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京
都
の�



京
都
は
、
冬
は
底
冷
え
が
厳
し
く
、
夏
は
蒸
し

暑
い
、
と
文
学
者
た
ち
が
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は

他
所
か
ら
京
見
物
に
訪
れ
る
人
々
の
共
通
の
感
覚

で
、
江
戸
時
代
の
滝
沢
馬
琴
あ
た
り
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
盆
地
の
典
型
的
な
気
象
で
あ
る
。
た

し
か
に
京
都
は
山
城
盆
地
あ
る
い
は
京
都
盆
地
と

呼
ば
れ
る
盆
地
で
あ
っ
て
、
平
安
京
は
盆
地
に
生

ま
れ
、
以
来
、
千
二
百
年
の
都
市
と
し
て
現
在
に

い
た
る
。

盆
地
と
い
う
言
葉
を
英
語
で
い
う
と
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｉ

Ｎ
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
流
域
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ

う
。
盆
地
は
流
域
で
も
あ
る
。

京
都
は
、
鴨
川
と
桂
川
の
二
つ
の
川
が
集
ま
る

盆
地
で
あ
る
。
鴨
川
は
、
北
山
を
水
源
と
す
る
賀

茂
川
と
高
野
川
と
い
う
川
が
御
所
の
東
で
一
つ
に

な
っ
て
南
に
流
れ
る
。
ま
た
桂
川
は
、
西
の
亀
岡

盆
地
か
ら
流
れ
て
く
る
大
堰
川
が
、
保
津
峡
を
こ

え
て
保
津
川
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
桂
川
と
な
っ
て
、

市
の
南
で
鴨
川
と
合
流
す
る
。
さ
ら
に
、
明
治
時

代
に
建
設
さ
れ
た
琵
琶
湖
疏
水
に
よ
っ
て
琵
琶
湖

か
ら
水
が
引
か
れ
て
、
市
民
生
活
を
支
え
て
い
る
。

流
れ
は
す
べ
て
淀
川
に
注
ぐ
。
淀
川
は
さ
ら
に
木

津
川
と
も
合
流
し
て
、
や
が
て
大
阪
湾
に
い
た
る
。

考
え
て
み
る
と
、
京
野
菜
、
す
な
わ
ち
、
加
茂

す
ぐ
き
、
壬
生
菜

み

ぶ

な

、
聖
護
院
大
根
・
蕪か

ぶ

、
加
茂
茄な

子す

、
鹿し

し

ヶ
谷た

に

南
瓜

か
ぼ
ち
ゃ

、
堀
川
牛
蒡

ご

ぼ

う

、
桂
瓜う

り

、
七
条
芹せ

り

、

九
条
葱ね

ぎ

な
ど
、
産
地
は
多
少
遠
く
な
っ
た
が
、
そ

の
ブ
ラ
ン
ド
名
は
残
っ
て
い
る
。
伏
見
の
清
酒
は
、

摂
津
の
灘
と
な
ら
ぶ
日
本
酒
の
代
表
的
産
地
。
宇

治
茶
も
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
し

て
豆
腐
や
湯
葉
、
あ
る
い
は
麩
と
い
っ
た
和
食
の

も
と
に
あ
る
食
材
の
多
く
が
、
水
の
恩
恵
を
受
け

て
い
る
。
京
都
の
年
中
行
事
の
な
か
の
食
文
化
に

も
、
こ
れ
ら
の
自
然
が
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
水
が
、
茶
道
、
華
道
の
家
元
を
生
み
、
鴨
川

の
河
原
が
阿
国
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
す
る
芸
能
を

生
み
出
し
て
き
た
。

友
禅
染
め
の
工
程
に
も
、
染
め
上
げ
た
布
か
ら

糊
を
川
で
流
し
落
と
す
作
業
が
あ
っ
て
、
か
つ
て

は
鴨
川
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
。
伝
統
産
業
で
あ
る

西
陣
織
や
京
焼
（
清
水
焼
）
に
も
こ
の
豊
か
な
水

が
直
接
間
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
し
、
先
端
産
業

の
繊
細
な
ハ
イ
テ
ク
も
、
こ
の
風
土
と
無
関
係
で

は
な
い
。

嵯
峨
の
角
倉
了
以

す
み
の
く
ら
り
ょ
う
い

・
素
庵

そ

あ

ん

が
開
い
た
高
瀬
川
が
、

市
内
の
水
運
を
高
度
化
し
、
川
は
交
通
路
と
し
て

も
京
都
の
人
々
に
恩
恵
を
与
え
て
き
た
。
疏
水
も

用
水
の
道
に
加
わ
り
、
一
時
は
水
運
を
支
え
た
。

京
都
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
水
源
は
神
の
住

ま
い
で
あ
っ
た
。
奥
宮
に
は
石
座
い
わ
く
ら

が
あ
っ
て
、
古

代
の
祭
祀
の
跡
を
う
か
が
わ
せ
る
。
貴
船
神
社
の

ご
祭
神
は
、
オ
カ
ミ
と
呼
ば
れ
る
水
の
神
で
、
日

本
書
紀
に
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
火
の
神
カ
グ
ツ

チ
を
斬
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
神
と
さ
れ
て
い
る
。

オ
カ
ミ
と
は
水
の
湧
き
出
る
所
の
意
味
で
、
闇く
ら

オ

カ
ミ
と
高
オ
カ
ミ
と
い
う
別
も
あ
る
。
前
者
は
地

下
水
の
こ
と
、
後
者
は
高
い
水
源
を
指
し
て
い
る
。

平
安
時
代
に
は
、
日
照
り
の
と
き
は
黒
馬
、
大
雨

の
時
は
白
馬
か
赤
馬
を
、
朝
廷
が
奉
納
し
て
祈
願

さ
れ
た
。
鎌
倉
時
代
か
ら
そ
れ
が
「
絵
馬
」
に
な

っ
た
と
い
う
。
今
で
も
毎
年
三
月
九
日
に
は
、
雨

乞
祭
が
営
ま
れ
る
。

も
う
一
つ
の
源
流
は
、
雲
ヶ
畑
の
岩
屋
山
志
明

院
で
あ
る
。
弘
法
大
師
の
建
立
と
さ
れ
、
修
験
道

の
行
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
歌
舞
伎
十
八
番
「
鳴

神
」
の
舞
台
で
も
あ
る
。
鳴
神
上
人
が
雨
を
封
じ

込
め
て
民
衆
が
日
照
り
で
困
っ
て
い
る
の
を
、
雲

の
絶
間
姫
が
色
じ
か
け
で
そ
の
法
力
を
解
く
と
い

う
物
語
。
急
な
崖
に
洞
窟
が
あ
っ
て
、
修
業
の
場

を
思
わ
せ
る
。

周
囲
の
山
々
を
集
水
域
と
す
る
盆
地
に
は
、
そ

の
底
に
弥
生
時
代
以
来
の
広
い
水
田
を
持
つ
。
そ

し
て
そ
の
周
り
の
「
中
山
間
地
域
」
に
は
、
谷
を

の
ぼ
る
棚
田
や
薪
炭
林
と
と
も
に
、
茶
畑
や
み
か

ん
園
な
ど
の
果
樹
園
、
桑
畑
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
周
り
に
は
、
い
わ
ば
縄
文
時
代
の
名
残
を

留
め
た
深
山
が
あ
っ
て
、
野
獣
と
修
験
道
の
世
界

に
な
る
。
周
囲
の
山
々
か
ら
集
ま
っ
た
水
は
、
一

方
に
流
れ
出
て
、
こ
れ
が
日
本
列
島
に
一
〇
〇
を

数
え
る
小
盆
地
宇
宙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
つ
な
ぐ

の
は
、
盆
地
底
の
城
と
城
下
町
で
あ
っ
た
。
外
来

の
人
、
物
、
情
報
は
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な

が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
あ
る
地
域
社
会
を
形
成
し
て
き
た
。

今
、
盆
地
底
の
城
下
町
が
都
市
化
に
よ
っ
て
拡

大
し
て
、
各
地
に
盆
地
都
市
が
誕
生
し
て
い
る
が
、

そ
の
原
形
は
平
安
京
か
ら
の
都
、
発
信
源
で
あ
る

京
都
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を

千
年
に
わ
た
っ
て
持
続
さ
せ
た
も
の
は
、
周
囲
の

山
々
か
ら
流
れ
出
る
豊
か
な
水
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。白

河
法
皇
を
し
て
、
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
た
鴨
川
の
水
も
、
治
水
に
よ
っ
て
今

は
穏
や
か
に
流
れ
て
い
る
。
そ
し
て
盆
地
の
王
都

も
、
千
年
の
歴
史
を
継
承
し
て
現
代
を
迎
え
て
い

る
。 米

山
俊
直
よ
ね
や
ま
と
し
な
お

大
手
前
大
学
学
長
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
、

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
猪
名
川
部
会
長

１
９
３
０
年
生
ま
れ
。
文
化
人
類
学
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
、
都

市
人
類
学
、
比
較
文
明
論
専
攻
。
著
書
に
『
小
盆
地
宇
宙
と
日
本

文
化
』（
岩
波
書
店
）、『
ア
フ
リ
カ
農
耕
民
の
世
界
観
』（
弘
文
堂
）、

『
都
市
と
祭
り
の
人
類
学
』（
河
出
書
房
新
社
）、『
私
の
比
較
文
明

論
』（
世
界
思
想
社
）
等
。

盆
地
都
市
と
水
の
文
化
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こ
の
謎
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、

「
盆
地
の
都
市
だ
か
ら
」

と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
、

少
し
無
謀
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
京
都
を
盆
地
に
育
ま
れ
た
計
画
都
市
と
し
て
眺
め
る
と
、

郊
外
に
拡
大
し
て
い
く
平
野
の
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
に
は
な
い
空
間
感
覚
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
水
が
巡
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
規
模
、

私
た
ち
の
身
の
丈
に
合
っ
た
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
て
く
れ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

京
都
は
初
め
に
計
画
あ
り
き
の
都
市
で
し
た
。

地
下
に
は
琵
琶
湖
に
も
匹
敵
す
る

巨
大
な
地
下
水
盆
が
あ
る
、

そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
、

京
都
の
都
市
と
し
て
の
資
質
を

後
押
し
す
る
も
の
に
思
え
て
き
ま
す
。

盆
地
を
う
ま
く
活
用
し
て
き
た
都
市
・
京
都
は
、

１
２
０
０
年
後
の
現
代
も
な
お
、

持
続
可
能
な
社
会
に
求
め
ら
れ
る

可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
の
で
す
。



4

鈴
木
康
久

す
ず
き
や
す
ひ
さ

京
都
府
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課

カ
ッ
パ
研
究
会
事
務
局
。
京
都
府
生
ま
れ
。

著
書
に
『
こ
れ
か
ら
の
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
』（
分
担
執
筆
、
家
の
光
教
会
）

が
あ
る
。（
写
真
右
よ
り
２
人
目
）

大
滝
裕
一

お
お
た
き
ゆ
う
い
ち

京
都
府
土
木
建
築
部
河
川
課

京
都
府
生
ま
れ
。
１
９
９
０
年
以
降
、
河

川
行
政
を
担
当
。
カ
ッ
パ
研
究
会
の
他
、

全
国
河
川
開
発
調
査
会
会
員
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
由

良
川
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
員
、
川
の
日

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
実
行
委
員
。（
写
真
左

よ
り
２
人
目
）

カ
ッ
パ
が
語
る
「
京
の
水
」

『
も
っ
と
知
り
た
い
！
水
の
都

京
都
』

を
著
し
た
カ
ッ
パ
研
究
会
の
方
々
に
集

ま
っ
て
も
ら
い
、
外
か
ら
は
な
か
な
か

う
か
が
い
知
れ
な
い
「
京
都
」
の
水
ば

な
し
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

―
ま
ず
カ
ッ
パ
研
究
会
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

鈴
木

第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
開

催
を
契
機
と
し
て
２
０
０
１
年
９
月
に
、

活
動
開
始
し
ま
し
た
。
カ
ッ
パ
研
究
会

と
い
っ
て
も
、
カ
ッ
パ
を
研
究
す
る
の

で
は
な
く
、
京
都
の
水
に
つ
い
て
調
べ

よ
う
と
い
う
会
で
、
仲
間
は
ざ
っ
と
20

数
名
で
す
。

大
滝

私
の
場
合
は
、
仕
事
で
河
川
行

政
に
十
数
年
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い

つ
の
ま
に
か
川
が
好
き
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
川
が
あ
り
ま

す
が
、
一
つ
と
し
て
同
じ
川
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
川
や
水
の
世
界
に

惹
か
れ
、
鈴
木
さ
ん
の
話
に
こ
ろ
っ
と

乗
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

平
野

私
は
そ
の
年
の
12
月
に
貴
船
神

社
で
開
か
れ
た
カ
ッ
パ
の
座
談
会
を
仕

事
で
取
材
し
に
行
っ
た
の
で
す
。「
水

源
の
神
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

講
師
は
貴
船
神
社
宮
司
の
高
井
和
大
さ

ん
で
し
た
。
も
と
も
と
私
は
水
に
関
心

が
強
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
で

意
気
投
合
し
て
入
り
ま
し
た
。
入
る
と

言
っ
て
も
、
会
則
も
会
員
証
も
な
い
の

で
す
が
。

星
野

私
は
ラ
ジ
オ
で
川
を
め
ぐ
る
番

組
を
持
っ
て
い
て
、
近
畿
の
川
で
い
ろ

い
ろ
な
活
動
を
し
て
い
る
方
か
ら
話
を

う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
。「
世
界
水
フ

ォ
ー
ラ
ム
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
設

立
さ
れ
た
と
き
に
、
仕
事
の
興
味
も
手

伝
っ
て
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
中
に
カ

ッ
パ
研
究
会
の
名
前
を
見
つ
け
、
い
い

名
前
だ
な
と
思
い
活
動
内
容
を
見
る
と

「
水
と
文
化
」
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
面
白
い
と
思
い
、
入
会
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

鈴
木

「
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
市
民
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
の
は
、
京
都
の

水
関
係
活
動
団
体
の
ネ
ッ
ト
で
す
。
Ｏ

Ｄ
Ａ
や
ダ
ム
の
是
非
を
テ
ー
マ
に
し
た

団
体
、
雨
水
利
用
を
進
め
る
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
人
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
京

都
の
水
に
関
わ
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
は

ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

カ
ッ
パ
の
会
も
そ
の
一
つ
と
し
て
参
加

し
て
い
ま
し
た
。

京
都
の
水
文
化
は
暮
ら
し
と

直
結
し
て
い
る

星
野

私
は
５
年
前
に
、
結
婚
で
東
京

か
ら
こ
ち
ら
に
来
た
の
で
す
が
、
私
の

よ
う
な
元
東
京
人
に
と
っ
て
、
京
都
の

寺
社
が
素
晴
ら
し
い
の
は
当
た
り
前
で
、

そ
れ
は
何
度
訪
れ
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
れ
以
上
に
、
京
都
の
暮
ら
し
に

触
れ
る
と
観
光
名
所
に
行
か
な
く
て
も
、

普
通
の
人
に
教
わ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
ん
で
す
ね
。

以
前
、
名
水
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
に
、

名
水
と
呼
ば
れ
る
井
戸
水
を
も
つ
松
尾

大
社
や
梨
木
神
社
な
ど
、
何
人
か
の
宮

司
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
名
水
と
い
う
と
ど
こ
も
同

じ
よ
う
な
気
が
す
る
も
の
で
す
が
、
一

人
一
人
の
宮
司
さ
ん
に
う
か
が
う
と
ま

た
違
う
。
自
分
の
水
を
守
り
た
い
と
い

う
気
持
ち
も
強
い
で
す
し
、
本
当
に
大

切
に
し
て
お
ら
れ
る
。
自
分
達
の
生
活

に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
、
け
っ
し

て
観
光
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
観
光
客
に
は
な
か
な
か
伝
わ

