車
で
伝
え
る
こ
と
﹂
が

次
々
と
気
づ
か
れ
、
そ
れ
が
新
た
な

川
・
用
水
の
利
用
や
企
画
に
結
び
つ
い

て
い
く
。
研
究
会
の
活
動
を
う
か
が
う

と
、
手
軽
な
技
術
を
伝
承
す
る
心
は
、

技
術
そ
の
も
の
を
楽
し
む
好
奇
心
と
、

﹁
俺
た
ち
の
代
で
在
地
の
宝
を
絶
や
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
と
い
う
気
概
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な

い
。町

切
水
車
は
、
水
車
復
元
と
い
う

﹁
み
ん
な
で
行
な
う
手
軽
な
作
業
﹂
が
、

単
な
る
川
を
身
近
な
里
川
に
近
づ
け
る

効
果
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
水
車
づ
く
り
に
参
加
し

た
子
供
た
ち
も
、
大
き
く
な
っ
て
﹁
俺

の
代
で
⋯
﹂
と
言
い
出
す
か
も
し
れ
な

い
。



使
い
な
が
ら
守
る
川
﹁
里
川
﹂

里
川
は
里
山
の
﹁
山
﹂
を
﹁
川
﹂
に

置
き
換
え
た
造
語
で
あ
る
。

聞
き
覚
え
が
な
い
、
と
言
わ
れ
て
も

仕
方
が
な
い
が
、
実
は
本
家
と
も
い
え

る
﹁
里
山
﹂
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
古
い
言

葉
で
は
な
い
よ
う
だ
。
江
戸
時
代
に
使

わ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
昭
和

30
年
代
後
半
に
森
林
生
態
学
者
の
四
手

し

て

井い

綱
英

つ
な
ひ
で

が
、
そ
れ
ま
で
﹁
農
用
林
﹂
と

か
﹁
戸
山
﹂
と
呼
ん
で
い
た
居
住
地
に

近
い
森
林
を
﹁
里
山
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
が
最
初
ら
し
い
。

﹁
奥
山
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
だ
か

ら
、
そ
の
対
照
で
里
山
っ
て
言
葉
が
あ

っ
て
も
言
葉
と
し
て
や
さ
し
い
し
、
い

い
だ
ろ
う
と
、
山
里
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
、
集
落
や
都
市
の
近
く
に
あ
っ
て
人

間
が
入
っ
た
り
木
の
実
を
採
っ
た
り
遊

ん
だ
り
で
き
る
と
こ
ろ
の
山
と
い
う
意

味
で
使
い
出
し
た
﹂
と
、
森
ま
ゆ
み

﹃
森
の
人
　
四
手
井
綱
英
の
九
十
年
﹄

（
晶
文
社
２
０
０
１
）
の
中
で
四
手
井
が
話

し
て
い
る
。

さ
ら
に
﹁
﹃
日
本
昔
ば
な
し
﹄
っ
て

テ
レ
ビ
番
組
み
た
い
に
ね
、
集
落
が
あ

っ
て
、
小
川
が
流
れ
て
い
て
、
向
こ
う

に
里
山
が
連
な
っ
て
い
て
、
と
い
う
の

は
ち
ょ
っ
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
み
た
い
な
気

が
し
ま
す
が
ね
、
人
が
山
に
入
り
、
そ

こ
の
も
の
を
利
用
し
て
生
き
て
い
く
以

上
、
山
は
荒
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
人

間
が
伐
採
し
た
あ
と
に
別
の
木
が
生
え

て
、
二
次
林
に
な
り
、
植
生
も
変
わ
っ

て
い
く
。（
中
略
）
問
題
は
、
か
つ
て
は

里
山
が
あ
り
農
地
が
あ
り
、
集
落
が
あ

っ
た
。
い
ま
は
農
地
が
ほ
と
ん
ど
宅
地

に
な
り
、
宅
地
が
山
ま
で
迫
っ
て
い
る
。

緩
衝
地
帯
が
な
く
て
、
ま
た
灰
な
ど
の

加
里
肥
料
や
人
糞
を
リ
サ
イ
ク
ル
さ
せ

る
所
が
な
い
﹂
と
続
け
て
い
る
。

一
般
に
里
山
と
い
う
と
農
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
手
ご
ろ
な
自
然
風
景
が

思
い
浮
ぶ
。
し
か
し
、
里
山
は
手
を
入

れ
て
は
い
け
な
い
森
林
で
は
な
く
、
二

次
林
だ
か
ら
天
然
林
と
比
べ
価
値
が
劣

る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
里
山
が
貴

重
な
自
然
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
神
棚
に
祭
り
上
げ
る
よ
う
な
森
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。

将
来
の
水
資
源
を
考
え
る
上
で
、
里

山
が
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
点
は
、

里
山
が
﹁
使
い
な
が
ら
守
ら
れ
た
共
有

資
源
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
﹁
守
る
仕

組
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
﹂
。
つ
ま
り

は
、
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
２
点
が
、
里
川
と

し
て
の
水
利
用
の
管
理
に
光
を
当
て
て

く
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
大
い
に
予
想

で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
﹁
使
わ
ず
に
守
ら
ね
ば
な

ら
な
い
﹂
原
生
自
然
が
あ
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
し
、
そ
の
判
別
も
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
行
政
に
厳

し
く
管
理
さ
れ
た
川
と
、
ほ
と
ん
ど
管

理
さ
れ
て
い
な
い
川
の
ど
ち
ら
か
し
か

目
に
し
な
い
現
在
、
当
事
者
が
﹁
使
い

な
が
ら
守
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
、
現
代

の
川
で
も
考
え
て
み
る
こ
と
は
大
き
な

実
験
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
か
す
る
と
居
住
者
と
川
と
の
新
た

な
関
係
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
川
と
い
う
共
有
資
源
を
自
分
た
ち

で
守
る
仕
組
み
の
輪
郭
が
、
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

あ
え
て
﹁
里
川
﹂
と
い
う
造
語
を
使
っ

た
の
で
あ
る
。

里
川
を
、
第
一
に
は
居
住
地
に
近
い

川
、
第
二
に
は
、
多
様
な
人
々
に
よ
っ

て
使
い
な
が
ら
守
ら
れ
て
い
る
川
、
と

い
う
意
味
で
使
用
し
て
み
た
い
。

里
山
は
な
ぜ
消
え
た
の
か

し
か
し
、
読
者
の
中
か
ら
は
、
こ
ん

な
疑
問
が
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
里
山
は
都
市
部
で
は
ほ
と
ん
ど
消
え

て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
消
滅

を
許
し
て
し
ま
う
シ
ス
テ
ム
を
川
に
応

用
し
て
も
、
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
﹂
と
。
確
か
に
、
そ
の
と
お
り
で