ら
な
い
話
で
す
。

松
尾
大
社
　
酒
の
神
を
祀
っ
て
お
り
名
水
「
亀

の
井
」
が
あ
る
。
酒
造
り
に
こ
の
水
を
加
え
る

と
失
敗
し
な
い
と
い
わ
れ
、
秋
に
行
わ
れ
る
酒

造
祈
願
祭
に
集
ま
る
全
国
各
地
の
酒
造
業
者
が

こ
の
水
を
持
ち
帰
る
と
い
う
。

貴
船
神
社
　
賀
茂
川
上
流
、
貴
船
川
の
渓
谷
に

鎮
座
し
て
い
る
。
水
の
神
で
あ
る
「
高
お
か
み

神
」
を
祀
る
。
古
代
よ
り
水
の
神
、
旱
魃
を
祈

る
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
同
じ
性
格
を
も
つ
大

和
の
国
の
丹
生
川
上
神
社
（
奈
良
県
吉
野
郡
）

と
と
も
に
、
丹
貴
二
社
と
呼
ば
れ
た
。

『もっと知りたい水の都京都』
（人文書院、2003年）鈴木康
久・大滝裕一・平野圭祐編

み
な
さ
ん
が
集
ま
っ
た
の
は
京
の
造
り
酒
屋
の
歴
史

を
伝
え
る
「
堀
野
記
念
館
」
の
一
室
。
町
家
の
奥
に

は
名
水
「
桃
の
井
」（
写
真
左
下
）
が
あ
る
。
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カッパが語る京の水

砂
を
持
ち
、
何
万
人
も
総
出
で
、
お
祭

り
の
よ
う
に
な
っ
て
土
砂
浚
渫
を
行
っ

て
い
る
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

見
る
と
、
旗
を
振
っ
て
、
み
ん
な
楽
し

そ
う
で
す
。
や
は
り
、
町
の
人
は
役
所

に
は
頼
ら
な
い
と
い
う
面
が
強
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

平
野

京
都
で
は
小
学
校
も
町
の
人
が

作
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
町
衆
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

特
徴
的
な
の
は
地
蔵
盆
で
、
町
内
で
は

大
人
も
子
供
も
集
ま
り
ま
す
。
町
衆
の

力
は
昔
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
ま

だ
に
残
っ
て
い
ま
す
。

鈴
木

そ
う
い
う
意
味
で
は
川
に
関
す

る
地
域
団
体
も
多
い
で
す
よ
。
京
都
市

内
に
は
30
以
上
あ
る
と
思
い
ま
す
。
川

ご
と
に
団
体
が
１
つ
あ
る
よ
う
な
も
の

で
す
。

暴
れ
川
、
鴨
川

大
滝

昔
か
ら
鴨
川
は
暴
れ
川
で
、
８

２
４
年
（
天
長
元
年
）
に
は
防ぼ

鴨
河
使

う

か

し

と
い
う
鴨
川
治
水
の
役
職
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
白
河
法
皇
が
洪
水
を
起
こ

す
鴨
川
の
こ
と
を
嘆
い
た
話
は
有
名
で

所
で
あ
り
、
府
の
出
先
機
関
で
も
あ
り
、
警
察
、

交
番
や
防
火
楼
を
設
置
し
た
。
さ
ら
に
、
塵
芥

処
理
、
保
健
所
の
仕
事
も
担
っ
た
。
こ
れ
ら
の

経
費
一
切
は
町
組
が
負
担
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

学
区
が
独
自
の
財
源
を
も
つ
仕
組
み
は
、
１
９

４
１
年
（
昭
和
16
）
の
国
民
学
校
令
で
廃
止
さ

れ
る
ま
で
続
い
た
。

地
蔵
盆
　
京
都
を
中
心
と
す
る
近
畿
地
方
で
８

月
24
、
25
日
に
子
供
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

地
蔵
を
ま
つ
る
行
事
。

京
都
の
小
学
校
　
１
８
６
９
年
（
明
治
２
）、
そ

れ
ま
で
の
町
組
が
解
体
、
再
編
さ
れ
、
上
京
33
、

下
京
32
の
新
し
い
町
組
が
成
立
し
、
行
政
基
盤

と
な
っ
た
。
こ
れ
が
町
組
改
正
で
、
こ
の
と
き

に
で
き
た
町
組
が
現
在
の
小
学
校
学
区
の
元
型

と
な
っ
て
い
る
。
京
都
府
は
こ
の
新
し
い
各
町

組
ご
と
に
、
町
組
合
所
兼
小
学
校
を
建
設
し
た
。

こ
れ
を
一
般
に
番
組
小
学
校
と
呼
ぶ
。
小
学
校

は
単
に
教
育
機
関
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
町
会

―
水
が
生
活
に
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

平
野

例
え
ば
、
町
家
の
打
ち
水
が
あ

り
ま
す
。
間
口
が
狭
く
真
ん
中
に
坪
庭

が
あ
る
町
家
で
は
、
表
か
裏
に
打
ち
水

を
撒
く
と
温
度
差
が
生
じ
て
空
気
が
動

き
、
風
が
起
き
る
の
で
す
。
私
の
家
は

表
と
裏
の
両
側
が
道
に
面
し
て
い
る
の

で
両
方
の
窓
を
開
け
た
だ
け
で
も
風
が

通
り
ま
す
が
、
水
を
撒
く
こ
と
で
一
層

涼
し
い
風
が
入
っ
て
き
ま
す
。
夏
で
も
、

ほ
と
ん
ど
ク
ー
ラ
ー
は
使
い
ま
せ
ん
。

水
の
力
を
借
り
て
自
然
の
ク
ー
ラ
ー
の

よ
う
に
涼
し
く
す
ご
せ
ま
す
。

水
を
撒
く
と
雰
囲
気
だ
け
で
も
涼
し

い
で
す
し
。
こ
れ
も
知
恵
で
す
ね
。
今

は
電
気
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
い
ま
す

が
、
井
戸
も
あ
り
ま
す
。
井
戸
水
は
食

生
活
と
も
か
か
わ
り
が
強
い
で
す
し
、

父
親
が
染
め
物
職
人
だ
っ
た
の
で
、
仕

事
に
も
直
結
し
て
い
ま
し
た
。
す
べ
て

地
下
水
の
お
か
げ
で
暮
ら
せ
て
い
る
と

い
う
の
が
、
昔
か
ら
の
実
感
で
す
。

た
だ
私
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
当
た
り

前
で
、
あ
ま
り
有
り
難
み
も
感
じ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
就
職
し
た

初
任
地
が
横
浜
で
、
離
れ
て
み
て
初
め

て
京
都
の
水
の
有
り
難
み
が
わ
か
り
ま

し
た
。

―
「
水
の
知
恵
が
重
層
的
に
織
り
な

平
野
圭
祐

ひ
ら
の
け
い
す
け

毎
日
新
聞
社
京
都
支
局
兼
経
済
部

京
都
市
生
ま
れ
。
横
浜
支
局
を
へ
て
京
都

支
局
記
者
。
現
在
は
宗
教
、
花
街
を
担
当
。

町
家
で
暮
ら
し
な
が
ら
、
京
都
を
テ
ー
マ

に
取
材
や
講
演
活
動
を
し
て
い
る
。
著
書

に
『
京
都
水
も
の
が
た
り
』（
淡
交
社
）

が
あ
る
。（
写
真
左
端
）

星
野
祐
美
子

ほ
し
の
ゆ
み
こ

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
静
岡
放
送
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
を
経
て
関
西
で
フ
リ
ー
と
な
る
。
ラ

ジ
オ
大
阪
で
川
の
リ
ポ
ー
ト
を
担
当
し
、

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
公
私
と
も
に
関
わ

る
。（
写
真
右
端
）

さ
れ
て
き
た
文
化
を
育
ん
で
き
た
の
が

京
都
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ

京
都
で
は
水
の
文
化
が
育
て
ら
れ
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木

町
衆
の
存
在
は
大
き
い
で
し
ょ

う
。
江
戸
時
代
の
町
の
地
図
を
見
ま
す

と
、
区
画
ご
と
に
門
が
あ
り
、
夜
は
入

れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
は
、
家
の
戸
を
開
け
て
い
て
も
大

丈
夫
。
道
路
も
狭
か
っ
た
の
で
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
す
。

そ
う
し
た
町
衆
の
密
接
な
関
係
が
、
水

に
関
す
る
文
化
も
育
ん
で
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

大
滝

江
戸
時
代
に
は
鴨
川
に
土
砂
が

溜
ま
り
、
困
っ
て
い
ま
し
た
。
本
来
な

ら
役
所
で
処
理
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

役
所
に
頼
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
町
衆
ご
と
に
隊
を
作
り
、
土

砂
の
浚
渫

し
ゅ
ん
せ
つ

を
し
て
い
ま
す
。
み
ん
な
が

町
衆
　
応
仁
の
乱
以
降
、
商
工
業
者
・
手
工
業

者
が
中
心
に
地
域
的
団
結
組
織
と
し
て
町
が
で

き
、
そ
こ
に
住
む
人
々
を
町
衆
と
呼
び
な
ら
わ

し
た
。
町
は
道
路
を
挟
ん
で
形
成
さ
れ
た
近
隣

組
織
。
こ
の
町
が
集
ま
っ
て
結
成
さ
れ
た
自
治

組
織
が
町
組
と
な
る
。
室
町
期
に
は
上
京
、
下

京
と
も
に
各
５
つ
で
あ
っ
た
町
組
も
、
17
世
紀

に
は
上
京
12
組
、
下
京
８
組
に
増
え
た
。
こ
の

他
に
も
、
御
所
西
辺
に
位
置
し
な
が
ら
上
京
町

組
に
属
さ
な
い
禁
裏
六
丁
町
、
下
京
の
町
組
に

属
さ
な
い
東
本
願
寺
・
西
本
願
寺
の
両
寺
内
町

組
が
あ
る
。
町
組
の
運
営
は
、
10
名
の
総
代
が

担
当
し
た
。
総
代
に
は
経
済
力
を
も
つ
酒
屋
や

土
倉
な
ど
の
有
力
町
衆
が
就
任
し
た
。
ち
な
み

に
土
倉
と
は
現
在
で
い
う
金
融
業
者
・
財
産
管

理
業
者
で
、
京
都
の
場
合
は
山
門
（
延
暦
寺
）

や
祇
園
社
な
ど
の
有
力
寺
社
を
顧
客
に
し
て
い

た
と
い
う
。
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す
ね
。
昔
は
護
岸
が
な
か
っ
た
の
で
、

川
幅
は
広
く
、
常
に
為
政
者
は
川
に
気

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
２
０
０
０
年
の
東
海
豪

雨
と
同
じ
雨
が
鴨
川
で
降
る
と
ど
う
な

る
か
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
図
面

を
見
ま
す
と
、
鴨
川
西
側
の
二
条
城
や
、

桂
川
と
の
合
流
点
の
辺
り
ま
で
水
に
浸

か
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た

災
害
時
の
危
機
管
理
を
、
役
所
だ
け
で

は
な
く
地
域
住
民
と
あ
ら
か
じ
め
話
し

合
っ
て
お
く
必
要
性
を
感
じ
ま
す
。

鈴
木

豊
臣
秀
吉
が
寺
を
集
め
て
寺
町

を
作
っ
た
の
は
、
鴨
川
か
ら
町
を
守
る

目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

大
滝

江
戸
時
代
の
鴨
川
は
幅
が
広
く
、

少
な
く
と
も
現
在
の
高
瀬
川
は
鴨
川
の

一
部
で
し
た
。
河
原
町
通
が
あ
り
ま
す

が
、
河
原
町
は
文
字
通
り
河
原
。
河
原

町
通
と
高
瀬
川
の
間
に
岬
神
社
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
こ
は
岬
の
よ
う
な
地
形
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
附
近
は
河
原
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
現
在
は
江

戸
時
代
に
比
べ
川
幅
は
半
分
程
の
狭
さ

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
先
斗
町

も
全
部
埋
め
立
て
で
で
き
た
町
で
す
し
。

平
野

今
は
、
川
幅
は
狭
く
、
そ
の
代

わ
り
、
川
底
は
倍
く
ら
い
深
く
し
て
、

で
き
る
だ
け
早
く
流
し
て
し
ま
お
う
と

い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
下

に
伏
流
水
が
流
れ
て
い
て
、
表
面
は
水

が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
か
流
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
古
地
図
を
見
る
と
わ
か

り
ま
す
。

鈴
木

江
戸
時
代
に
「
井
戸
で
使
っ
た

水
を
川
に
流
す
よ
う
に
」
と
い
う
お
触

れ
が
出
て
い
ま
す
。
川
の
水
量
が
減
っ

た
た
め
か
、
川
の
ゴ
ミ
を
流
す
た
め
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
滝

特
に
出
町
柳
か
ら
上
流
の
賀
茂

川
は
、
明
治
時
代
の
地
図
を
見
て
も
水

の
流
れ
は
見
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
と
い

う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
伏
流
水
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
１
９
３
５
年
（
昭

和
10
）
に
大
洪
水
が
起
こ
っ
た
と
き
に

川
底
を
倍
近
い
深
さ
に
し
た
の
で
、
常

に
水
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

平
野

川
床
で
食
事
を
し
て
涼
を
と
り

暮
ら
し
を
楽
し
む
と
い
う
、
京
都
独
特

の
床
の
文
化
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

室
町
時
代
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
最
初
は
鴨
川
の
中
洲
に
床

し
ょ
う

几ぎ

の
床
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時

代
前
期
（
１
６
７
０
年
）
に
な
る
と
高

床
式
の
川
床
が
現
れ
、
床
几
形
式
と
併

存
し
ま
す
。
明
治
27
年
に
鴨
川
の
東
側

を
流
れ
る
琵
琶
湖
疏
水
、「
鴨
川
運
河
」

の
完
成
と
と
も
に
、
当
時
東
側
に
も
あ

っ
た
高
床
の
川
床
は
姿
を
消
し
ま
す
。

大
正
時
代
に
鴨
川
の
河
川
改
修
が
行
わ

れ
、
中
洲
が
取
り
除
か
れ
て
流
れ
が
速

く
な
っ
た
た
め
、
床
几
形
式
の
床
は
禁

止
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
鴨
川
右

岸
に
高
水
敷

こ
う
す
い
じ
き

（
河
川
と
堤
防
の
間
に
あ

る
平
ら
な
部
分
）
を
造
る
計
画
が
持
ち

上
が
る
と
飲
食
店
が
床
の
出
店
が
で
き

な
く
な
る
か
ら
困
る
と
京
都
府
に
陳
情
。

そ
の
結
果
、
高
水
敷
に
人
工
水
路
の

「
み
そ
そ
ぎ
川
」
が
開
削
さ
れ
、
そ
の

上
に
床
が
出
さ
れ
、
現
在
の
形
態
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
そ
の
「
み
そ