あ
る
。

た
だ
里
山
が
消
え
た
原
因
を
追
う
と
、

ま
す
ま
す
﹁
使
い
な
が
ら
守
る
﹂
こ
と

の
有
効
性
を
真
剣
に
考
え
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
、

里
山
の
話
を
続
け
た
い
。

四
手
井
の
話
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
は
、
自
然
環
境
と
つ
き
あ
う
際
の

﹁
里
﹂
の
意
味
で
あ
る
。

里
と
は
人
が
住
む
場
所
、
つ
ま
り
は

居
住
地
の
こ
と
で
あ
る
。
別
に
農
村
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
里
が

た
ま
た
ま
農
業
集
落
で
あ
れ
ば
、
そ
の

近
く
に
共
同
で
利
用
す
る
資
源
と
し
て

の
農
用
林
が
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
農
業

を
営
む
上
で
は
必
要
な
土
地
利
用
で
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
里
山

を
農
村
と
限
定
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が

ら
な
い
。
里
山
と
は
、
居
住
地
の
近
く

と
い
う
﹁
空
間
的
な
意
味
﹂
、
生
産
や

生
活
に
必
要
不
可
欠
な
肥
料
や
薪
な
ど

を
利
用
し
た
﹁
資
源
と
し
て
の
意
味
﹂
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
守
る
﹁
居
住
者
た
ち

の
ル
ー
ル
﹂
と
い
う
三
位
一
体
の
意
味

を
持
っ
て
成
立
し
て
い
る
﹁
仕
組
み
﹂

な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
里
と
い
う
居
住
地
が

変
貌
す
れ
ば
、
里
山
も
変
わ
る
。

昭
和
30
年
代
の
住
宅
需
要
増
で
都
市

近
郊
の
不
動
産
価
格
が
上
昇
す
る
と
、
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里
山
を
利
用
し
て
き
た
農
業
者
も
土
地

を
手
放
し
、
そ
こ
に
は
新
た
な
居
住
者

と
し
て
多
く
の
第
二
次
、
第
三
次
産
業

の
勤
め
人
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
農
業
の
み
で
生
計
を
立
て
る
こ

と
の
困
難
さ
、
後
継
者
不
足
な
ど
の
要

因
が
重
な
り
、
里
山
か
ら
資
源
と
し
て

の
意
味
が
急
速
に
薄
れ
て
い
っ
た
。
か

く
し
て
、
里
山
は
農
業
者
と
の
か
か
わ

り
が
な
く
な
り
、
都
市
近
郊
で
は
里
山

そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
消
え
、
結
果
と

し
て
現
在
で
は
奥
山
近
く
に
里
山
的
な

自
然
が
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
状
態

に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
里
が
都
市
化
し
拡
大
し
て

い
く
中
で
、
里
の
居
住
者
が
変
化
し
て
、

里
山
が
伐
採
さ
れ
た
り
都
市
の
遠
方
に

追
い
や
ら
れ
、
農
業
資
源
と
し
て
居
住

者
と
つ
な
が
っ
て
い
た
里
山
の
意
味
さ

え
も
切
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

里
山
が
な
く
な
っ
た
原
因
は
、
シ
ス

テ
ム
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
居
住
者
の

変
化
に
よ
り
土
地
の
使
い
方
が
変
わ
り
、

里
山
に
資
源
を
残
し
て
お
く
必
然
性
を

感
じ
な
く
な
っ
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

﹁
里
川
﹂
の
場
合
は

里
山
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
似
た
こ
と

が
、
居
住
地
に
近
い
川
、
す
な
わ
ち
里

川
で
も
同
様
に
見
ら
れ
た
。
現
在
で
は

大
都
市
と
な
っ
て
い
る
都
市
近
郊
で
も
、

昭
和
30
年
代
ま
で
は
、
農
業
者
を
は
じ

め
居
住
者
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
川
を
使

っ
て
い
た
。
東
京
の
昔
の
写
真
を
眺
め

る
と
、
例
え
ば
、
現
在
は
首
都
高
速
道

が
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
港
区
を
流
れ
る
古

川
で
、
石
炭
の
積
み
お
ろ
し
の
姿
が
見

ら
れ
る
し
、
現
在
は
一
面
の
宅
地
に
な

っ
て
い
る
渋
谷
や
杉
並
の
辺
り
で
は
、

多
く
の
農
地
で
川
が
使
わ
れ
て
い
た
様

子
が
わ
か
る
。
現
在
で
も
、
都
市
化
が

お
よ
ん
で
い
な
い
地
方
に
行
く
と
、

﹁
使
い
川
﹂
と
い
う
言
葉
で
、
農
業
用
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水
や
生
活
用
水
に
利
用
さ
れ
る
川
が
残

っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
都
市
河
川
の

多
く
は
、
蓋
を
さ
れ
た
り
排
水
路
と
な

っ
て
い
た
り
す
る
。
大
き
な
河
川
は
、

河
川
管
理
者
の
厳
し
い
管
理
下
に
お
か

れ
、
都
市
居
住
者
に
と
っ
て
心
理
的
な

距
離
は
必
ず
し
も
近
い
と
は
言
え
な
い
。

と
は
言
い
な
が
ら
も
、
里
山
と
川
で

は
、
異
な
る
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
少
な
く
な
っ
た
と
い
い
な

が
ら
も
、
ま
だ
多
く
の
川
が
実
際
に
残

っ
て
い
る
点
だ
。
そ
れ
に
、
市
民
が
意

識
す
る
か
し
な
い
か
は
別
と
し
て
も
、

上
下
水
道
な
ど
を
と
お
し
て
現
代
の
都

市
居
住
者
は
川
を
利
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

現
在
、
人
口
・
住
宅
需
要
の
増
加
も

ピ
ー
ク
を
す
ぎ
、
新
た
な
里
と
い
う
居

住
地
と
川
の
関
係
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
時
期
が
き
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
こ

で
は
持
続
可
能
な
成
長
が
望
ま
れ
て
い

る
。
現
在
、
日
本
の
人
口
の
約
７
割
が

都
市
部
に
居
住
し
て
い
る
。
川
を
﹁
流

域
﹂
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
下
流
に
多

数
住
ん
で
い
る
都
市
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
居
住
者
を
抜
き
に
し
て
、
人
間
と

川
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能

だ
。
上
流
〜
中
流
部
の
農
家
だ
け
で
は

な
く
、
都
市
生
活
者
を
も
、
川
と
つ
な

ぐ
こ
と
で
、
い
っ
た
ん
は
切
れ
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
居
住
者
と
川
と
の
か
か
わ

り
を
も
う
一
度
つ
く
っ
て
み
よ
う
で
は

な
い
か
、
と
い
う
の
が
里
川
に
込
め
た

編
集
部
の
言
い
分
で
も
あ
る
。

人
々
と
川
の
つ
き
あ
い

川
は
資
源
か

川
は
自
然
の
資
源
と
い
う
側
面
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
口
に
資
源
と