そ
ぎ
川
」
が
納
涼
床
の
底
に
流
れ
て
い

ま
す
。
鴨
川
そ
の
も
の
が
「
み
そ
ぎ
」

を
す
る
川
で
、
天
皇
が
禊
ぎ
を
す
る
場

所
が
７
カ
所
あ
り
ま
し
た
。
想
像
で
す

が
、
た
ぶ
ん
そ
こ
か
ら
名
前
を
と
っ
て

み
そ
そ
ぎ
川
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
人

工
水
路
の
み
そ
そ
ぎ
川
も
、
元
は
鴨
川

と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。

大
滝

鴨
川
を
含
め
京
都
を
流
れ
る
川

は
、
地
形
上
南
北
に
傾
斜
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
用
水
と
し
て
横
に
回
し
や
す
い

と
い
う
盆
地
な
ら
で
は
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
平
地
な
ら
回
せ
な

い
で
す
よ
。
鴨
川
は
お
そ
ら
く
政
令
指

定
都
市
の
川
の
中
で
一
番
勾
配
が
急
だ

と
思
い
ま
す
。
平
均
し
て
、
４
０
０
ｍ

行
っ
て
、
１
ｍ
下
が
る
く
ら
い
で
す
か

ら
ね
。
東
寺
の
塔
と
北
山
通
の
高
さ
が

同
じ
く
ら
い
で
す
か
ら
、
相
当
な
勾
配

で
す
。
他
の
都
市
は
河
口
に
立
地
し
て

い
ま
す
か
ら
、
流
れ
は
も
っ
と
緩
い
で

す
よ
。
し
た
が
っ
て
京
都
は
昔
か
ら
洪

水
が
厳
し
い
。
水
は
回
し
や
す
い
が
、

リ
ス
ク
も
高
い
の
で
す
。

平
野

自
転
車
で
走
る
と
、
勾
配
が
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
よ
。

誇
り
た
い
水
の
文
化

―
―
　
京
都
人
と
し
て
誇
り
た
い
水
の

文
化
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

大
滝

や
は
り
風
光
明
媚
を
表
す
「
山

紫
水
明
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の

が
鴨
川
で
あ
る
こ
と
は
誇
り
た
い
で
す

ね
。
最
初
、
中
国
の
言
葉
か
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
頼
山
陽
が
鴨
川
を
見
て

つ
く
っ
た
言
葉
と
知
り
感
動
し
ま
し
た
。

鈴
木

私
は
、
貴
船
神
社
や
神
泉
苑
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
の
神
様
の
中

心
が
京
都
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
水
に
関
し
て
は
、
京
都
の
特
性
は

３
つ
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
第
１
は
水

の
政
ま
つ
り
ご
とが
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
。
水
の
神

様
が
京
都
に
い
て
、
日
本
の
水
の
神
様

の
中
心
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
も
朝
廷
が

京
都
で
行
っ
て
い
た
。
日
照
り
に
な
っ

た
と
き
、
天
皇
や
貴
族
の
荘
園
に
雨
を

も
た
ら
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
政

が
天
皇
の
仕
事
だ
っ
た
わ
け
で
、
貴
船

神
社
や
神
泉
苑
は
重
要
な
場
所
だ
っ
た
。

第
２
は
、
水
を
中
心
に
考
え
た
都
市
計

画
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第
３
に
は
、

豊
か
な
水
が
生
み
出
す
食
文
化
、
お
酒
、

豆
腐
・
・
・
。
素
晴
ら
し
い
所
で
す
。

星
野

私
は
東
京
か
ら
来
て
ま
だ
５
年

で
、
京
都
人
と
言
っ
て
良
い
の
か
ど
う

か
。
３
代
住
ん
で
よ
う
や
く
京
都
人
と

言
え
る
と
い
う
・
・
・
。

神
泉
苑
　
平
安
京
が
造
ら
れ
た
と
き
に
、
大
内

裏
の
南
東
に
造
ら
れ
た
広
大
な
苑
池
。
総
面
積

約
13
万
平
米
。
７
９
９
年
（
延
暦
18
）、
桓
武
天

皇
の
行
幸
を
最
初
に
、
歴
代
天
皇
の
行
幸
の
場

と
な
り
、
詩
歌
管
弦
、
は
や
ぶ
さ
を
放
っ
て
水

鳥
を
捕
ら
え
る
遊
漁
、
舟
遊
び
な
ど
が
行
わ
れ

た
。
ま
た
、
雨
乞
い
の
場
と
し
て
も
用
い
ら
れ

た
。
ま
た
、
京
で
初
め
て
公
に
御
霊
会
（
政
治

的
に
非
業
の
死
を
遂
げ
怨
霊
と
な
っ
た
霊
を
鎮

め
る
祭
）
が
行
わ
れ
た
場
所
で
も
あ
る
。
現
在

も
そ
の
一
部
が
二
条
城
の
南
に
残
っ
て
い
る
。

頼
山
陽
（
１
７
８
０
〜
１
８
３
２
年
）

江
戸

時
代
の
漢
学
者
で
幕
末
の
志
士
に
影
響
を
与
え

た
歴
史
書
「
日
本
外
史
」
を
著
す
。
１
８
２
２

年
か
ら
10
年
間
、
現
在
の
丸
太
町
橋
上
流
に
居

を
構
え
、
書
斎
を
「
山
紫
水
明
処
」
と
名
付
け

た
。
現
在
も
当
時
の
居
が
残
さ
れ
て
い
る
。

床
　
川
床
の
こ
と
。
京
都
で
は
「
ゆ
か
」
と
呼
ぶ
。

鴨
川
　
京
都
の
市
街
地
を
南
北
に
貫
流
し
「
賀

茂
川
」「
加
茂
川
」
と
も
書
く
。
過
去
、
し
ば
し

ば
洪
水
を
お
こ
し
、
院
政
を
は
じ
め
た
白
河
法

皇
さ
え
、「
賀
茂
河
の
水
・
双
六
の
賽
・
山
法
師
、

是
ぞ
わ
が
心
に
か
な
ぬ
も
の
」（
平
家
物
語
）
と

天
下
三
不
如
意
の
第
１
に
鴨
川
を
挙
げ
た
。



7

カッパが語る京の水

か
せ
ま
せ
ん
。

星
野

東
京
に
い
る
と
き
は
地
下
水
で

作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
に
、

京
都
の
水
は
琵
琶
湖
の
水
の
は
ず
な
の

に
、
な
ん
で
豆
腐
や
湯
葉
は
お
い
し
い

の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

平
野

一
時
、
京
都
の
水
が
ま
ず
く
な

っ
た
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
地
下
水
で
は
な
く
水
道
水

の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
今
は
改
善
さ

れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
私
は
基
本

的
に
水
道
水
は
飲
み
ま
せ
ん
。
き
ち
ん

と
検
査
を
し
て
飲
ん
で
も
大
丈
夫
な
の

で
す
が
、
井
戸
水
を
一
旦
沸
騰
さ
せ
て

飲
ん
で
い
ま
す
。

鈴
木

昔
は
、
瓶か
め

に
水
を
一
旦
溜
め
て
、

そ
れ
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
上
賀
茂
神

社
の
社
家

し
ゃ
け

の
お
宅
で
う
か
が
っ
た
の
で

す
が
、
瓶か
め

に
入
れ
て
お
く
と
冷
た
い
ま

ま
な
の
で
、
水
は
悪
く
な
り
に
く
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

―
―
　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
を
買
っ
て

飲
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

社
家
　
特
定
の
神
社
に
世
襲
的
に
奉
仕
す
る
神

職
の
家
。

平
野

大
丈
夫
。
構
い
ま
せ
ん
よ
。
京

都
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
誇
り
が
あ
る

方
は
、
皆
京
都
人
で
す
。

星
野

お
豆
腐
と
か
、
麩
と
か
、
お
酒

と
か
、
京
都
の
食
べ
物
が
お
い
し
い
と

い
う
こ
と
は
、
東
京
で
も
知
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
な
ぜ
お
い
し
い
の
か
は
考

え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
や
は

り
、
地
下
水
が
理
由
で
、
し
か
も
い
ま

だ
に
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
ご

い
と
思
い
ま
す
。
町
中
に
た
く
さ
ん
豆

腐
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
す
が
、「
地
下
水

が
出
な
く
な
っ
た
の
で
や
め
ま
す
」
と

言
う
く
ら
い
、
皆
さ
ん
地
下
水
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
っ
て
、
私
は
東

京
で
ス
ー
パ
ー
の
お
豆
腐
し
か
買
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
考
え
て
も
み
な
か
っ

た
こ
と
で
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に

近
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
水
の
文
化

が
昔
か
ら
生
活
の
中
に
あ
り
、
今
も
守

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
誇
り
た
い
で

す
ね
。
い
ま
だ
に
、
ラ
ッ
パ
吹
い
て
リ

ヤ
カ
ー
引
い
て
売
り
に
き
ま
す
も
の
ね
。

平
野

井
戸
水
は
水
温
が
一
定
で
す
か

ら
ね
。
17
度
く
ら
い
で
、
夏
だ
と
冷
た

く
感
じ
、
冬
だ
と
暖
か
く
感
じ
ま
す
。

僕
も
、
暑
い
夏
場
は
水
浴
び
し
、
冬
は

顔
を
洗
う
の
に
暖
か
い
井
戸
水
を
使
う

習
慣
が
あ
り
ま
す
。
京
都
に
井
戸
は
欠

100m -

標高�

50m -

15km 10km 5km

柊
野
堰
堤�

鞍
馬
川
と
合
流�

桧
谷
川
と
合
流�

高
野
川
と
合
流�

白
川
と
合
流�

桂
川
と
合
流�

琵
琶
湖
疏
水
と
合
流�

北
山
大
橋�

北
大
路
橋�

四
条
大
橋�

五
条
大
橋�

七
条
大
橋�

勧
進
橋�

鳥
羽
大
橋�

京
川
橋�

羽
束
師
橋�

三
条
大
橋�

丸
太
町
橋�

賀
茂
大
橋
（
今
出
川
通
）�

庄
田
橋�

貴
船
川�

賀
茂
川� 高

野
川�

白
川�

清
滝
川�

山
科
川�

貴
船
神
社�

下
鴨
神
社�

上
賀
茂
神
社�

祖
父
谷
川�

中
津
川�

雲
ヶ
畑
岩
屋
川�

鞍
馬
川�

修学院離宮�

比叡山延暦寺�

平安神宮�

空也の滝�

琵琶
湖疏
水�

保津
川�

二条城�
御所�

神泉苑�

幡
枝
八
幡
宮�

静原川�

宝
ヶ
池�

広沢池�

松尾大社�

大沢池�

大堰川�

鴨
川�

桂
川�

淀
川�

高
瀬
川�

堀
川�

西
高
瀬
川�

宇
治
川�

小
畑
川�

小
泉
川�

天
神
川�

鴨川縦断図�京都府「千年の都と鴨川治水」より
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大
滝

そ
こ
ま
で
す
る
記
者
は
い
ま
せ

ん
ね
。

平
野

そ
こ
は
合
流
式
下
水
道
な
の
で
、

汚
水
と
雨
水
の
両
方
が
流
れ
て
い
て
大

変
で
し
た
。
長
靴
を
は
い
て
い
ま
し
た

が
、
流
さ
れ
た
ら
一
巻
・

・

の
終
わ
り
。
明

治
時
代
は
下
水
道
を
造
る
の
が
大
変
だ

っ
た
の
で
、
西
洞
院
川
に
蓋
を
し
て
下

西
洞
院
川
　
西
洞
院
通
に
流
れ
て
い
た
が
１
９

０
４
年
（
明
治
37
）
に
暗
渠
と
な
り
、
消
滅
し

た
。
も
と
は
鴨
川
を
水
源
と
し
て
い
た
が
、
室

町
時
代
ま
で
に
は
一
旦
消
滅
。
そ
の
後
、
戦
国

時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
、
堀
川
か
ら

取
水
し
再
び
姿
を
現
し
た
。

染
め
物
　
京
都
で
染
め
物
と
い
う
と
友
禅
染
。

江
戸
時
代
中
期
に
宮
崎
友
禅
に
よ
り
完
成
さ
れ

た
。
製
作
工
程
は
、
絹
に
青
花
で
下
絵
を
描
き
、

で
ん
ぷ
ん
糊
で
下
絵
に
沿
っ
て
細
線
を
置
き
、

乾
い
た
ら
豆
汁
（
ご
じ
る
）
を
生
地
に
引
き
、

糊
で
仕
切
ら
れ
た
各
文
様
部
分
に
染
料
を
挿
す
。

こ
れ
を
蒸
し
色
を
留
め
、
文
様
部
分
に
糊
伏
せ

し
、
さ
ら
に
も
う
一
度
蒸
し
、
水
洗
い
し
て
余

分
な
染
料
と
糊
を
取
る
と
い
う
も
の
。
こ
れ
ら

を
各
工
房
で
分
業
し
て
い
た
。
使
う
の
は
井
戸

水
。
温
度
と
、
金
気
（
か
な
け
）
つ
ま
り
鉄
分

が
出
来
を
左
右
す
る
と
い
う
。
京
友
禅
は
、
京

都
の
地
下
水
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
で
も

あ
る
。

琵
琶
湖
疏
水
　
都
市
機
能
の
再
生
の
た
め
に
、

明
治
前
期
に
造
ら
れ
た
琵
琶
湖
と
京
都
を
結
ぶ

水
路
。
第
１
期
工
事
は
１
８
８
５
年
（
明
治
18
）

起
工
、
１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に
完
成
し
た
。

計
画
時
の
目
的
は
第
１
に
水
運
で
、
北
陸
か
ら

琵
琶
湖
上
を
運
ん
だ
物
資
を
大
津
で
牛
車
に
積

み
替
え
ず
に
運
ぶ
こ
と
。
第
２
は
灌
漑
、
第
３

は
動
力
源
確
保
で
、
第
４
は
飲
料
水
確
保
だ
っ

た
。
指
揮
を
執
っ
た
の
は
東
大
工
学
部
の
前
身

で
あ
る
工
部
大
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
田
辺
朔

郎
（
１
８
６
１
〜
１
９
４
４
年
）
で
、
日
本
人

だ
け
で
行
わ
れ
た
。
疏
水
開
通
に
よ
り
蹴
上
発

電
所
が
設
け
ら
れ
市
内
の
電
化
が
進
み
、
１
８

９
５
年
（
明
治
28
）
に
は
市
電
が
走
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
方
、
高
瀬
川
曳
舟
人
足
の
失
業
や