言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
あ
る
人
に

と
っ
て
は
川
の
水
そ
の
も
の
が
資
源
か

も
し
れ
な
い
し
、
別
の
人
に
と
っ
て
は
、

川
を
泳
ぐ
魚
か
も
し
れ
な
い
。
農
業
用

里川の構想

水
、
航
路
と
し
て
も
重
要
だ
し
、
排
水

路
、
緑
地
、
や
す
ら
ぎ
を
与
え
る
空
間
、

等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
持
っ
て
い

る
。さ

ら
に
、
川
に
は
大
小
も
あ
る
。
ま

た
川
は
流
れ
下
る
こ
と
で
、
一
つ
の
流

域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
川
に
流
れ

込
む
堀
や
水
路
ま
で
考
え
る
な
ら
ば
、

流
域
と
い
う
川
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
果

た
す
資
源
と
し
て
の
役
割
は
か
な
り
広

が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
流
域
に
居

住
す
る
人
が
増
え
れ
ば
、
発
電
の
た
め

に
、
上
下
水
道
の
取
水
・
排
水
路
と
し

て
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
緩
和
に
、

な
ど
と
規
模
も
大
き
く
な
り
広
が
っ
て

く
る
。

こ
の
よ
う
に
﹁
川
は
資
源
か
﹂
と
問

い
か
け
る
と
、
答
え
る
側
は
﹁
誰
が
、

ど
の
よ
う
な
用
途
で
使
う
か
ら
重
要
な

の
だ
﹂
と
い
う
理
由
を
一
緒
に
考
え
な

け
れ
ば
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

気
が
つ
く
。
川
の
魚
が
資
源
だ
と
答
え

る
人
も
、
魚
を
食
用
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
の
か
、
生
物
多
様
性
を
維
持
す
る

指
標
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
、
釣
り

の
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
か
で
、

立
場
が
異
な
っ
て
く
る
の
だ
。

向
一
陽
﹃
日
本

川
紀
行
﹄︵
中
公
新

東京、渋谷川も里川だった



持
続
す
る
店
に
は
、
概
し
て
こ
の

﹁
利
用
者
﹂
が
多
い
。

店
主
は
こ
の
利
用
者
を
大
事
に
し
な

い
と
生
き
残
れ
な
い
。
贔
屓
の
引
き
倒

し
を
す
る
よ
う
な
客
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
客
と
う
ま
く
つ

き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
、
共
有
資
源
と

し
て
の
ラ
ー
メ
ン
屋
を
維
持
し
て
い
く

秘
訣
な
の
で
あ
る
。

利
用
客
は
ラ
ー
メ
ン
屋
に
資
源
を
発

見
す
れ
ば
、
贔
屓
に
し
て
も
良
い
と
い

う
誘
因
が
生
ま
れ
る
。
彼
ら
が
何
度
も

通
え
ば
、
通
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
楽

し
み
を
発
見
し
始
め
、
店
は
ラ
ー
メ
ン

屋
を
維
持
す
る
コ
ス
ト
も
下
が
る
。

逆
に
、
消
費
者
ば
か
り
が
ラ
ー
メ
ン

屋
に
通
う
よ
う
に
な
る
と
、
店
主
も
客

を
﹁
一
見
さ
ん
﹂
と
見
な
し
、
文
句
を

言
わ
な
い
効
率
的
な
客
と
見
て
、
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
を
起
こ
す
。
そ
し
て
、
結

局
店
は
続
か
な
く
な
る
。
一
方
、
客
は

客
で
﹁
そ
う
頻
繁
に
は
来
な
い
店
﹂
と

思
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
店
を
汚
し
て
も
い

い
だ
ろ
う
と
か
、
煙
草
を
吸
っ
て
ほ
か

の
客
に
迷
惑
を
か
け
て
も
い
い
だ
ろ
う

と
、
こ
ち
ら
も
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
起

こ
し
て
い
く
。

使
い
な
が
ら
守
る
こ
と
が
大
事
な
の

は
、
こ
の
﹁
共
有
資
源
の
利
用
者
﹂
を

生
み
、
育
て
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
起

こ
す
よ
う
な
人
間
関
係
を
防
ぐ
か
ら
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
川
で
も
森
で
も
ラ
ー

メ
ン
屋
で
も
変
わ
ら
な
い
。
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２
０
０
３
︶
は
太
田
川
、
最
上
川
、

石
狩
川
、
多
摩
川
、
筑
後
川
の
流
域
の

暮
ら
し
ぶ
り
を
ル
ポ
し
た
も
の
だ
が
、

川
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
暮
ら
し
の
資

源
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
を
気
づ

か
せ
て
く
れ
て
、
興
味
深
い
。

川
と
は
多
く
の
人
と
か
か
わ
り
合
い

を
持
つ
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
資
源
で
あ
る

が
、
そ
こ
を
使
用
す
る
人
、
資
源
と
し

て
見
る
対
象
、
見
込
ま
れ
る
用
途
な
ど

に
よ
っ
て
、
資
源
と
し
て
の
質
や
内
容

が
決
ま
っ
て
く
る
も
の
な
の
だ
。

﹁
消
費
﹂
と
﹁
利
用
﹂
は
違
う

な
ぜ
、
使
い
な
が
ら
守
る
こ
と
が
大

事
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
と
き
、
い
つ
も
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

唐
突
だ
が
、
地
元
の
ラ
ー
メ
ン
屋
の
こ

と
で
あ
る
。

最
近
、
町
に
ラ
ー
メ
ン
屋
が
出
店
し

て
き
た
。
こ
れ
が
な
か
な
か
お
い
し
い
。

贔
屓

ひ

い

き

に
し
て
通
っ
て
い
る
と
、
最
初
は

客
の
ほ
と
ん
ど
が
地
元
の
客
で
あ
る
。

﹁
こ
の
店
は
自
分
が
発
見
し
た
の
だ
﹂

と
い
う
秘
か
な
誇
り
も
あ
る
ら
し
い
。

小
さ
い
店
だ
が
な
か
な
か
繁
盛
し
て
き

た
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
店
が
テ
レ
ビ
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
翌
日
か
ら
店
に
行
列

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
店
の
贔
屓

だ
っ
た
地
元
の
固
定
客
は
、
い
つ
行
っ

て
も
待
た
さ
れ
る
。
待
つ
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
遠
方
か
ら
コ
ス
ト
を
か
け
て

来
る
か
ら
引
き
返
せ
な
い
だ
け
で
、
地

こ
の
こ
と
は
、
川
を
使
い
な
が
ら
守

る
仕
組
み
を
つ
く
る
上
で
も
、
大
変
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
。