南
禅
寺
付
近
の
掘
削
工
事
に
よ
る
井
水
枯
渇
な

ど
の
問
題
も
発
生
し
た
。

平
野

取
材
で
外
国
に
行
っ
た
と
き
な

ど
を
除
く
と
あ
り
ま
せ
ん
。
水
を
買
っ

て
飲
む
と
い
う
感
覚
に
抵
抗
が
あ
り
ま

す
。―

カ
ッ
パ
の
会
で
編
集
し
た
『
も

っ
と
知
り
た
い
！
水
の
都
　
京
都
』
は

充
実
し
た
内
容
で
し
た
ね
。

平
野

京
都
の
観
光
ガ
イ
ド
は
多
数
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
角
度

を
変
え
、「
京
都
を
水
か
ら
見
た
ら
ど

う
な
る
か
」
と
い
う
提
案
を
書
い
て
み

た
の
で
す
。

僕
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
京
都
で
、
家

の
近
く
に
は
鴨
川
が
あ
り
、
琵
琶
湖
疏

水
も
流
れ
て
い
ま
す
。
家
に
は
井
戸
が

あ
り
、
父
親
が
染
め
物
を
し
て
い
た
と

い
う
環
境
に
育
っ
た
の
で
、
井
戸
水
を

使
う
の
は
当
た
り
前
で
し
た
。
小
さ
い

こ
ろ
か
ら
川
遊
び
と
い
え
ば
鴨
川
で
し

た
し
、
源
流
を
辿
っ
た
り
、
床
に
も
行

っ
て
い
ま
し
た
。
子
供
時
代
の
原
風
景

と
し
て
鴨
川
が
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か

ら
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
水

を
見
る
と
、
昔
か
ら
辿
り
た
く
な
る
ん

で
す
。
習
性
で
す
ね
。
好
き
な
ん
で
す

よ
、
水
が
。
例
え
ば
、
今
は
下
水
道
に

な
っ
て
い
る
西
洞
院

に
し
の
と
う
い
ん

川
と
い
う
平
安
京

か
ら
の
川
が
あ
り
、
取
材
の
仕
事
で
訪

れ
た
際
に
そ
の
暗
渠
の
下
に
も
潜
っ
て

写
真
を
撮
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

茶
の
七
名
水
も
あ
り
ま
す
し
、
江
戸
時

代
に
入
る
と
、「
京
羽
二
重

き
ょ
う
は
ぶ
た
え

」
と
い
う

観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
約
20
の
名
水
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
刀
鍛
冶
に
使

わ
れ
た
吉
水

よ
し
み
ず

と
い
う
名
水
も
あ
り
ま
す
。

京
都
に
名
水
が
多
い
と
い
う
の
は
、
い

ろ
い
ろ
な
水
の
「
使
わ
れ
方
」
が
存
在

し
、「
謂
わ
れ
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
と

い
う
こ
と
の
証
し
で
す
。
時
代
、
時
代

に
応
じ
て
、
物
語
が
あ
り
、
そ
れ
が
名

水
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

平
野

「
柳

や
な
い

の
水
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
千
利
休
が
使
っ
て
い

ま
し
た
。
井
戸
に
直
射
日
光
が
当
た
る

と
水
に
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
、
近
く

に
柳
を
植
え
た
。
そ
れ
で
「
柳
の
井
戸
」

と
名
が
つ
い
た
そ
う
で
す
。

鈴
木

宗
教
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
。

例
え
ば
「
独
鈷
水

ど
っ
こ
す
い

」。
弘
法
大
師
が
独

鈷
で
地
面
を
打
っ
た
ら
、
湧
き
水
が
出

て
き
た
と
か
。
伏
見
に
あ
る
「
御
香
水

ご
こ
う
す
い

」

は
有
名
で
、
名
水
百
選
に
も
入
っ
て
い

ま
す
。
か
ぐ
わ
し
い
香
り
の
水
が
湧
き
、

そ
れ
を
飲
む
と
病
気
が
治
る
と
言
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

大
滝

醍
醐
味
と
い
う
言
葉
の
元
に
な

っ
て
い
る
醍
醐
の
水
、
あ
れ
も
香
り
系

で
す
ね
。

鈴
木

京
の
町
中
で
遺
跡
を
発
掘
す
る

独
鈷
　
密
教
で
使
う
棒
状
の
法
具

水
に
し
た
の
で
す
。

大
滝

客
観
的
な
デ
ー
タ
は
な
い
の
で

す
が
、
確
実
に
川
や
水
の
面
積
は
減
っ

て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
本
の
中
で
は
、

今
後
再
び
水
辺
を
増
や
そ
う
と
い
う
期

待
も
こ
め
て
、
特
に
失
わ
れ
た
川
に
も

焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。

―
ゴ
ミ
を
流
す
の
に
十
分
な
流
速

を
得
る
た
め
に
川
を
埋
め
た
、
と
か
、

失
わ
れ
た
理
由
や
元
の
川
の
復
元
図
等

を
き
ち
ん
と
調
べ
て
い
ま
す
ね
。

平
野

大
滝
さ
ん
も
私
も
、
も
う
一
度

復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
は
同
じ
で

す
か
ら
ね
。

お
い
し
い
か
ら
名
水
と
い

う
わ
け
で
は
な
い

―
名
水
は
文
化
の
多
様
性
が
生
み

出
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

鈴
木

名
水
と
い
う
と
味
を
連
想
し
が

ち
で
す
が
、
名
水
を
お
い
し
い
か
、
ま

ず
い
か
で
論
じ
る
の
で
は
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
名
水
と
い
う
の
は
「
名
の

あ
る
水
」、
物
語
の
あ
る
水
と
い
う
こ

と
。
物
語
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な

「
謂
わ
れ
」
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば

「
深
草
少
将
の
水
」
は
、
小
野
小
町
に

通
い
続
け
た
貴
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
所

に
あ
る
井
戸
で
す
。
室
町
時
代
に
は
お

南禅寺の奥、琵琶湖疏水を流す橋脚
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と
、
３
〜
４
ｍ
程
度
の
深
さ
に
、
平
安

時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
井
戸
が
い

っ
ぱ
い
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
井
戸

水
は
基
本
的
に
は
皆
同
じ
味
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
中
で
あ
る
水
は
名
水
と
言

わ
れ
、
あ
る
水
で
は
言
わ
れ
な
い
。
物

語
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

大
滝

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
の
『
ア
ジ

ア
古
都
物
語
京
都
　
千
年
の
水
脈
』
で
、

琵
琶
湖
と
同
じ
く
ら
い
の
地
下
水
盆
が

京
都
の
下
に
あ
る
と
い
う
話
が
、
大
変

有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
同
じ
地

下
水
で
も
浅
い
と
こ
ろ
は
縦
に
流
れ
て

い
た
り
い
ろ
い
ろ
で
す
。
名
水
の
流
れ

と
し
て
は
、「
梅
の
井
」
系
の
流
れ
と
、

「
染
の
井
」
系
の
流
れ
と
「
千
本
通
」

の
流
れ
の
３
系
統
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
ル
ー
ト
の
上
で
は
、
今

で
も
浅
い
と
こ
ろ
で
水
が
出
る
井
戸
が

残
っ
て
い
ま
す
。

平
野

御
池
通
り
の
南
側
の
井
戸
を
飲

み
比
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す

け
ど
、
深
さ
に
よ
っ
て
味
が
違
い
ま
す
。

鈴
木

浅
い
と
硬
度
が
低
く
、
味
が
柔
ら

か
い
。
京
都
は
だ
い
た
い
30
万
人
の
人

口
を
維
持
し
て
き
た
町
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
京
都
は
そ
の
30
万
人
が
、
最

高
の
も
の
を
天
皇
や
公
家
に
対
し
て
供

給
し
て
き
ま
し
た
。
町
の
名
前
も
麩
屋

町
、
竹
屋
町
、
指
物
町
な
ど
、
ほ
と
ん

ど
商
工
業
や
工
芸
に
関
す
る
名
前
で
す
。

そ
の
よ
う
な
技
術
を
競
い
合
っ
て
き
た

結
果
、
例
え
ば
京
都
の
お
酒
な
ら
硬
度

が
低
い
水
が
い
い
と
か
、
染
め
物
な
ら

鉄
分
が
少
な
い
ほ
う
が
い
い
と
か
、
利

用
す
る
用
途
に
応
じ
た
求
め
ら
れ
る
水

が
多
様
で
あ
っ
た
た
め
、
お
い
し
い
水

と
呼
ば
れ
る
伝
統
が
で
き
上
が
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
食
材
に

関
し
て
も
最
高
の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
、
文
化
を
育
ん
で
き
た

と
思
う
の
で
す
。

疏
水
と
運
河

大
滝

人
口
が
爆
発
的
に
増
え
た
の
は
、

琵
琶
湖
疏
水
が
で
き
て
か
ら
で
す
か
。

平
野

人
口
増
加
に
つ
い
て
は
、
疏
水

の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

な
。
琵
琶
湖
疏
水
が
で
き
た
結
果
、
産

業
活
動
も
活
発
と
な
り
、
人
口
が
増
加

し
た
の
で
す
。

鈴
木

江
戸
末
期
、
確
か
に
地
下
水
が

汚
染
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
飲
め
る
状

況
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
琵
琶
湖
疏
水

が
な
か
っ
た
ら
現
在
の
京
都
は
で
き
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。

京
都
の
近
代
化
の
礎
を
、
疏
水
が
築
い

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
野

水
道
水
を
供
給
し
て
い
る
の
が

琵
琶
湖
疏
水
で
す
か
ら
ね
。
現
在
、
安

定
的
に
供
給
し
て
い
る
水
源
で
京
都
市

カッパが語る京の水

と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
琵
琶
湖
疏
水

だ
け
で
す
。
東
京
が
で
き
て
京
都
が
沈

滞
し
た
と
い
う
の
で
、
琵
琶
湖
疏
水
の

水
を
使
っ
て
日
本
で
初
め
て
の
発
電
所

を
造
り
京
都
の
活
気
を
取
り
戻
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
明
治
時
代
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
京

都
で
は
渇
水
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も

ち
ろ
ん
水
道
供
給
の
意
義
も
大
き
い
で

す
ね
。
第
１
疏
水
、
第
２
疏
水
は
明
治

に
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。
第
２
疏
水

は
主
に
水
道
用
で
、
余
計
な
物
が
入
ら

な
い
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
ト
ン
ネ
ル
に

な
っ
て
い
ま
す
。

平
野

西
陣
織
が
機
械
化
す
る
な
ど
、

発
電
で
当
時
の
暮
ら
し
も
変
わ
り
ま
し

た
。

大
滝

水
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
映
し
て
い
た

田
辺

た
な
べ

朔
郎

さ
く
ろ
う

の
疏
水
物
語
の
映
画
に
よ
れ

ば
、
あ
の
水
を
南
禅
寺
付
近
か
ら
引
っ

ぱ
り
、
水
車
を
た
く
さ
ん
回
し
、
産
業

団
地
を
造
る
と
い
う
構
想
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
ね
。

平
野

も
と
は
灌
漑
に
使
う
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
他
に
も
い
ろ

い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
み
た
い
で

す
ね
。
ま
た
南
禅
寺
の
庭
は
、
庭
師
の

小
川
治
兵
衛
が
す
べ
て
疏
水
の
水
を
使

っ
て
造
っ
て
い
ま
す
。
疏
水
が
な
け
れ

ば
、
今
の
南
禅
寺
界
隈
の
風
景
も
な
い

わ
け
で
す
。
今
は
流
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

も
と
も
と
御
所
に
水
を
供
給
し
て
い
た

御
所
水
道
も
琵
琶
湖
の
水
で
す
し
、
東

本
願
寺
の
水
も
疏
水
の
水
が
地
下
を
く

ぐ
っ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
京
の
町
に

琵
琶
湖
疏
水
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

大
滝

京
都
で
は
、
時
代
ご
と
に
常
に

新
し
い
運
河
が
掘
ら
れ
続
け
て
き
て
い

ま
す
。
平
安
時
代
は
縦
（
南
北
）
に
た

く
さ
ん
掘
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
横

（
東
西
）
に
西
高
瀬
川
と
か
、
縦
に
高

瀬
川
と
か
、
そ
し
て
明
治
時
代
に
は
疏

水
。
そ
の
時
代
、
時
代
の
目
的
で
、
掘

り
ま
く
っ
て
い
る
。

―
堀
り
ま
く
り
な
が
ら
、
埋
め
ま

く
っ
て
も
い
る
わ
け
で
す
ね
。

大
滝

え
え
。
逆
に
言
え
ば
時
代
背
景

に
合
わ
せ
て
、
う
ま
く
適
応
し
て
い
る

と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
時
代

ご
と
に
新
し
い
方
法
で
水
の
利
用
法
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す

ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

鈴
木

各
時
代
に
、
水
を
う
ま
く
活
用

す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
水

の
恩
恵
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
人
た
ち

が
住
ん
で
い
た
都
市
だ
か
ら
と
思
い
ま

す
。

大
滝

角
倉
了
以
も
、
最
初
は
鴨
川
を

運
河
と
し
て
利
用
す
る
た
め
掘
り
ま
し

た
が
、
す
ぐ
埋
ま
っ
て
し
ま
い
失
敗
し

て
い
ま
す
。「
失
敗
し
た
な
」
と
思
う

と
、
今
度
は
鴨
川
の
一
部
を
利
用
し
て
、

高
瀬
川
を
造
り
ま
し
た
。

鈴
木

き
っ
と
高
瀬
川
の
よ
う
な
運
河

を
造
れ
ば
、
そ
の
利
用
価
値
が
高
い
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

琵
琶
湖
疏
水
も
同
様
で
す
。

平
野

今
ま
で
過
去
の
歴
史
を
振
り
返

る
機
会
が
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

私
た
ち
の
こ
う
し
た
活
動
が
、
み
ん
な

の
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
堀
川
に
つ
い

て
知
り
た
い
ん
で
す
が
」
と
い
う
電
話

も
か
か
っ
て
き
ま
す
。「
そ
ん
な
に
歴

史
が
あ
る
な
ら
調
べ
て
み
よ
う
か
」
と

意
識
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

大
滝

そ
う
し
て
、
愛
着
を
持
つ
人
が

増
え
て
き
た
ら
、
自
然
と
川
も
よ
く
な

り
ま
す
し
ね
。

平
野

水
辺
へ
の
関
心
が
増
え
て
く
れ

ば
、
水
辺
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
、
新
し
い
京
都
の
水
の
歴
史
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

―
今
日
は
、
長
時
間
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
カ
ッ
パ

の
遺
伝
子
を
全
国
に
伝
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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白
幡
洋
三
郎

し
ら
は
た
よ
う
ざ
ぶ
ろ
う

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

１
９
４
９
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大

学
院
農
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

主
な
著
書
に
『
庭
園
の
美
・
造
景
の

心
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
２
０
０

０
）、『
大
名
庭
園
‐
江
戸
の
饗
宴
』

（
講
談
社
、
１
９
９
７
）、

『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
‐
昭
和
が
生
ん
だ
庶

民
の
新
文
化
』（
中
央
公
論
社
、
１
９

９
６
）
等
他
多
数
。

10

と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
町

だ
と
数
十
年
〜
数
百
年
の
歴
史
し
か
な

い
わ
け
で
す
が
、
京
都
は
１
２
０
０
年

も
の
歴
史
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
人
の

知
恵
の
中
か
ら
う
ま
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が

生
ま
れ
、
そ
れ
が
蓄
積
し
て
い
る
か
ら

京
都
は
す
ご
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
た

だ
、
何
と
い
っ
て
も
歴
史
が
あ
る
こ
と

は
あ
り
が
た
い
。

水
と
暮
ら
す
に
は
そ
う
し
た
長
い
体

験
の
蓄
積
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

種
の
教
訓
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

京
の
庭
園

元
は
貴
族
の
別
荘

東
山
の
麓
に
東
福
寺
と
い
う
臨
済
宗

の
寺
が
あ
り
ま
す
。
25
の
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

（
山
内

の
寺
院
）
を
持
ち
、
塔
頭
ご
と
に
庭
園

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
は
枯

山
水
の
庭
が
多
い
の
で
す
が
、
寺
に
な

る
前
は
九
条
兼
実
（
１
１
４
９
〜
１
２

０
７
）
と
い
う
貴
族
の
別
荘
で
、
月
輪

つ
き
の
わ

殿ど
の

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
法
然
上
人

絵
伝
の
中
に
、
寝
殿
造
り
で
あ
っ
た
当

時
の
月
輪
殿
の
庭
園
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
流
れ
る
水
に
池
が
あ
り
、

湧
き
水
が
あ
り
と
、
水
の
い
ろ
い
ろ
な

形
を
取
り
入
れ
、
素
晴
ら
し
い
総
合
的

な
庭
園
を
造
り
上
げ
て
い
ま
す
。

貴
族
の
別
荘
と
し
て
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
後
、
寺
と
し
て
開
山
し
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
以
降
、
禅
宗
の
大
き
な
寺
と

し
て
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

か
し
扇
状
地
で
山
が
周
囲
に
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
川
が
流
れ
出
る
と
い
う
構
造

を
持
っ
た
土
地
は
、
京
都
以
外
に
日
本

中
ど
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
京
都
が
「
水

の
文
化
」
と
い
う
点
で
関
心
を
持
た
れ

る
の
は
、
他
よ
り
抜
き
ん
で
た
都
市
を

人
工
的
に
造
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
困

っ
た
事
柄
に
解
決
策
を
与
え
て
き
た
と

い
う
知
恵
の
蓄
積
の
お
か
げ
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
が
水
に
関
わ
る
文
化
的
蓄

積
で
す
。

平
安
京
以
降
の
京
都
の
人
は
、
先
に

家
を
建
て
、
水
を
探
し
、
井
戸
を
掘
り
、

湿
地
帯
を
上
手
に
住
宅
地
に
変
え
る
知

恵
で
、
水
と
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け

て
き
ま
し
た
。「
京
都
人
は
賢
い
か
ら

水
を
上
手
に
使
っ
て
い
る
」
と
言
う
ほ

ど
、
京
都
人
を
ほ
め
る
気
は
あ
り
ま
せ

ん
。
先
に
都
市
計
画
を
造
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
何
と

か
す
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
鴨
川

も
つ
け
か
え
た
し
、
堀
川
を
わ
ざ
わ
ざ

掘
っ
た
の
も
洪
水
対
策
で
す
。
水
が
出

て
困
る
か
ら
流
路
を
う
ま
く
造
っ
た
と

い
う
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
結
果

と
し
て
水
を
上
手
に
使
う
と
い
う
文
化

に
育
っ
て
い
き
ま
す
。

私
は
「
水
と
暮
ら
す
京
都
」
と
い
う

言
い
方
を
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し

て
は
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
は
水
の
こ
と
を
賢
く
良
く
知
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
必
要
に

迫
ら
れ
長
い
時
間
を
か
け
て
問
題
に
適

応
し
続
け
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
、

水
の
都
京
都

実
は
都
市
計
画
が
優
先
し
て

で
き
た
都
市

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
『
ア
ジ
ア
古
都
物
語
‐
京

都
千
年
の
水
脈
』（
日
本
放
送
出
版
協

会
、
２
０
０
２
）
の
中
で
、
地
下
水
盆

の
上
に
平
安
京
の
都
市
発
展
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
京
都
像
を
描

い
て
い
ま
す
。
京
都
以
外
に
も
日
本
全

国
の
盆
地
で
、
水
と
と
も
に
生
き
て
い

く
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
京
都
は
他
の
都
市
と
比
べ
ス

ケ
ー
ル
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
で
地
下

水
盆
の
上
に
形
成
さ
れ
た
都
市
と
し
て
、

特
に
注
目
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
平
安
京
の
計
画
段

階
で
、
す
で
に
水
の
流
れ
や
地
下
水
脈

等
が
完
全
に
わ
か
っ
て
い
た
と
は
と
て

も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
政
治

的
、
心
理
的
、
宗
教
的
感
覚
で
立
地
を

決
め
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
都
市
の
形
が

で
き
て
か
ら
「
し
ま
っ
た
、
え
ら
い
と

こ
ろ
に
道
路
を
造
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
っ
た
失
敗
を
繰
り
返
し
て
、
水
と
う

ま
く
折
り
合
い
を
つ
け
る
や
り
方
を
身

に
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

計
画
都
市
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
ひ
と
つ

解
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
水
と
闘

い
、
妥
協
・
共
存
を
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

知
恵
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

確
か
に
水
の
条
件
は
良
か
っ
た
。
し

庭園は総合生活空間
写
真
左
　
現
在
の
神
泉
苑

（
６
ペ
ー
ジ
最
終
段
に
注
が
あ
り
ま
す
）
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よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
引
き
受
け
手
と

な
る
寺
を
探
し
て
お
き
ま
す
。
子
供
を

寺
に
配
し
、
生
命
の
安
全
を
保
証
し
、

政
争
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
出
家
宣
言

を
さ
せ
る
。
文
化
と
い
う
の
は
政
治
と

離
れ
た
と
こ
ろ
に
で
き
上
が
る
も
の
で

す
。
京
都
は
政
争
が
激
し
か
っ
た
か
ら

こ
そ
、
貴
族
の
子
弟
に
寺
院
で
文
化
生

活
を
営
ま
せ
た
こ
と
が
、
周
縁
部
で
の

文
化
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。和

歌
も
、
美
術
も
、
庭
園
も
そ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
別
荘
に
立
派
な
庭
園

が
で
き
、
そ
の
後
に
宗
教
施
設
に
引
き

継
が
れ
、
よ
り
精
神
的
な
裏
付
け
も
与

え
ら
れ
て
い
く
の
は
、
ご
く
自
然
な
流

れ
と
も
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
庭
園
と
い
う
の
は
、
政
治
の

世
界
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
文

化
生
活
を
す
る
人
が
知
恵
を
集
め
、
腕

に
よ
り
を
か
け
て
造
る
美
的
な
空
間
で

も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
京
都
の
鎌

倉
期
ぐ
ら
い
ま
で
の
、
庭
園
の
立
地
の

背
景
に
あ
る
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

庭
園
を
育
て
る
様
々
な
経
緯

ま
た
、
政
治
と
は
「
ま
つ
り
ご
と
」

で
あ
っ
て
、「
祭
り
」
と
切
り
離
し
て

み
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
神
の
声
を

聞
き
、
権
威
を
も
っ
て
命
令
を
伝
え
る

の
が
「
ま
つ
り
ご
と
」
な
の
で
す
。

政
と
祭
り
の
た
め
の
遊
興
を
行
う
屋

外
の
集
会
場
が
庭
園
で
す
。
せ
せ
ら
ぎ

が
あ
り
鳥
が
飛
ん
で
く
る
よ
う
な
、
し

か
し
、
蛇
や
ム
カ
デ
が
い
な
い
と
い
っ

た
人
間
に
と
っ
て
快
適
な
環
境
が
造
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
も
、
京
都
の
庭

園
が
洗
練
さ
れ
て
い
く
流
れ
で
す
。

さ
ら
に
、
庭
園
に
は
宗
教
的
背
景
も

あ
り
ま
す
。「
奈
良
の
仏
像
、
京
の
庭

園
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、

今
で
も
奈
良
に
は
仏
像
を
見
に
行
き
、

京
都
に
は
庭
園
を
見
に
行
き
ま
す
。
奈

良
時
代
の
寺
院
は
、
平
地
に
法
隆
寺
、

興
福
寺
、
薬
師
寺
な
ど
の
伽
藍
を
造
り

ま
し
た
。
伽
藍
の
中
で
も
仏
典
の
授
業

を
す
る
講
堂
が
大
切
と
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
い
え
ば
、
教
室
に
あ
た
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
ま
で

は
庭
園
に
興
味
が
い
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

平
安
京
に
移
る
こ
ろ
は
、
仏
教
の
性

格
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
奈
良
時
代
の

僧
侶
は
仏
典
を
勉
強
し
た
社
会
の
リ
ー

ダ
ー
で
し
た
。
桓
武
天
皇
は
彼
ら
の
政

治
的
影
響
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
一
つ

の
理
由
に
、
平
城
京
か
ら
平
安
京
に
遷

都
を
決
め
ま
す
。
こ
の
た
め
東
寺
と
西

寺
は
例
外
で
す
が
、
平
安
京
に
は
寺
を

造
ら
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
安
初
期
の

仏
教
者
は
市
外
の
山
麓
に
庵
を
造
り
、

そ
こ
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
周
囲
に
は
清

流
や
滝
や
岩
山
が
あ
り
ま
す
が
、
宅
地

と
し
て
の
条
件
は
よ
く
な
い
。
そ
う
い

う
経
緯
が
あ
る
た
め
、
京
都
の
仏
教
は
、

平
安
時
代
の
初
め
か
ら
庭
園
と
共
存
し

て
い
た
の
で
す
。

桓
武
天
皇
は
仏
教
を
遠
ざ
け
ま
し
た

が
、
貴
族
も
人
間
で
す
か
ら
悩
み
も
出

て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
屋
敷
の
中
に
持

仏
堂
を
建
て
て
、
そ
れ
を
拝
み
ま
し
た
。

寺
は
東
寺
と
西
寺
の
二
つ
し
か
造
ら
せ

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
寺
で
は
な
く
仏

様
に
拝
む
の
な
ら
ば
持
仏
堂
を
建
て
れ

ば
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
貴
族

が
亡
く
な
る
と
持
仏
堂
を
寄
進
し
て
、

市
内
に
徐
々
に
寺
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

寺
が
結
果
的
に
こ
れ
だ
け
立
派
な
庭

園
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で

す
。
宗
教
施
設
が
こ
ん
な
に
立
派
な
庭

園
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
世
界
に
も
あ

ま
り
例
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
は
自
然
を
崇
拝
す
る
の
で
は
な
く

唯
一
神
を
第
一
と
し
ま
す
し
、
神
道
も

自
然
そ
の
も
の
の
中
に
社
を
造
る
だ
け

で
す
。
仏
教
だ
け
が
芸
術
的
な
庭
園
を

育
て
た
の
も
根
拠
の
あ
る
話
で
す
。

水
の
あ
る
庭
、
水
の
無
い
庭

庭
園
に
は
、
流
れ
る
水
、
溜
ま
る
池
、

湧
い
て
出
る
泉
、
と
い
く
つ
か
水
の
要

素
が
あ
り
ま
す
。
人
工
的
な
庭
園
と
い

う
点
で
京
都
で
最
も
古
い
の
は
、
平
安

初
期
に
造
ら
れ
て
そ
の
わ
ず
か
な
一
部

が
残
り
、
現
在
も
二
条
城
の
南
に
隣
接

し
て
い
る
神
泉
苑
で
す
。
京
都
の
最
初

の
庭
園
は
、
池
と
湧
き
水
が
基
本
要
素

庭園は総合生活空間

に
京
の
庭
園
は
、
貴
族
が
所
有
し
て
い

た
別
荘
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
一
つ
の

流
れ
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
宇
治
の
平
等
院
も
そ
う
で

す
。
平
等
院
は
１
０
５
２
年
に
寺
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
前
身
は
藤
原
氏
の
別

荘
「
宇
治
院
」
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ

以
前
に
、
宇
多
天
皇
や
源
融

み
な
も
と
の
と
お
るの
別
荘
地

で
あ
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
場

所
こ
そ
、
山
紫
水
明
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
で
、
宇
治
川
の
流
れ
を
前
に

水
の
別
荘
を
築
い
て
い
ま
す
。
も
う
一

つ
、
嵯
峨
野
も
貴
族
の
別
荘
地
で
す
。

こ
こ
に
も
桂
川
が
あ
り
、
嵐
山
の
穏
や

か
な
山
が
あ
り
ま
し
た
。

平
安
京
の
立
派
な
庭
園
と
い
う
の
は
、

天
皇
の
神
泉
苑
を
発
端
に
し
て
、
支
配

階
級
で
あ
る
貴
族
が
造
り
上
げ
、
周
辺

の
山
並
み
と
宇
治
、
嵯
峨
野
で
で
き
上

が
っ
た
と
い
う
見
取
り
図
が
描
け
る
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
水
が
中
世
ぐ
ら

い
ま
で
京
都
の
庭
に
影
響
を
与
え
て
い

た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
後

に
、
宗
教
施
設
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

貴
族
に
は
や
た
ら
と
子
供
が
で
き
ま

す
。
後
継
者
を
作
る
た
め
で
し
ょ
う
が
、

後
継
者
に
な
れ
る
の
は
わ
ず
か
な
人
間

で
す
。
後
継
者
に
な
れ
な
か
っ
た
子
供

た
ち
は
、
ど
ん
ど
ん
出
家
さ
せ
ま
す
。

多
子
化
時
代
に
は
収
容
施
設
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
宗
教
施

設
の
一
つ
の
機
能
で
し
た
。
長
男
が
家

を
継
い
だ
と
き
、
他
の
子
供
が
反
対
勢

力
と
な
っ
て
ケ
ン
カ
の
種
に
な
ら
な
い
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で
し
た
。

神
泉
苑
は
、
中
国
の
四
神
相
応
の
考

え
方
に
し
た
が
っ
て
立
地
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
東
西
南
北
を
表
す
、
青
龍

（
東
）、
白
虎
（
西
）、
朱
雀

す
ざ
く

（
南
）、
玄

武
（
北
）
の
中
で
、
宮
殿
の
西
南
側
に

大
き
な
池
が
あ
る
こ
と
が
、
中
国
の
都

城
計
画
の
前
例
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
ま
た
、
こ
こ
は
東
山
、
北
山
か
ら

流
れ
て
き
た
伏
流
水
が
溜
ま
る
所
で
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
大
き
な
池
を
文
化

的
に
解
釈
し
、
庭
園
化
し
、
宮
中
の
宴

会
は
こ
こ
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
水
の
無
い
庭
園
も
あ
り
ま
す
。

御
所
に
紫
宸
殿
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

南
側
正
面
は
「
南
庭

な
ん
て
い

」
と
い
い
、
白
砂

が
敷
か
れ
、
右
近
の
桜
、
左
近
の
橘
が

植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
家
臣

が
天
皇
の
勅
令
を
聞
く
と
い
う
儀
礼
に

使
う
も
の
で
、
水
が
な
い
庭
で
す
。
宮

廷
の
「
廷
」
と
い
う
字
に
「
ま
だ
れ
」

を
つ
け
た
ら
庭
に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、「
庭
」
の
原
形
は
、
水
の
無
い
場

所
で
す
。「
園
」
は
植
物
で
囲
わ
れ
て

い
る
所
と
い
う
意
味
で
、
水
が
流
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
が
結
び
つ
き
「
庭
園
」

と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

つ
ま
り
、
水
の
あ
る
庭
、
無
い
庭
の
２

種
類
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
水
の
あ
る
庭
に
、
か
つ

て
は
「
苑
」
と
い
う
字
を
当
て
て
い
ま

し
た
。
水
も
植
物
も
あ
る
し
、
流
れ
も

あ
れ
ば
泉
も
あ
る
。
水
を
使
う
「
苑
」

で
は
、
流
水
、
溜
ま
っ
た
水
、
湧
き
水

が
使
わ
れ
、
総
合
的
な
庭
園
が
造
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

反
対
に
、
水
を
使
わ
な
い
「
廷
」
は
、

竜
安
寺
の
石
庭
や
、
禅
寺
の
枯
山
水
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
に
発
展
し
て
い

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
が
流
れ
て
い
る

よ
う
に
見
立
て
る
様
式
が
生
ま
れ
て
き

ま
す
。
こ
の
精
神
的
背
景
に
は
、
水
と

石
と
木
へ
の
憧
憬
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
精
神
か
ら
、
知
恵
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
の
が
枯
山
水
の
よ
う
な
様
式
で
し

ょ
う
。

庭
園
は
求
め
ら
れ
る
使
い
方

に
適
応
し
て
き
た

町
衆
は
京
都
の
中
だ
け
で
形
成
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

祇
園
祭
を
支
え
た
町
人
た
ち
も
、
貿
易

で
栄
え
た
堺
と
か
か
わ
り
な
が
ら
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
し
て