菅
豊
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、

﹁
社
会
関
係
資
本
﹂（S

ocialC
apital

）
の
話

を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ

う
な
信
頼
関
係
の
話
で
あ
る
。

人
々
が
あ
る
共
通
の
縁
で
結
び
つ
い

た
人
間
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
多

様
な
信
頼
関
係
を
生
み
、
そ
れ
が
民
主

主
義
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
と
い
う
も

の
で
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
社
会
関

係
資
本
と
呼
ぶ
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

本
格
的
に
取
り
上
げ
た
の
が
ロ
バ
ー

ト
・
Ｄ
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
﹃
哲
学
す
る
民

主
主
義
﹄（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
２
０
０
１
）
で
あ
る

︵
た
だ
、
こ
の
邦
題
は
意
訳
す
ぎ
る
。

原

題

はM
a
k
in
g
D
e
m
o
c
r
a
c
y

W
o
rk
：

﹁
民
主
主
義
を
機
能
さ
せ
る
﹂

と
い
う
意
味
︶。

コ
モ
ン
ズ
に
し
て
も
、
社
会
関
係
資

本
に
し
て
も
、
関
心
が
持
た
れ
る
理
由

は
、
地
域
に
応
じ
て
異
な
る
人
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
形
成
を
誘
導
す
る
こ
と
で
、

持
続
可
能
な
開
発
を
実
現
す
る
た
め
の

資
源
管
理
組
織
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
に
あ

元
の
人
間
は
﹁
じ
ゃ
あ
、
ま
た
来
る
か
﹂

と
帰
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
た
び
た
び
続

く
と
﹁
贔
屓
に
し
て
い
る
の
に
、
混
ん

で
い
て
入
れ
な
い
﹂
と
結
局
店
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
こ
う

す
る
内
に
、
一
時
は
集
ま
っ
て
い
た
遠

来
客
も
来
な
く
な
っ
て
店
が
さ
び
れ
る

と
い
う
の
が
大
概
の
場
合
の
結
末
だ
。

雑
ぱ
く
な
こ
と
を
承
知
で
誤
解
を
恐

れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
ラ
ー
メ
ン

屋
は
町
の
共
有
資
源
な
の
で
あ
る
。
こ

の
例
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
客
に

も
２
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

一
つ
は
、
遠
く
か
ら
や
っ
て
来
る
よ

う
な
無
責
任
な
物
見
遊
山
の
客
。
彼
ら

は
金
を
支
払
う
こ
と
で
﹁
お
客
様
﹂
に

な
っ
て
い
る
。
味
を
買
い
に
来
る
﹁
消

費
者
﹂
だ
が
、
店
が
続
こ
う
が
続
く
ま

い
が
責
任
は
感
じ
な
い
。

も
う
一
方
の
客
は
、
店
主
に
義
理
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
店
が
な

く
な
っ
た
ら
や
は
り
寂
し
い
、
困
る
と

思
っ
て
い
る
贔
屓
の
客
で
あ
る
。
彼
ら

に
と
っ
て
店
は
資
源
で
あ
り
、
彼
ら
は

店
の
﹁
利
用
者
﹂
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
店
の
所
有
管
理
者
は
ラ

ー
メ
ン
屋
主
人
で
あ
る
か
ら
、
理
屈
か

ら
言
え
ば
、
店
を
閉
め
よ
う
が
他
業
種

に
衣
替
え
し
よ
う
が
、
店
主
の
責
任
で

自
由
に
で
き
る
。
け
れ
ど
、
﹁
あ
の
店

を
支
え
て
い
る
一
人
が
俺
だ
﹂
と
感
じ

贔
屓
に
思
う
、
い
わ
ば
、
ち
ょ
っ
と
だ

け
責
任
を
感
じ
て
い
る
客
も
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

川
を
介
し
た人

々
の
つ
き
合
い

結
局
、
川
を
共
有
資
源
と
し
て
守
る

に
は
、
川
に
資
源
を
見
出
す
﹁
川
と
人

の
つ
き
合
い
﹂
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
一
緒
に
、
そ
の
資
源
を
維
持
す
る

た
め
の
﹁
川
を
介
し
た
人
々
の
つ
き
合

い
﹂
が
な
い
と
十
分
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
共
有
資
源

を
守
る
仕
組
み
で
あ
る
。

人
々
の
つ
き
合
い
の
中
で
、
協
力
関

係
を
引
き
出
す
の
に
大
事
な
こ
と
は
何

か
。
協
調
関
係
の
安
定
に
不
可
欠
な
の

は
﹁
未
来
の
重
み
﹂
と
、
﹁
関
係
の
継

続
﹂
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
こ
の
こ
と
を
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
た
の
が
、
ア
ク
セ
ル

ロ
ッ
ド
﹃
つ
き
あ
い
方
の
科
学
﹄（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
１
９
９
８
）
で
、﹁
こ
れ
か
ら
も

つ
き
あ
い
続
け
る
﹂
と
か
、
﹁
当
分
こ

こ
に
住
み
続
け
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
未

来
の
重
み
は
、
人
と
人
の
協
力
関
係
を

生
み
や
す
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
変

わ
ら
ず
に
続
け
る
こ
と
が
、
結
果
と
し

て
人
々
の
信
頼
を
招
き
寄
せ
る
と
い
う

こ
と
だ
。



る
。
国
連
や
世
界
銀
行
で
は
持
続
的
な

開
発
を
実
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、

社
会
関
係
資
本
を
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
詳
細
は
、

h
ttp

:/
/
w
w
w
.w
o
rld

b
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n
k
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rg
/
p
o

v
e
rty

/
scap

ital/
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。信

頼
は
、
つ
き
あ
い
の
維
持
そ
の
も

の
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
映
画
の
名
匠
・
小
津
安
二
郎
は
、

自
ら
監
督
し
た
映
画
﹃
宗
片
姉
妹
﹄
の

中
で
田
中
絹
代
に
﹁
変
わ
ら
な
い
っ
て

こ
と
が
新
し
い
こ
と
な
の
よ
﹂
と
い
う

科
白

せ

り

ふ

を
与
え
て
い
る
。
小
津
自
身
の
口

癖
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
協
力
関
係

と
信
頼
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
と
、

な
ぜ
か
い
つ
も
こ
の
言
葉
が
思
い
出
さ

れ
る
。

こ
れ
か
ら
も
都
市
は

変
わ
り
続
け
る
の
だ
ろ
う
か

考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
の
都
市
ほ
ど

協
力
関
係
が
生
ま
れ
に
く
い
場
は
な
か

っ
た
。
明
治
時
代
以
降
、
東
京
を
中
心

と
す
る
都
市
は
、
田
舎
の
し
き
た
り
が

嫌
で
飛
び
出
し
て
き
た
人
に
と
っ
て
自

由
の
空
間
で
あ
っ
た
。
常
に
変
わ
り
続

け
て
、
じ
め
じ
め
し
た
人
間
関
係
が
な

い
場
所
の
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
特

に
戦
後
は
、
転
勤
な
ど
の
雇
用
慣
行
の

出
現
で
、
人
口
移
動
も
頻
繁
に
な
っ
た
。

庶
民
の
持
つ
蓄
財
も
ま
だ
ま
だ
少
な
く
、

未
来
の
重
み
は
今
よ
り
軽
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

そ
れ
に
歩
み
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

昔
の
建
物
が
壊
さ
れ
、
新
た
に
建
て
替

え
ら
れ
続
け
た
。
都
市
が
建
て
替
わ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
社
会
が
未
来
を