い
る
の
が
、
山
鉾
の
飾
り
に
使
わ
れ
る

ゴ
ブ
ラ
ン
織
。
日
本
の
織
物
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
海
外
貿
易
で
利
益
を
得

た
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

中
世
末
期
の
堺
で
は
、
町
な
か
で
自

然
の
暮
ら
し
、
山
里
風
の
暮
ら
し
を
し

た
い
と
い
う
人
が
い
た
よ
う
で
す
。
都

会
の
住
居
に
山
里
風
の
狭
い
茶
室
を
造

り
、
わ
び
、
さ
び
の
感
覚
を
伴
っ
た
空

間
を
造
る
。
海
外
貿
易
で
繁
栄
し
、
人

工
的
な
都
市
生
活
を
極
め
た
と
き
に
、

水
と
か
木
と
か
石
と
い
っ
た
自
然
に
嗜

空
間
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て

庭
園
に
求
め
ら
れ
る
機
能
が
変
わ
り
、

使
い
方
が
変
わ
り
ま
す
。
し
か
も
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
空
間
で
も
あ
っ

た
。
現
在
は
、
観
光
客
が
混
み
合
う
空

間
で
す
が
。

各
時
代
が
求
め
た
機
能
に
適
し
て
造

ら
れ
て
き
た
庭
園
の
機
能
を
、
我
々
は

上
手
に
引
き
受
け
て
使
い
こ
な
し
て
い

る
か
と
い
う
と
、
疑
問
に
感
じ
ま
す
。

か
つ
て
の
人
々
は
船
遊
び
も
す
れ
ば
、

月
見
の
時
は
縁
台
を
用
意
し
て
酒
を
飲

み
、
花
見
の
宴
で
は
ワ
イ
ワ
イ
騒
い
だ

に
違
い
な
い
。
庭
園
の
形
は
残
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
機
能
は
萎
ん
で
い
る
の
が

現
代
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
使
う
庭

で
は
な
く
、
た
だ
目
で
鑑
賞
す
る
庭
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
現
状
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

私
は
庭
園
を
「
総
合
生
活
空
間
」
と

考
え
て
い
ま
す
。
水
も
た
だ
精
神
的
に

き
れ
い
と
思
う
の
で
は
な
く
、
水
を
汲

ん
で
飲
ん
だ
り
、
お
茶
を
点
て
た
り
、

使
っ
て
み
る
。
水
の
機
能
と
い
う
の
は

た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
す
。

庭
園
の
使
い
方
が
次
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
モ
デ
ル
に
な
る
。
現
代
人
は
快

適
さ
を
望
み
、
夏
は
空
調
が
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
と
言
い
ま
す
が
、
庭

園
を
通
し
て
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
を

学
べ
ば
、
屋
外
生
活
の
復
権
や
空
調
に

頼
っ
た
人
工
的
な
生
活
の
見
直
し
に
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
す
。
屋
外
の
庭
は
見
た

好
が
戻
っ
て
い
く
の
は
、
今
と
同
じ
で

す
。
有
名
な
の
は
「
市
中
の
山
居
」
と

い
う
言
葉
。
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ー

ス
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
書

い
た
『
日
本
教
会
史
』（
邦
訳
・
岩
波

書
店
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
ロ
ー
マ
字
綴
り
で
こ
の
言
葉
が

出
て
き
ま
す
。「
堺
の
町
人
達
の
間
に
、

そ
う
い
う
趣
味
が
最
近
流
行
っ
て
い
る
。

町
中
に
自
然
風
の
小
さ
な
座
敷
を
つ
く

り
、
そ
こ
で
茶
を
楽
し
む
」
と
。
都
会

で
失
わ
れ
た
自
然
を
楽
し
む
心
情
。
そ

れ
が
茶
室
に
な
り
、
坪
庭
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
こ
れ
が
京
都
に
入
っ
て
き
ま

す
。
町
民
が
庭
園
を
考
え
る
と
き
自
由

に
な
る
ス
ペ
ー
ス
の
余
裕
が
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
茶
の
湯
が
「
狭
い
空
間
で

よ
ろ
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
は
、

京
都
向
け
に
は
都
合
が
良
か
っ
た
。

坪
庭
の
他
に
、
も
う
一
つ
庭
と
い
う

単
語
を
使
う
の
は
、
通
り
庭
で
す
。
町

屋
で
は
表
通
り
か
ら
横
を
通
り
、
座
敷

の
中
を
邪
魔
し
な
い
で
奥
ま
で
行
け
る

通
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
京
の
町
屋

で
は
、
通
り
庭
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
に

竈
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
木
も
な
け
れ

ば
池
も
川
も
何
も
な
い
。
そ
こ
で
料
理

を
つ
く
っ
た
り
座
敷
に
上
げ
る
も
の
の

準
備
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
庭
園
に
は
時
代
背
景

や
使
う
人
々
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
使

い
方
や
機
能
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
人

間
が
作
業
を
す
る
場
所
と
し
て
始
ま
り
、

園
は
植
物
が
育
つ
場
所
、
室
町
時
代
ま

で
は
石
と
水
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
空
間
、

江
戸
時
代
は
森
と
泉
を
組
み
合
わ
せ
た



え
る
と
、
汚
さ
な
い
、
滞
ら
せ
な
い
た

め
の
新
し
い
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
交
通
の
邪
魔

に
な
る
か
ら
川
を
埋
め
る
、
と
い
う
開

発
理
念
か
ら
都
市
を
守
る
た
め
に
は
、

や
は
り
コ
ン
セ
プ
ト
が
必
要
で
す
。
こ

れ
ま
で
の
暮
ら
し
方
、
水
と
の
つ
な
が

り
を
守
る
た
め
に
は
、
京
を
庭
園
都
市

と
し
て
見
た
い
で
す
ね
。

以
前
、
建
築
評
論
家
の
川
添
登

か
わ
ぞ
え
の
ぼ
る

氏
が
、

３
０
０
の
大
名
が
上
屋
敷
、
中
屋
敷
、

下
屋
敷
と
す
べ
て
庭
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
江
戸
を
庭
園
都
市
と

呼
び
ま
し
た
。
京
都
は
そ
れ
と
は
異
な

り
、
山
に
囲
ま
れ
川
が
あ
り
谷
が
あ
り

ま
す
。
盆
地
の
中
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
空

間
が
広
が
り
、
借
景
に
も
恵
ま
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
れ
全
体
を
庭
園
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
京
都
全
体
が
一
つ

の
総
合
庭
園
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

将
来
の
都
市
を
考
え
て
み
て
は
ど
う
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

庭
園
都
市
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
す

か
ら
、
都
市
の
利
用
者
は
で
き
る
だ
け

歩
く
。
自
家
用
車
は
辛
抱
し
て
も
ら
い
、

庭
園
都
市
京
都
の
入
り
口
で
降
り
て
散

策
す
る
。
海
外
に
は
、
自
家
用
車
は
都

市
周
辺
部
に
駐
車
し
、
そ
こ
か
ら
先
の

都
心
部
ま
で
は
公
共
交
通
機
関
に
乗
り

継
い
で
い
く
パ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ

ド
方
式
が
あ
り
ま
す
ね
。
京
都
で
も
、

周
辺
の
旧
来
の
庭
園
の
辺
り
に
う
ま
く

駐
車
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
。
地
下
鉄

と
市
電
ぐ
ら
い
は
残
し
て
も
い
い
で
す

ね
。
そ
れ
に
加
え
て
、
新
た
に
水
の
上

を
動
く
よ
う
な
交
通
機
関
が
で
き
れ
ば
、

さ
ら
に
い
い
。

こ
の
方
式
が
各
地
で
使
わ
れ
れ
ば
お

も
し
ろ
い
。
盆
地
な
ら
で
は
の
知
恵
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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庭園は総合生活空間

目
に
も
美
し
い
し
、
そ
の
空
間
を
使
っ

て
食
事
を
す
れ
ば
一
層
お
い
し
く
感
じ

ま
す
。
庭
園
は
、
水
に
触
れ
ば
心
地
よ

く
、
風
を
感
じ
、
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る

と
い
っ
た
、
五
感
を
総
動
員
し
て
感
じ

る
楽
し
み
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

な
ぜ知

恵
は
積
み
重
な
る
の
か

京
都
人
は
先
人
の
知
恵
を
尊
重
し
ま

す
。
先
人
の
蓄
積
を
背
負
う
生
き
方
と

い
う
の
は
、
本
人
に
新
し
い
才
覚
が
な

く
て
も
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
一
方
で
は
、
先
人
の
知
恵
を
越
え

た
、
新
し
い
も
の
を
考
え
出
す
必
要
も

あ
り
ま
す
。
新
し
い
も
の
は
内
部
の
人

間
だ
け
で
は
な
か
な
か
考
え
つ
き
ま
せ

ん
か
ら
、
や
は
り
、
都
に
来
て
く
れ
る

人
か
ら
吸
収
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
回
転
し

た
こ
と
で
、
京
都
が
都
市
と
し
て
持
続

し
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ

ム
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
所
か
ら

は
人
が
離
れ
、「
私
た
ち
が
守
り
ま
す
」

と
い
く
ら
内
部
で
言
っ
て
も
無
理
な
の

で
す
。
京
都
も
、
京
都
人
が
た
だ
「
守

り
ま
す
」
と
言
っ
て
も
無
理
で
す
。
全

国
か
ら
京
都
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。

都
市
を
利
用
し
に
く
る
人
々
が
、
も

し
一
攫
千
金
だ
け
を
狙
う
よ
う
に
な
る

と
、
蓄
積
と
革
新
を
生
み
出
す
よ
う
な

人
間
関
係
を
築
く
こ
と
は
難
し
い
で
し

ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
東
京
で
は

新
し
い
ア
イ
デ
ア
は
搾
取
さ
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
京
都
で
は
あ
り

が
た
い
こ
と
に
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を

外
か
ら
も
ら
い
、
古
い
く
せ
に
新
し
い

か
の
よ
う
に
生
き
延
び
て
い
る
と
い
う
、

ま
あ
、
え
げ
つ
な
い
シ
ス
テ
ム
を
１
２

０
０
年
も
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
で
も
、

永
続
き
す
る
都
市
と
い
う
の
は
、
本
来

み
ん
な
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。

も
し
あ
る
人
が
家
業
を
継
が
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
京
都
の
人
な
ら

「
古
い
し
、
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
」
と

ま
わ
り
か
ら
応
援
し
て
く
れ
ま
す
。
だ

か
ら
、
や
め
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
う

い
う
こ
と
に
反
発
し
て
出
て
い
く
人
も

い
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
歴

史
が
繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

京
都
を
庭
園
都
市
に
す
る

今
、
京
都
全
体
を
庭
園
と
見
て
は
ど

う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
京
都
と
い
う

都
市
を
庭
園
と
し
て
見
立
て
て
み
れ
ば
、

い
か
に
水
を
上
手
に
利
用
す
る
か
を
考

コペンハーゲンの街には、いたるところに写真のような
駐輪場がある。ハンドルにセントラルのマップが付けら
れている自転車は、観光客用に見えるが、自転車移動が
普及しているだけあって、市民の利用率も意外に高い。
自転車は鎖で施錠されているが、500円玉ぐらいの20ク
ローネコインで開錠できる。20クローネは鎖錠に納まっ
たままだが、自転車を返すと戻ってくる。勿論、システ
ムは皆同じなのだから、乗り捨てが自由。システムは簡
単だが、それをカタチにするデザイン力、美しく仕上げ
るセンスを学びたい。利用したくなる格好よさと使い勝
手、自家用との差別化などをうまくまとめている。
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樋
口
忠
彦
　
ひ
ぐ
ち
　
た
だ
ひ
こ

京
都
大
学
大
学
院
教
授

１
９
４
４
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
工
学

系
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
２
０
０
３
年
よ
り

現
職
。
主
な
著
書
に
『
景
観
の
構
造
』（
技
報
堂

出
版
、
１
９
７
５
）、『
日
本
の
景
観
』（
筑
摩
書

房
、
１
９
９
３
）、『
郊
外
の
風
景
』（
教
育
出
版
、

２
０
０
０
）
他
多
数
。

領
域
感
覚
か
ら
の
発
見
は
何
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う

生
息
適
地
と
し
て
の
景
観

私
は
、
景
観
論
の
中
で
も
「
生
息
地

景
観
論
」
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
っ

て
い
ま
す
。『
景
観
の
構
造
』
と
い
う

本
を
約
30
年
前
に
出
し
た
き
っ
か
け
は
、

日
本
人
が
ど
ん
な
場
所
を
好
ん
で
住
ん

で
き
た
の
か
、
日
本
の
都
が
ど
の
よ
う

な
所
に
置
か
れ
、
そ
の
理
由
は
何
か
、

寺
や
神
社
が
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
場
所
に

置
か
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
知
り
た

い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

同
じ
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ッ
プ
ル

ト
ン
と
い
う
地
理
学
者
が
、T

h
e

E
x
p
erien

ce
of
L
an
d
scap

e

（『
景

観
の
経
験
』、
１
９
７
５
年
）
と
い
う

本
を
出
し
ま
し
た
。
人
間
に
と
っ
て
の

生
息
適
地
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。

「
生
息
適
地
は
人
間
に
と
っ
て
美
し
く

見
え
、
美
的
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
な
い
説
が

書
か
れ
て
お
り
、
私
が
考
え
て
い
た
こ

と
を
言
い
当
て
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て

面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

最
近
は
生
息
地
を
ハ
ビ
タ
ッ
ト
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
、
ハ
ビ
タ
ッ
ト
と
景
観

を
関
係
づ
け
る
考
え
方
が
市
民
権
を
得

つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
景
観
と

い
う
と
「
見
た
目
」
に
偏
り
が
ち
な
面

も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
（
人
間
活
動
が
生
態
系
の
中
で

長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
る
こ

と
）
と
景
観
が
生
息
適
地
を
め
ぐ
っ
て

ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
、

生
息
地
景
観
論
を
展
開
し
よ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。

生
息
適
地
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
動
物
に
と
っ
て

の
生
息
適
地
は
、「
隠
れ
家
」
と
「
眺

望
の
あ
る
所
」
で
す
。
動
物
は
危
険
に

満
ち
た
環
境
の
中
で
そ
の
よ
う
な
場
所

を
選
び
取
り
ま
す
。
し
か
し
人
間
の
場

合
は
本
能
が
壊
れ
て
い
ま
す
の
で
、
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
生
息
適
地
に
見
え
る
場

所
を
美
し
く
感
じ
る
、
と
い
う
の
が
ア

ッ
プ
ル
ト
ン
の
仮
説
で
す
。

風
水
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
見
立
て
の

一
つ
で
し
ょ
う
が
、
風
水
を
よ
く
調
べ

る
と
陰
陽
の
理
論
と
な
っ
て
難
解
に
な

り
ま
す
。
日
常
的
な
景
観
を
直
接
体
験

す
る
の
で
は
な
く
、
決
ま
り
事
に
沿
っ

て
景
観
に
説
明
を
つ
け
て
い
く
の
が
風

水
の
特
徴
で
す
。
あ
る
意
味
で
生
息
適

地
の
理
論
だ
か
ら
風
水
も
最
初
は
面
白

い
の
で
す
が
、
私
は
あ
ま
り
深
入
り
し

て
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
風
水
は
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
生
息
適
地
を
試
行
錯
誤

で
探
し
て
、
理
論
化
、
抽
象
化
し
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
地
形

が
生
息
適
地
に
な
る
か
は
風
土
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
で
は
、

生
息
適
地
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
丘
の

上
で
す
し
ね
。

日
本
人
の
生
息
適
地

そ
れ
で
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
生
息

適
地
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
で
し

ょ
う
か
。
た
ま
た
ま
、
日
本
に
最
初
に

都
が
造
ら
れ
た
の
は
ど
こ
か
と
調
べ
る

と
、
日
本
書
紀
の
神
武
天
皇
の
物
語
に

行
き
当
た
り
ま
す
。
神
武
東
征
の
物
語

は
、
青
い
山
々
が
四
方
を
取
り
巻
い
て

い
る
所
を
目
指
し
、
大
和
に
入
り
ま
す
。

日
本
書
紀
に
は
、
盆
地
を
理
想
郷
と
す

る
イ
メ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
日
本
人
の
精
神
の
古
層
の
部

分
に
、
生
息
適
地
は
山
で
囲
ま
れ
て
い

る
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
日
本
の
農
村
風
景
の
元
型

が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
に
興
味
を
持
ち
、

水
分
み
く
ま
り

神
社
を
調
べ
ま
し
た
。
私
は
、
山

田
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
柳
田
国

男
が
田
圃
の
神
様
に
つ
い
て
書
い
た
論

考
が
あ
り
、
そ
の
中
に
も
水
分
神
社
が

出
て
き
ま
す
。

「
大
和
の
い
は
ゆ
る
青
垣
山
の
傾
斜
面

に
程
よ
く
分
配
せ
ら
れ
た
八
所
の
水
分

神
社
な
ど
も
、
恐
ら
く
は
今
で
も
地
形

の
比
較
に
よ
っ
て
、
以
前
の
も
っ
と
単

純
な
営
田
組
織
と
そ
の
中
心
を
為
し
た

用
水
分
配
の
信
仰
を
想
ひ
浮
か
べ
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
広
大
な
埋
立

開
墾
地
の
附
加
が
あ
る
ま
で
は
、
か
う

い
ふ
小
規
模
な
緩
傾
斜
の
谷
あ
ひ
が

個
々
の
生
産
単
位
と
緊
密
に
結
合
し
て
、

水
を
豊
か
に
分
ち
與
へ
た
ま
ふ
神
を
、

年
毎
に
祭
り
続
け
て
行
く
こ
と
が
、
全

国
普
通
の
例
で
あ
っ
た
」（
柳
田
国
男

「
田
社
考
大
要
」『
定
本
柳
田
国
男
集
』

第
１
１
巻
、
筑
摩
書
房
）。

こ
の
文
献
に
触
れ
て
お
も
し
ろ
い
と

「
何
を
見
る
」
と
い
う
よ
り
は

「
ど
こ
か
ら
見
る
」
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「何を見る」というよりは「どこから見る」

思
い
、
早
速
探
し
に
行
き
ま
し
た
。
イ

メ
ー
ジ
に
合
う
の
は
都
祁

つ

げ

水
分
神
社
。

あ
の
水
分
神
社
は
中
世
に
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
す
が
、

源
流
と
い
う
こ
と
で
行
っ
て
み
ま
し
た
。

『
景
観
の
構
造
』
で
は
こ
の
よ
う
な
問

題
意
識
を
出
発
点
に
、
文
献
や
実
地
調

査
に
よ
っ
て
抽
出
し
た
典
型
的
な
地
形

空
間
を
、
７
つ
に
分
類
し
分
析
し
て
い

ま
す
。

「
何
を
見
る
」と
い
う
よ
り
は

「
ど
こ
か
ら
見
る
」

も
と
も
と
日
本
人
の
生
息
適
地
と
し

て
の
風
景
は
、
山
水
に
あ
り
ま
す
が
、

山
水
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。
風
景

と
い
う
と
見
る
対
象
の
ほ
う
に
ば
か
り

目
が
い
く
の
で
す
が
、
日
本
人
に
と
っ

て
風
景
対
象
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

近
代
以
降
は
ひ
っ
く
り
返
る
の
で
す
が
、

以
前
は
む
し
ろ
、
眺
め
る
場
所
の
ほ
う

が
大
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。風

景
を
体
験
す
る
時
と
場
所
と
機
会
、

つ
ま
り
Ｔ
Ｐ
Ｏ
を
選
べ
ば
日
本
人
の
生

息
適
地
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

時
は
、
そ
の
場
所
が
一
番
美
し
い
時
期
、

機
会
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
催
し
物
等
。

最
後
に
残
っ
て
く
る
の
が
場
所
。
時
と

機
会
は
あ
ら
か
じ
め
動
か
せ
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
ど
こ
か
ら
見
る
か
と
い
っ

た
場
所
が
非
常
に
大
事
に
な
り
ま
す
。

ど
う
も
、
東
京
の
景
観
は
「
見
る
対

象
」
を
ど
ん
ど
ん
造
っ
て
は
変
え
て
い

く
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

態
度
は
文
明
開
化
以
降
、
新
規
な
も
の

に
憧
れ
る
心
性
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
明
治
時
代
以
降
、
近
代

2. 秋津州やまと型空間�
　四周を青垣山がとりかこみ、そのう
ちに清流の流れる明朗広潤な平野である。
『日本書紀』が神武東征の目的地の空
間を「東に美き地有り。青山四周れり。」
と描いたように、古代人のあこがれ求
めた理想境「常世」の地形空間であった。
平野とそのうちを流れる川、そして周
囲をとりかこむ山の構成する空間である。�

3. 八葉蓮華型空間�
　あたかも胎蔵八葉の蓮壁を表示する
ように、周囲を八つの峯がとりかこん
でいる地形で、それは空海のいう「四
面高嶺にして人縦みち絶えた平原の山
地」である。「秋津洲やまと」と違っ
て標高が高くなった深山であるが、周
囲を山により閉鎖されている空間とい
う意味では同じタイプに属する。�

4. 蔵風得水型空間�
　占地(立地)の理論としての風水思想によるもので、
地中に流通する正気が水によってかぎられ、風によ
って散らぬ場所を吉としたものである。一般に、後
方(北)に山を負い左右(東西)に丘陵をもち前面(南)に
平地流水を臨む地形をいう。占地(立地)の理論とし
て大きな影響を及ぼすとともに、現実的意義もあっ
て、きわめてよく目にするタイプである。方位およ
び三方の山と平地そして水の構成する空間である。�

5. 隠国型空間�
　両側から山のせまる谷川を上流にさ
かのぼった奥にある隠れこもった場所
である。そこは死霊のこもる場所であ
り、聖なる場所でもあった。両側から
山のせまる谷と水の流れのつくりだす
奥へ奥へと誘う空間と、その目標とし
ての谷の奥処のつくりだす空間である。�

6. 神奈備山型空間�
　平地に近くあるいは平地に突出した、
山容が周囲から目立つ小山で,山崇拝
の対象としての霊山であった。この
山は、周辺の平地のどこからでもの
ぞむことができるということから、
周辺の空間を集中化し組織づけている。�

7. 国見山型空間�
　神奈備山と同様、平地に近くあるい
は平地に突出した小山で、周辺平地の
眺望に資した。神奈備山が周辺の平地
から仰ぎ見られる山であるのに対し、
国見山はそこから周辺の平地を俯瞰す
る山である。�

1. 水分神社型空間�
　山から流れでてくる水の田への最初
のひき入れ口である水口、山から山麓
の緩傾斜の地にうつる勾配変換の地の
山側の丘陵端に神社は位置し、そこか
らごくわずかな傾斜をもって広々と田
地が裾をひく地形である。神社に向か
って奥まりながら周囲とりかこむ山、
緩傾斜の田地、神社と田地を区切る川
の構成する空間である。「古い土着の
名残を留めた昔なつかしい好風景の地」
として,日本人の心象風景のひとつの
典型でもある。�

焦　点：　神社�
境　界：　山、丘陵�
境界・方向：　川�
方　向：　地表面の傾斜�
領　域：　田地、平地�

境　界：　山�
目標・ランドマーク：　八峰�
領　域：　平地�
方　向：　地表面の傾斜�
境界・方向：　川�

目標・ランドマーク：　山、丘陵�
方　向：　そびえる山�
領　域：　平地�
境　界：　川�

境　界：　山、丘陵�
中　心：　山あるいは丘の上�
方　向：　そびえる山や丘�
領　域：　平地�

境　界：　山�
方　向：　川�
方　向：　地表面の傾斜�
目標・焦点：　谷の奥処�
領　域：　平地�

境　界：　山、丘陵�
境　界：　池、川、海�
領　域：　平地�
方　向：　地表面の傾斜�
方　向：　東西南北�

境　界：　山�
境界・方向：　川�
領　域：　平地�

焦　点：　神社�
境　界：　山、丘陵�
境界・方向：　川�
領　域：　田地、平地�

景観―７種類の地形空間

樋口忠彦『景観の構造』扶報堂出版　1975



16

的
な
構
造
物
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
新

し
い
と
い
う
こ
と
で
視
線
が
対
象
に
向

か
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
本

来
は
そ
う
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
場

所
か
ら
見
る
の
が
い
い
か
、
つ
ま
り

「
見
る
場
所
」
を
考
え
る
べ
き
な
の
で

す
。
家
の
中
と
な
る
と
屋
外
風
景
を
選

べ
な
い
の
で
、
庭
を
造
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。「
見
る
場
所
」
は
客
間
で
す
。
客

間
が
あ
る
か
ら
庭
が
あ
る
の
で
す
。
日

本
の
場
合
、
客
間
を
考
え
る
こ
と
の
ほ

う
が
大
事
な
の
で
す
。

―
そ
れ
は
、
景
観
の
見
え
方
と
、

「
も
て
な
す
、
も
て
な
さ
れ
る
」
と
い

う
人
間
関
係
が
深
い
と
こ
ろ
で
繋
が
っ

て
い
る
と
も
言
え
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
。
人
間
同
士
の
も
て
な
し

の
心
で
す
ね
。
結
局
、
景
観
を
体
験
す

る
と
は
、
人
や
自
然
と
の
関
係
な
の
で

す
。
近
代
人
は
景
観
を
「
対
象
」
と
し

て
し
か
見
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、

景
観
を
感
じ
、
体
感
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
人
や
自
然
と
の
関
係
が
豊
か
で
あ

る
こ
と
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
な
人
が
水
辺
の
使
い
方
を

発
見
し
、
ど
ん
ど
ん
提
案
し
て
い
く
と
、

再
認
識
が
生
ま
れ
水
辺
の
風
景
も
再
発

見
さ
れ
る
。
川
床
に
し
て
も
、
最
初
は

店
も
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
の
に
増
え

て
き
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
、
鴨
川

の
水
辺
を
そ
う
い
う
場
所
と
し
て
認
識

す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
ち
ょ
っ
と

し
た
水
辺
へ
の
意
識
は
、
水
や
川
に
対

す
る
価
値
観
を
も
育
て
て
い
き
ま
す
。

景
観
は
発
見
さ
れ
る

生
息
適
地
を
体
現
す
る
景
観
を
分
類

し
、
次
に
は
説
明
す
る
理
論
を
つ
く
れ

ば
、
今
あ
る
生
息
適
地
を
見
直
し
た
り
、

忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
も
の
が
再
発
見
で

き
て
、
各
地
の
景
観
づ
く
り
に
応
用
で

き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
各
地
で
異
な

る
生
息
適
地
の
パ
タ
ー
ン
の
読
み
方
が

わ
か
れ
ば
、
景
観
の
価
値
が
見
え
て
く

る
は
ず
で
す
。

「
景
観
と
い
う
の
は
見
方
で
あ
る
」
と

文
化
地
理
学
者
の
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ

ル
ク
が
言
っ
て
い
ま
す
（『
日
本
の
風

景
・
西
欧
の
景
観
』
講
談
社
、
１
９
９

０
年
）。
つ
ま
り
景
観
は
発
見
さ
れ
、

再
発
見
さ
れ
続
け
る
も
の
と
い
う
わ
け

で
、
私
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ま

で
意
識
し
な
か
っ
た
人
間
と
環
境
と
の

関
係
を
意
識
さ
せ
、
違
う
見
方
で
盆
地

に
着
目
し
た
り
、
水
分
神
社
が
あ
る
地

形
と
川
や
田
圃
の
関
係
を
意
識
し
て
見

直
す
と
、
今
ま
で
何
気
な
く
眺
め
て
い

た
風
景
が
違
う
も
の
に
見
え
て
き
ま
す
。

「
景
観
を
見
る
」
と
は
、「
見
る
側
の
人

間
」
と
「
見
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
景

観
」、
そ
し
て
そ
の
「
２
つ
の
関
係
を

意
識
す
る
こ
と
」
で
も
あ
る
の
で
す
。

私
は
、
見
ら
れ
る
対
象
に
は
心
地
よ

さ
を
感
じ
さ
せ
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
同
時
に
、
そ

れ
を
見
る
人
間
の
側
に
も
、
対
象
を
見

て
心
に
響
く
感
性
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
。
ロ
ボ
ッ
ト
や
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
で
は
な
く
、
人
間
で
な
い
と

見
え
な
い
、
人
間
で
な
い
と
発
見
で
き

な
い
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
景
観
と
い
う

の
は
、
両
方
の
関
係
の
中
で
生
ま
れ
て

き
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
中
国
人
は
「
山
水
」
の
風

景
を
４
世
紀
ご
ろ
に
美
し
い
も
の
と
し

て
発
見
し
ま
す
。
そ
れ
に
は
「
道
」
と

い
う
宇
宙
的
原
理
に
自
然
を
重
ね
合
わ

せ
た
道
教
の
見
方
が
背
景
に
あ
る
の
で

す
。
き
れ
い
な
自
然
が
あ
る
か
ら
風
景

を
発
見
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
価
値

観
が
風
景
の
発
見
を
う
な
が
し
た
と
い

え
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
風
景
を
美
し

い
と
褒
め
称
え
る
漢
詩
が
日
本
に
流
入

し
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
日
本
人
は
お
そ

ら
く
独
自
の
文
化
で
風
景
を
見
て
い
た

と
思
う
の
で
す
。
た
だ
し
日
本
人
は
、

中
国
人
と
近
い
感
性
を
持
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
中
国
人
が
「
山
河
が
美
し
い
」

と
詠
ん
だ
漢
詩
に
親
近
感
を
覚
え
ま
す
。

細
か
く
見
れ
ば
ズ
レ
は
あ
る
の
で
す
が
、

表
現
そ
の
も
の
が
面
白
い
と
思
え
ば
、

漢
詩
に
な
ら
っ
て
歌
を
作
り
、
そ
れ
が

和
歌
と
な
る
。
接
点
の
と
こ
ろ
で
は
自

然
に
対
す
る
似
た
感
性
が
あ
る
わ
け
で

京
都
清
水
寺
の
奥
に
あ
る
水
掛
観
音
。
周
囲
か
ら
水
を
掛
け
る
の
だ
が
、
観
音
正
面
に
は
大
き
な
石
壁
が
あ
り
、

ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
て
「
拝
む
場
所
」
が
特
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
石
壁
を
刳
り
貫
い
た
額
縁
が
、「
ど
こ
か
ら

見
る
か
」
を
示
し
て
い
る
。
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す
が
、
和
歌
が
詠
ん
で
い
る
風
景
と
、