軽
く
見
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

居
住
し
続
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
、
空

間
や
人
間
関
係
な
ど
の
価
値
を
、
必
要

以
上
に
割
り
引
い
て
見
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
都
市
を
つ
く
ろ

う
と
、
英
国
を
中
心
に
コ
ン
パ
ク
ト
シ

テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
都
市
像
が
唱
え
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
未
来
の

価
値
を
尊
重
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
で
い
た
い
。

福
川
裕
一
・
文
、
青
山
邦
彦
・
絵
、

﹃
ま
ち
に
自
然
を
と
り
も
ど
そ
う
﹄（
岩

波
書
店
１
９
９
９
）
は
、
未
来
を
生
き
る

子
供
た
ち
向
け
に
書
か
れ
た
、
ま
ち
づ

く
り
の
手
引
き
書
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
中
身
は
川
、
水
の
通
り
道
、
住
居
、

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ

て
き
た
の
か
も
お
さ
え
ら
れ
、
里
川
を

考
え
る
大
変
わ
か
り
や
す
い
入
門
書
と

な
っ
て
い
る
。
里
川
は
里
山
と
同
じ
よ

39

う
に
、
居
住
地
と
の
関
係
を
常
に
考
え

な
い
と
わ
か
っ
て
こ
な
い
。

人
口
増
加
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
、

時
間
の
価
値
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る

今
、
都
市
は
依
然
と
し
て
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
さ
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
？
　
私
た
ち
は
暮
ら
し
と
川

を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
く
べ
き

な
の
か
。

﹁
里
川
﹂
の
合
意
形
成

川
を
流
域
で
考
え
る
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
も
川
に
注
ぐ
流
れ
ま
で
も
面
で
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
流
域
の
ど
こ
に
住

む
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
川
を
利
用
す

る
か
、
今
後
ど
の
よ
う
に
居
住
者
が
管

理
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
お
そ
ら
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
の
違
い
が
生
ま
れ
る
に

違
い
な
い
。
そ
れ
ら
も
、
結
局
は
話
し

合
い
を
﹁
時
間
を
か
け
て
﹂
続
け
る
こ

と
で
解
決
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
﹁
時
間
を
か
け
る
﹂
と
い
う
表

現
も
、
非
常
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

実
は
、
時
間
を
か
け
て
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
参
加
者
の
意
見
を
ジ
グ
ソ
ー
パ

ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
理

想
の
川
が
描
け
る
、
と
い
う
の
は
幻
想

に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
多
様
な
価
値
観

を
持
っ
て
、
混
沌
と
し
て
い
て
ま
と
ま

り
の
な
い
人
々
が
、
時
間
を
か
け
て
人

の
意
見
を
聞
き
、
自
ら
の
意
見
を
話
し

て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
感
じ
方
や
考

え
方
が
少
し
ず
つ
変
わ
り
、
結
果
と
し

て
意
見
を
進
化
さ
せ
て
合
意
に
向
け
て

落
ち
着
い
て
い
く
と
と
ら
え
た
ほ
う
が

正
確
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
合
意
形
成
の
方
法
も
、

日
本
人
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
日
本
中
を
歩
き
回
っ
た
民

俗
学
者
、
宮
本
常
一
﹃
忘
れ
ら
れ
た
日

本
人
﹄（
岩
波
文
庫
版
１
９
８
４
）
の
冒
頭
に

は
、
対
馬
で
の
寄
り
合
い
風
景
が
描

か
れ
て
い
る
。
二
日
以
上
も
続
け
て
寄

り
合
い
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

み
ん
な
が
納
得
す
る
ま
で
何
日
も
話
し

合
っ
て
い
る
。
と
言
っ
て
も
、
熱
い
議

論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

端
か
ら
見
る
と
、
雑
談
の
よ
う
で
も
あ

り
、
用
事
の
あ
る
者
は
途
中
で
抜
け
て

も
構
わ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
昔
の
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
る
老
人
が
参
考
意
見

の
よ
う
な
世
間
話
を
す
る
。
そ
し
て
ま

た
、
ひ
と
し
き
り
話
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
﹁
ま
あ
、
あ
な
た
が
言
わ
れ
る
な

ら
ば
、
も
う
誰
も
異
存
は
な
か
ろ
う
﹂

と
決
ま
る
の
で
あ
る
。
﹁
話
に
花
が
さ

く
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
﹂

と
、
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
、
得
か
損

か
、
が
第
一
な
の
で
は
な
く
、
そ
う
い

里川の構想

う
感
情
が
入
り
交
じ
り
な
が
ら
も
、
互

い
が
納
得
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ

る
。
互
い
が
納
得
す
る
に
は
時
間
が
か

か
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
宮
本
常
一

の
取
材
は
、
我
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
て

く
れ
る
。
持
続
可
能
な
社
会
を
多
様
な

意
見
で
つ
く
ろ
う
と
謳
っ
て
い
る
今
、

か
つ
て
の
定
住
社
会
の
慣
習
は
、
大
き

な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

﹁
里
川
﹂
の
構
想

使
い
な
が
ら
川
を
守
る
。
そ
う
し
た

里
川
づ
く
り
は
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
の

課
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
今
、
川

の
使
い
方
は
ど
の
よ
う
に
開
発
し
た
ら

い
い
の
か
。
本
号
で
は
、
現
在
の
い
ろ

い
ろ
な
利
用
方
法
を
紹
介
し
た
。
し
か

し
上
下
水
道
や
里
川
を
維
持
さ
せ
る
た

め
の
住
宅
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
、

今
回
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
大

き
な
問
題
も
多
い
。
さ
ら
に
、
﹁
水
み

ち
も
里
川
に
含
め
よ
う
﹂
な
ど
、
思
い

切
っ
た
提
案
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
。里

川
の
構
想
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
る
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
今
後
継

続
し
て
取
り
組
む
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
今
回
を
出
発
点
に
、

適
時
、
活
動
内
容
を
ご
報
告
し
て
い
き

た
い
。
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水の文化書誌 《里川》6

広
辞
苑
に
は
、
里
山
は
載
っ
て
い
る
が
里
川
は
な
い
。

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
・
発
行
﹃
河
川
大
事
典
﹄（
１
９
９

１
）
に
よ
れ
ば
、
里
川
と
い
う
名
の
川
は
、
茨
城
県
里
見

村
、
三
重
県
熊
野
市
、
滋
賀
県
水
口
町
、
京
都
府
宇
治

田
原
町
、
和
歌
山
県
串
本
町
、
愛
知
県
保
内
町
、
佐
賀

県
伊
万
里
市
、
長
崎
県
田
平
町
に
流
れ
て
い
る
。
村
石

利
夫
編
著
﹃
日
本
全
河
川
ル
ー
ツ
大
辞
典
﹄（
竹
書
房
１
９

７
９
）
に
、
里
川
の
ル
ー
ツ
は
﹁
い
く
つ
も
の
里
を
縫
っ

て
流
れ
る
川
﹂
と
あ
る
。

井
出
彰
著
﹃
里
川
を
歩
く
﹄（
風
濤
社
１
９
９
８
）
、
﹃
休

日
、
里
川
歩
き
の
す
す
め
﹄（
平
凡
社
２
０
０
１
）
は
、
石

神
井
川
、
白
子
川
、
不
老
川
な
ど
を
歩
い
た
エ
ッ
セ
イ

で
あ
る
。
川
を
歩
い
た
と
き
、
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
き

た
言
葉
が
﹁
里
川
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
。﹁
里
川
﹂
と
い

う
言
葉
が
あ
っ
て
も
い
い
と
結
ん
で
い
る
。

さ
て
、
日
本
の
里
川
を
北
か
ら
歩
い
て
み
よ
う
。

堀
淳
一
文
・
写
真
﹃
わ
た
し
の
北
の
川
﹄（
北
海
道
新
聞

社
１
９
９
４
）
は
、
北
海
道
の
西
別
川
、
風
蓮
川
、
幌
内

川
等
30
河
川
を
取
り
上
げ
、
濱
田
良
平
著
﹃
北
海
道
静

内
川
﹄（
光
村
印
刷
１
９
９
４
）
も
面
白
い
。
函
館
・
松
倉
川

を
考
え
る
会
編
﹃
清
流
松
倉
川
﹄（
幻
洋
社
１
９
９
７
）
は

ダ
ム
問
題
で
揺
れ
て
い
る
。

今
尚
志
著
﹃
土
淵
川
の
橋
﹄（
北
方
新
社
１
９
９
８
）
は
、

弘
前
市
土
淵
川
の
橋
を
自
転
車
で
辿
っ
て
い
る
。
宮
腰

喜
久
治
著
﹃
阿
仁
川
の
た
び
﹄（
森
吉
山
ダ
ム
工
事
事
務
所
１
９

９
５
）
は
、
阿
仁
川
が
米
代
川
の
合
流
点
ま
で
描
か
れ
て

い
る
。

仙
台
都
市
総
合
研
究
機
構
編
・
発
行
﹃
広
瀬
川
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
﹄（
２
０
０
０
）
は
、
広
瀬
川
の
諸
元
が
記
さ
れ
、

わ
か
り
や
す
い
。
伊
達
政
宗
は
仙
台
城
築
城
の
際
、
広

瀬
川
の
上
流
か
ら
町
中
へ
﹁
四
ツ
谷
用
水
﹂
を
引
き
、

こ
の
用
水
は
、
農
業
用
水
、
飲
料
水
、
防
災
用
水
の
役

割
を
果
た
し
た
。
仙
台
の
発
展
の
礎
と
な
り
、﹁
杜
の
都
﹂

の
原
風
景
を
つ
く
り
上
げ
た
。
こ
の
四
ツ
谷
用
水
に
つ

い
て
は
、
佐
藤
昭
典
編
著
・
発
行
﹃
も
う
一
つ
の
広
瀬

川
﹄（
１
９
８
５
）
、﹃
仙
台
・
水
の
文
化
誌
‐
続
も
う
一
つ

の
広
瀬
川
﹄（
１
９
９
４
）
が
あ
り
、
労
作
で
あ
る
。

須
藤
和
夫
著
﹃
三
面
川
サ
ケ
物
語
﹄（
朔
風
社
１
９
８
５
）

は
、
種
川
を
拓
い
た
青
砥
武
平
次
か
ら
村
上
地
方
の
三

面
川
の
サ
ケ
育
成
史
を
綴
る
。

福
島
県
の
河
川
に
つ
い
て
は
、
吉
田
隆
治
編
の
﹃
夏

井
川
流
域
紀
行
﹄（
１
９
８
９
）
、﹃
鮫
川
流
域
紀
行
﹄（
１
９

８
９
）
、﹃
藤
原
川
流
域
紀
行
﹄（
１
９
９
０
）
が
い
わ
き
地
域

学
会
出
版
部
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。
２
０
０
１
年
に

出
版
さ
れ
た
栗
村
芳
實
著
・
発
行
﹃
那
珂
川
を
遡
る
﹄

﹃
桜
川
・
恋
瀬
川
を
遡
る
﹄﹃
涸
沼
川
を
遡
る
﹄
は
茨
城

県
の
河
川
で
あ
る
。
地
引
春
次
著
・
発
行
﹃
私
た
ち
の

養
老
川
﹄（
１
９
８
７
）
は
、
千
葉
県
大
多
喜
町
か
ら
流
れ

く
る
養
老
川
を
舟
で
下
っ
た
記
録
で
あ
る
。
笹
倉
信
行

著
﹃
金
沢
用
水
散
歩
﹄（
十
月
社
１
９
９
５
）
は
、
金
沢
の

用
水
が
図
で
表
さ
れ
て
い
る
。

東
京
都
内
の
典
型
的
な
里
川
に
、
野
川
が
あ
る
。
鍔

山
英
次
写
真
、
若
林
高
子
文
﹃
生
き
て
い
る
野
川
﹄（
創

林
社
１
９
９
１
）
、
そ
の
後
の
10
年
を
追
っ
た
同
写
真
、
若

林
高
子
編
著
﹃
生
き
て
い
る
野
川
そ
れ
か
ら
﹄（
同
２
０
０

１
）
は
、
野
川
の
浄
化
を
と
ら
え
て
い
る
。

川
と
み
ず
文
化
研
究
会
編
・
発
行
の
水
辺
の
レ
ポ
ー

ト
と
し
て
﹃
横
浜
帷
子

か
た
び
ら

川
を
ゆ
く
﹄（
１
９
８
９
）
、﹃
横
浜

ふ
る
さ
と
和
泉
川
﹄（
１
９
９
３
）
が
あ
る
。
こ
の
書
に

﹁
広
重
の
絵
は
ま
ぼ
ろ
し
か
帷
子
川
の
水
は
濁
り
て
う
つ

つ
流
る
る
﹂︵
中
野
昇
太
郎
︶
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
川

と
み
ず
文
化
研
究
会
は
都
市
河
川
再
生
の
活
動
を
続
け

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
河
川
再
生
の
活
動
は
全
国
各
地
で
見
ら

れ
る
。
狭
山
市
の
不
老
川
を
き
れ
い
に
す
る
会
編
・
発

行
﹃
よ
み
が
え
れ
不
老
川
﹄（
２
０
０
１
）
、
よ
み
が
え
れ

元
荒
川
の
会
編
・
発
行
﹃
よ
み
が
え
れ
元
荒
川
﹄（
２
０
０

１
）
、
小
林
寛
治
著
﹃
よ
み
が
え
れ
生
き
も
の
た
ち
〜
空
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堀
川
の
水
生
生
物
〜
﹄（
け
や
き
出
版
２
０
０
１
）
、
堺
市
の

土
居
川
・
内
川
を
き
れ
い
に
し
再
生
す
る
研
究
会
編
著

﹃
よ
み
が
え
れ
！
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
土
居
川
﹄（
清
風
堂
書
店
出

版
部
１
９
９
９
）
、
森
哲
郎
著
﹃
名
古
屋
の
堀
川
を
清
流
に

し
よ
う
！
堀
川
ま
ん
が
図
鑑
﹄（
鳥
影
社
２
０
０
０
）
が
あ

る
。関

野
真
紀
子
著
、
関
野
景
子
発
行
﹃
柿
田
川
﹄（
１
９
９

３
）
は
、
富
士
山
の
伏
流
水
が
静
岡
県
清
水
町
で
湧
き
出

る
柿
田
川
の
神
秘
さ
を
調
査
し
て
い
る
。
教
師
の
佐
野

藤
雄
著
﹃
瀬
戸
川
っ
子
と
青
空
先
生
﹄（
静
岡
新
聞
社
１
９
８

５
）
、
鈴
木
頼
恭
著
﹃
汚
れ
川
に
い
ど
む
子
ら
﹄（
あ
ゆ
み
出

版
１
９
７
７
）
は
、
静
岡
県
の
瀬
戸
川
、
岐
阜
県
の
荒
田

川
で
、
そ
れ
ぞ
れ
生
徒
た
ち
と
川
の
学
習
を
行
な
っ
た

記
録
で
あ
る
。
総
合
学
習
の
先
駆
け
で
あ
る
。

柳
澤
忠
著
・
建
設
省
姫
路
工
事
事
務
所
発
行
の
﹃
加

古
川
の
流
れ
﹄、﹃
揖
保
川
の
流
れ
﹄（
以
上
２
冊
、
１
９
８
０
）、

柳
澤
忠
著
・
発
行
の
﹃
大
津
茂
川
の
流
れ
﹄（
１
９
８
０
）
、

﹃
船
場
川
の
流
れ
﹄（
１
９
８
２
）
は
、
故
郷
、
兵
庫
県
の

河
川
に
愛
情
を
込
め
て
著
さ
れ
た
書
で
あ
る
。

名
水
百
選
の
江
川
編
集
委
員
編
﹃
名
水
百
選
の
江
川
﹄

（
鴨
島
町
教
育
委
員
会
１
９
８
６
）
は
、
吉
野
川
右
岸
堤
防
脇
か

ら
湧
出
す
る
江
川
を
著
す
。
こ
の
江
川
の
湧
水
は
、
７

月
〜
８
月
は
９
℃
、
１
月
ご
ろ
は
22
℃
と
水
温
異
常
現

象
が
見
ら
れ
る
。
寺
沢
正
写
真
﹃
鏡
川
﹄（
寺
沢
正
写
真
刊
行

会
１
９
８
７
）
は
、
昭
和
30
年
代
の
高
知
市
の
鏡
川
を
写

す
。
木
ノ
橋
、
紅
葉
橋
、
古
式
水
泳
、
洗
濯
す
る
人
、

障
子
を
洗
う
人
、
砂
利
と
り
、
青
の
り
乾
し
、
蛇
篭
護

岸
の
光
景
は
ほ
ほ
え
ま
し
く
映
る
。
愛
媛
県
立
博
物
館

編
﹃
重
信
川
周
辺
の
泉
と
そ
の
生
物
﹄（
愛
媛
自
然
科
学
教
室

１
９
９
４
）
は
、
重
信
川
周
辺
に
61
カ
所
の
泉
が
湧
き
、

そ
こ
に
生
息
す
る
生
物
を
著
す
。

北
九
州
市
編
・
発
行
﹃
紫
川
マ
イ
タ
ウ
ン
・
マ
イ
リ

バ
ー
物
語
﹄（
１
９
９
６
）
は
、
北
九
州
市
小
倉
の
紫
川
を

市
民
の
憩
い
の
場
に
つ
く
り
上
げ
た
プ
ロ
セ
ス
を
行
政

の
立
場
か
ら
描
い
て
い
る
。

柴
田
正
美
写
真
﹃
室
見
川
﹄（
西
日
本
新
聞
社
２
０
０
２
）

は
、
福
岡
市
の
水
道
水
源
で
あ
る
曲
淵
ダ
ム
を
は
じ
め
、

内
野
地
区
の
朝
市
、
花
立
堰
、
ハ
ゼ
釣
り
、
白
魚
の
ヤ

ナ
を
福
岡
市
民
の
生
活
と
と
も
に
写
し
出
す
。

鹿
児
島
市
の
甲
突
川
は
、
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
８

月
６
日
の
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
て
、
江
戸
時
代
に
岩

永
三
五
郎
が
築
造
し
た
五
大
石
橋
が
被
害
を
被
っ
た
。

下
堂
園
純
治
写
真
﹃
甲
突
川
の
詩
﹄（
南
洲
出
版
１
９
９
５
）

は
壊
れ
る
前
の
玉
江
橋
、
高
麗
橋
も
写
し
て
い
る
。

沖
縄
の
イ
メ
ー
ジ
は
青
い
海
、
青
い
空
で
あ
る
が
、

寺
田
麗
子
著
﹃
川
は
訴
え
る
﹄（
ボ
ー
ダ
ー
イ
ン
ク
１
９
９
５
）

で
は
、
開
発
に
伴
う
赤
土
流
出
に
よ
る
﹁
赤
い
川
﹂、
養

豚
の
畜
産
排
水
に
よ
る
﹁
黒
い
川
﹂
と
、
沖
縄
の
水
環

境
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
一
方
、
清
流
の
シ
ン
ボ
ル

の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
を
源
河
川

げ
ん
か
が
わ

に
呼
び
戻
す
活
動
も

続
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
ほ
ど
ん
ど
の
河
川
は
、
里
川

と
い
え
る
。
こ
の
里
川
を
守
っ
て
い
る
人
た
ち
に
敬
意

を
表
し
た
い
。
森
と
川
と
海
は
一
体
で
あ
り
、
里
山
、

里
川
、
里
海
か
ら
動
物
、
植
物
、
鳥
、
魚
た
ち
も
そ
の

恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
日
本
の
水
文
化
が
育
ま
れ
て
き

た
。
こ
れ
ら
は
﹁
里
﹂
と
い
う
水
環
境
地
に
大
い
に
依

存
す
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
里
川

は
認
知
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
里
池
、
里
湖
、
里

海
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
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0 20 40 60 80 20代 30代 40代 50代以上

生きものが豊かな水辺の大切さ   82.1%

節水や水の再利用方法   73.6%

川や海での水遊び   66.4%

水道の恩恵   54.3%

森林保全の歴史と技術   33.6%

農業や漁業の技術   27.1%

飲み水を融通し合う心   23.6%

田んぼ   52.0%

山   39.7%

小川   35.9%

海   27.8%

森・林   23.1%

野原   19.3%

河川   17.0%

湖・池・沼   13.7%

76.0% 71.0% 61.0% 57.4%

26.7% 25.2% 32.4% 49.6%

47.3% 53.4% 50.7% 66.0%

データで読む水の文化　水にかかわる生活意識調査から

当センターでは、毎年６月に「水にかかわる生活意識調査」を東京、名古屋、大阪の約600名を対象に実

施し、７月にその結果を公表しています。これまでの９年間の調査結果はセンターホームページでご覧い

ただくことができますが、このコーナーでは最新の調査結果を選んでご紹介します。

現代人が水辺に抱く心象風景−子供たちに向け守るべきものとは

現代人は、水のどの側面を重視しているの
か？　里川を考える上で大事なことです。生
活意識調査では、「子供に伝えたい水に関する
事柄」を10の選択肢（複数回答）で尋ねてい
ます。この結果は、解釈によってはなかなか
興味深いものです。
回答のトップは『生きものが豊かな水辺の
大切さ』、以下『節水や水の再利用方法』、『川
や海での水遊び』、『水道の恩恵』と続き、そ
れぞれが50％を超えています。
都市部の居住者は、生きものが豊かで、川
や海では水遊びができるような環境を守り伝
えたいと考えていることがわかります。さら

に、節水や水再利用など、水道をも含めた
「居住周りの水」も大事と考えています。現代
の都市の里人が残したいと思っている「多様
な生物がいる水」と「居住の水」という対比
が、よく表れているようにも思えます。
『川や海での水遊び』『水道の恩恵』では、
20代と50代の間で20％近い差が出ました。し
かし、『川や海での水遊び』は20代のほうが
大事と答え、『水道の恩恵』は50代のほうが
大事と答えており、世代による水や川とのか
かわりが異なっています。これは、里川を考
える上で大いに興味をそそられる数字です。

子供のころの印象深い里の風景は

「田んぼ」

それでは、誰もがふるさとと答える心象風
景というものがあるのでしょうか。子供のこ
ろの印象深いふるさとの風景を、10の選択肢
から選んでもらいました（複数回答）。
１位は『田んぼ』、以下『山』、『小川』、『海』
などと続きます。しかも、『田んぼ』はあらゆ

る年代でトップを占めています。現在の暮ら
しはどうあれ、「田んぼ」は子供のころの印象
深い里としてとらえられているのです。
田んぼの何が人の心に強い印象を与えるの
かを探ることで、これからの里川の方向が見
えてくるかもしれません。

http://www.mizu.gr.jp/kekka/index.html

「水にかかわる生活
意識調査の結果」

はホームページで
公開しています。
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■水の文化16号予告

特集「茶飲み話」（仮）

古今東西、独自のお茶文化が語れるほど

お茶は歴史ある身近な飲み物です。

いろいろな場所、いろいろな言葉で、

ちょっとお茶していかない？

と出会いが生まれたのでしょう。

そんな「お茶コミュニケーション」

の社会史を取り上げます。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関

わり」に焦点を当てた活動や調査・研究などをご紹介して

まいります。

ユニークな水の文化楽習活動を行なっている、「水の文化」

にかかわる地域に根差した調査や研究を行なっている、こ

うした情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、

事務局まで情報をお寄せください。

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はモノクロで皆様に配布しておりますが、写真をは

っきり見たい！というご要望にお応えし、11号からはホー

ムページにてカラーでバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活

用ください。

ホームページアドレス　http://www.mizu.gr.jp/
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◆
年
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の
企
画
会
議
で
今
回
の
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
と

き
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
も
の
だ
と
少

し
不
安
を
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
識
者

の
お
話
を
伺
う
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ち
に
、
こ
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は
水
の
文
化
面
の
み
な

ら
ず
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来
の
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家
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し
て
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え
る
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だ
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強
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感
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ン
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ク
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﹂
は

自
然
や
環
境
、
人
間
と
社
会
が
織
り
成
す
巧
妙
な
協
働

作
業
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
持
続
的
に
取
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ー
マ
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吉
︶

◆
買
い
物
や
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ジ
ャ
ー
で
車
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と
が
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く
な
っ

た
。
便
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で
行
動
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が
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が
る
一
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大
事
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こ
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見
落
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て
し
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っ
て
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な
い
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安

も
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え
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わ
ざ
わ
ざ
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く
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行
か
な
く
て
も
、
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く

に
本
当
の
豊
か
さ
が
あ
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の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
。

生
活
す
る
上
で
心
を
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す
大
事
な
も
の
、
近
く
に
あ
り

ま
す
か
？
　
た
だ
傍
観
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的

に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
面
白
い
こ
と
を
身
近
に
発

見
し
た
い
。︵
日
︶

◆
タ
マ
ち
ゃ
ん
の
出
現
で
、
期
せ
ず
し
て
都
市
河
川
に

注
目
が
集
ま
っ
た
。
一
過
性
と
思
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き
や
、
意
外
に
も

タ
マ
ち
ゃ
ん
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果
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持
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し
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い
る
。
や
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り
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き
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の
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持
つ
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強
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興
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を
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る
も

の
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潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
里
川
を
考
え
る
と

き
、
目
の
前
に
は
タ
マ
ち
ゃ
ん
さ
え
嫌
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﹂
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﹁
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地
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・
京
都
﹂
だ
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た
が
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ず
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が
﹁
里
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空
間
編
﹂、
今
号
が
﹁
里
川：

人
間

居
住
編
﹂
に
な
っ
た
気
が
す
る
。
両
方
併
せ
て
読
ん
で

い
た
だ
く
と
、
ま
た
違
っ
た
面
白
さ
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。︵
中
︶
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表紙上：東京の国立市、湧水からの流れが住宅街を駆け抜けている。
表紙下：生きた流れの持つ浄化力は、半端な衛生感を吹き飛ばす。水浴びの数ｍ上流では、食器、鍋釜に始まり衣服の洗濯、自転
車や家具まで洗う。包丁は研ぐし、オマルも洗う。
裏表紙上：東京は千駄木、谷根千工房（本文19〜25p）の向かいにある須藤公園には滝がある。
裏表紙下：ノルウェーの港町オーレスンには、運河の舟運利用がいまだ健在。フィヨルドの島から島へ渡るには、遠廻りでも水
面下数百ｍまで掘られたトンネルを車で抜けるか、個人の桟橋にも着けてくれる水上バスやマイボートを利用するかしかない。
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