漢
詩
が
詠
ん
で
い
る
風
景
は
次
第
に
少

し
ず
つ
ズ
レ
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
山
が
美
し
い
と
か
、
川
が
美
し
い

と
い
う
概
念
を
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
で

消
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
を

美
し
い
と
思
う
よ
り
、
自
分
の
心
の
美

し
さ
を
見
つ
め
な
さ
い
と
い
う
中
世
の

文
化
が
続
き
ま
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
を
迎

え
そ
れ
が
薄
れ
て
、
科
学
革
命
を
へ
て
、

ル
ソ
ー
の
よ
う
な
人
が
散
歩
の
楽
し
さ

と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
ま
す
。
彼
は

植
物
採
集
を
や
り
、
我
々
が
小
学
校
の

理
科
教
育
で
習
う
よ
う
な
目
で
自
然
を

見
て
い
る
の
で
す
。
や
が
て
、
遠
近
法

と
い
う
技
法
と
見
方
が
出
現
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
デ
カ
ル
ト
が
主
張
し
た
よ
う

に
、
物
事
は
そ
れ
を
認
識
す
る
主
体
と
、

認
識
さ
れ
る
客
体
が
あ
り
、
両
者
は
分

離
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
出
て
き
ま

す
。「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と

い
う
わ
け
で
す
。
科
学
の
発
展
、
遠
近

法
、
主
客
分
離
の
哲
学
、
こ
の
３
点
セ

ッ
ト
で
風
景
と
い
う
感
覚
が
生
ま
れ
た

と
い
う
の
が
、
西
欧
の
定
説
で
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
ル
プ
ス
の
風
景
美
を

発
見
し
た
の
は
18
世
紀
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
鉱
山
学
、
生
物
学
、
地
質
学
が

発
達
し
、
そ
こ
で
美
し
さ
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
の
で
し

ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
説
明
は
日
本
人
に

は
全
然
当
て
は
ま
ら
な
い
。
日
本
は
主

客
合
一
で
、
平
気
で
対
象
に
感
情
移
入

し
ま
す
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
自
然

を
見
る
と
い
う
見
方
が
続
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
道
教
の
影
響
を
受
け
て
山

水
を
美
し
い
と
感
じ
る
感
覚
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
が
ア
ル
プ
ス
を
き
れ
い
と
感
じ

る
感
覚
、
そ
し
て
日
本
人
が
自
然
を
美

し
い
と
感
じ
る
感
覚
、
こ
の
３
つ
の
景

観
感
覚
は
異
な
る
の
で
す
。

景
観
を
め
ぐ
る

地
域
特
有
の
物
語

日
本
の
場
合
は
山
の
辺
、
水
の
辺
が

生
息
適
地
の
元
型
で
、
一
番
美
し
い
場

所
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

山
沿
い
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
風
が
吹

き
抜
け
、
水
が
常
に
得
ら
れ
、
植
物
や

生
物
が
生
育
で
き
る
と
い
う
豊
か
な
生

態
系
と
い
う
重
要
な
条
件
を
備
え
て
い

ま
す
。

そ
の
よ
う
な
水
辺
を
都
市
部
で
復
活

さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
土
地

の
条
件
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

東
京
な
ら
ば
、
そ
こ
に
流
れ
込
ん
で
い

た
川
を
最
大
限
生
か
す
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。新

潟
で
堀
の
再
生
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
ね
。
最
初
は
み
ん
な
そ
れ
ほ
ど
熱
心

で
は
な
い
よ
う
で
し
た
が
、
行
政
も

「
現
実
的
に
考
え
な
け
れ
ば
」
と
い
う

段
階
ま
で
き
て
い
ま
す
。
新
潟
は
信
濃

川
の
最
下
流
で
、
江
戸
と
同
様
に
堀
の

町
だ
っ
た
の
で
す
。
昔
あ
っ
た
水
み
ち

を
広
げ
た
り
つ
な
げ
た
り
す
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
よ
う
な
再
生
手
法
と
い
う

の
は
、
場
所
の
持
っ
て
い
た
魅
力
、
特

性
を
引
き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
生
息
適
地

の
発
見
に
は
、
や
は
り
歴
史
の
感
覚
が

大
事
で
す
。
例
え
ば
、
水
を
た
だ
流
す

だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
物
語
を
つ
く

っ
て
や
る
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
物
語
の
母
体
は
、
や
は
り
土
地
の

歴
史
で
す
。
人
は
歴
史
に
一
番
納
得
す

る
の
で
す
。「
か
つ
て
江
戸
は
、
こ
う

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

推
論
か
ら
話
を
始
め
る
の
が
感
性
に
合

っ
て
い
る
し
、
価
値
観
に
も
適
合
し
て

い
る
。
無
理
も
生
じ
な
い
で
す
ね
。
自

然
の
条
件
に
適
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

景
観
を
め
ぐ
り
「
人
と
人
」、「
人
と

環
境
」
の
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
生
み

出
し
て
い
く
か
。
土
建
屋
さ
ん
の
ま
ち

づ
く
り
は
、
モ
ノ
を
造
れ
ば
終
わ
り
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は

な
く
、
景
観
と
い
う
の
は
「
見
方
」
で

す
か
ら
、
見
方
を
発
見
し
続
け
る
プ
ロ

セ
ス
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
な
の

で
す
。
実
際
に
は
山
が
あ
っ
て
も
、
そ

こ
に
山
と
い
う
景
観
が
あ
る
と
感
じ
て

い
な
い
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
例
え

ば
、
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
は
ア
ル

プ
ス
の
山
を
イ
ボ
と
か
吹
き
出
物
と
か

腫
瘍
と
か
呼
び
、
邪
魔
も
の
と
し
て
見

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
わ
ず
か
な
期
間

で
、
今
、
全
世
界
の
人
が
見
て
い
る
の

と
同
じ
見
方
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
だ
っ
て
作
ら
れ
た
見
方
だ
と
思
い
ま

す
が
、
隠
れ
て
い
た
山
の
美
し
さ
が
見

え
る
よ
う
に
な
り
、
今
は
世
界
の
観
光

客
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ノ

が
大
事
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
見
方
が

大
事
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
新
た
な
関
係
を
い
ろ
い
ろ
作

り
出
し
、
歴
史
を
駆
使
し
て
様
々
な
物

語
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
う
し
な
い

と
、
モ
ノ
を
造
っ
た
だ
け
で
終
わ
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

新
し
い
文
化
を
つ
く
る
と
い
う
の
は

新
し
い
見
方
を
生
み
出
す
こ
と
で
す
。

水
の
文
化
を
つ
く
り
持
続
さ
せ
る
こ
と

は
「
人
と
水
」
と
の
豊
か
な
関
係
を
つ

く
り
、
持
続
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

京
都
に
来
て
一
番
感
じ
る
の
は
伝
統

の
強
さ
で
す
が
、
そ
れ
は
歴
史
と
物
語

の
豊
か
さ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

鴨
川
を
見
て
も
、
た
だ
水
が
流
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
川
と
そ
こ

を
利
用
す
る
人
々
の
関
係
が
非
常
に
多

様
で
す
。
景
色
と
い
う
の
は
ず
っ
と
見

て
い
る
わ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
刺
身
の

つ
ま
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ

れ
を
き
ち
ん
と
つ
ま
に
し
て
、
社
交
を

楽
し
む
と
い
う
こ
と
が
京
都
に
は
あ
る

と
強
く
感
じ
ま
す
。
毎
週
の
よ
う
に
、

川
や
神
社
な
ど
の
美
し
い
場
所
を
使
っ

て
催
し
を
行
う
と
か
、
景
色
を
観
賞
す

る
の
で
は
な
く
、
景
色
を
舞
台
と
し
て

「何を見る」というよりは「どこから見る」
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な
る
か
も
し
れ
な
い
。
景
観
の
デ
ザ
イ

ン
、
開
発
の
仕
方
に
も
こ
の
よ
う
な
視

点
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

盆
地
都
市
の
強
み

領
域
感
覚
を
取
り
戻
せ

盆
地
は
山
で
囲
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、

領
域
感
覚
が
明
確
に
設
定
で
き
ま
す
。

世
界
が
と
め
ど
も
な
く
拡
散
し
、
捉
え

ど
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
こ

れ
は
重
要
な
価
値
だ
と
思
い
ま
す
。
空

間
的
な
ま
と
ま
り
は
、
心
地
よ
さ
を
与

え
く
れ
ま
す
し
、
心
が
な
ご
む
場
所
と

し
て
の
安
心
感
を
も
た
ら
し
ま
す
。

世
界
中
の
前
近
代
の
都
市
の
大
き
さ

を
測
っ
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
、
10
km

四
方
に
収
ま
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

江
戸
は
12
km
×
10
km
四
方
で
す
。
パ
リ

も
ロ
ン
ド
ン
も
ロ
ー
マ
も
マ
ド
リ
ッ
ド

も
み
ん
な
そ
う
で
す
。
人
間
が
歩
い
て

生
活
し
て
い
た
都
市
と
い
う
の
は
、
そ

れ
以
上
広
が
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
今

は
便
利
な
ら
い
い
と
す
ぐ
に
開
発
し
ま

す
が
、
前
近
代
で
は
す
べ
て
の
都
市
に

そ
の
よ
う
な
領
域
感
覚
と
い
う
の
が
あ

っ
た
わ
け
で
、
現
代
で
は
そ
の
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た

規
模
に
対
す
る
感
覚
の
喪
失
は
、
車
と

い
う
交
通
手
段
を
持
つ
こ
と
で
加
速
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
生
活
に
必
要
な
大
き

さ
と
い
う
も
の
を
現
代
人
は
も
っ
と
意

識
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
特

使
い
、
活
か
し
て
い
る
。
使
う
と
い
う

意
味
で
、
生
活
と
景
観
が
一
体
に
な
っ

て
い
る
と
実
感
し
ま
す
。

景
観
に

サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の

感
覚
を
取
り
入
れ
る

以
前
、
新
潟
で
、
故
郷
の
魅
力
を
探

そ
う
と
い
う
番
組
を
作
っ
た
と
き
に
、

一
番
視
聴
率
が
よ
か
っ
た
の
は
、
森
と

川
と
メ
ダ
カ
の
話
で
し
た
。
森
と
川
の

生
態
系
と
メ
ダ
カ
が
ど
の
よ
う
な
場
所

に
生
息
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
、
か

な
り
一
般
的
な
関
心
な
の
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
生
態
系
を
意
識
し
て
景
観

を
と
ら
え
る
と
い
う
の
は
、
サ
ス
テ
ィ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
感
覚
に
非
常
に
関
心
が

持
た
れ
て
い
る
証
し
だ
と
思
い
ま
す
。

棚
田
に
は
、
１
年
中
水
が
あ
り
ま
す
。

１
年
中
水
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
メ

ダ
カ
が
住
め
る
環
境
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
新
潟
に
は
棚
田
は
た
く
さ
ん
あ
り
、

メ
ダ
カ
の
た
め
に
も
棚
田
を
保
存
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
面
白

い
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
価
値
の
あ
る

景
観
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
、
な
お
さ

ら
棚
田
が
美
し
く
見
え
る
の
で
す
。
価

値
あ
る
も
の
と
し
て
、
見
方
が
変
わ
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
景
観
と
い
う

の
は
、
そ
の
時
代
の
価
値
観
に
よ
っ
て

見
え
方
が
変
わ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
価
値

観
が
出
て
く
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
水

の
見
方
も
変
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

現
に
、
水
辺
の
デ
ザ
イ
ン
も
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
。
20
年
前
は
水
辺
に
近

づ
く
こ
と
に
価
値
が
置
か
れ
、
親
水
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
ま
た
違
う

考
え
方
が
表
れ
、
生
物
が
も
っ
と
生
育

で
き
る
よ
う
な
生
物
多
様
性
を
意
識
し

た
水
辺
を
つ
く
る
よ
う
に
変
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
水
辺
を
、
親
水
護

岸
よ
り
価
値
を
持
っ
て
見
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
自
然
の
見
方
も
都
市
の

見
方
も
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
と
い
う
価

値
観
が
入
る
こ
と
で
変
わ
る
の
で
す
。

今
後
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
を
へ
て
、

見
方
や
価
値
の
多
様
性
が
新
た
に
生
み

出
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も

「
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
」
と
い
う
の
は
、

究
極
的
に
は
今
の
時
代
で
資
源
を
食
い

つ
ぶ
す
な
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
私
は
、

そ
れ
を
、
多
様
な
景
観
資
源
を
食
い
つ

ぶ
す
な
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

人
と
自
然
が
一
体
化
す
る
よ
う
な
自

然
観
と
か
、
花
鳥
風
月
を
大
事
に
す
る

自
然
観
と
か
、
そ
う
い
う
文
化
を
日
本

人
が
で
き
る
だ
け
多
様
に
守
っ
て
い
く
。

と
同
時
に
、
新
し
い
価
値
観
も
そ
れ
と

共
存
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
新
し
い

景
観
を
つ
く
る
場
合
、
今
ま
で
あ
っ
た

風
景
観
、
見
方
を
壊
す
の
で
は
な
く
、

新
し
い
価
値
観
を
加
え
た
上
で
継
承
す

べ
き
で
す
。
加
え
ら
れ
る
新
し
い
価
値

観
は
、
あ
る
と
き
に
は
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ

ル
か
も
し
れ
な
い
し
、
別
の
価
値
観
に

に
景
観
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

景
観
を
育
て
る
こ
と
は
、
対
象
と
見
る

人
を
育
て
る
こ
と
に
繋
が
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
人
と
環
境
と
の
関
係
も
豊
か
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
循
環

が
、
機
能
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
日
本
の
風
景
感
覚
の
元
型

は
山
水
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ

の
考
え
方
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
と
、
ど
こ

で
も
住
処
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
は
悪
い
面
も
あ
り
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
領
域
感
覚
が
意
識
さ
れ
な
い

場
所
で
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
で
は

な
く
、
と
め
ど
も
な
く
広
が
る
ス
プ
ロ

ー
ル
都
市
を
生
み
出
し
や
す
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
す
。

江
戸
に
は
江
戸
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、

郊
外
に
は
歩
い
て
行
か
れ
る
名
所
も
あ

り
ま
し
た
。
パ
リ
も
同
様
で
す
。
城
壁

の
外
に
は
田
園
風
景
が
あ
っ
て
、
自
然

を
楽
し
み
印
象
画
が
生
ま
れ
る
素
地
が

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
空
間
感
覚
を
も

う
一
度
再
認
識
し
、
ま
ち
を
つ
く
っ
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
領
域
感

覚
を
意
識
し
て
都
市
を
再
生
し
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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浜
野
さ
ん
と
京
都
の
関
わ
り
か

ら
お
話
を
う
か
が
え
ま
す
か
。

京
都
に
は

宗
門
改
帳
が
残
っ
て
い
る

私
は
、
京
都
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
歴
史

人
口
学
と
い
う
学
問
を
専
攻
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
昔
の
史
料
を
も
と
に
、
出

生
や
死
亡
、
結
婚
、
移
動
、
家
族
な
ど

人
口
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
調
べ
よ
う
と

い
う
も
の
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
学

問
で
す
。
現
在
は
人
口
統
計
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
英
仏
で
は
古
く
と
も

19
世
紀
半
ば
ま
で
し
か
そ
ろ
っ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
以
前
は
ど
の
よ
う
に
人
口
が

推
移
し
て
き
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
だ
、
両
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国

で
す
か
ら
町
に
教
会
が
あ
り
ま
す
。
教

会
で
は
そ
の
教
区
に
住
ん
で
い
る
人
の

洗
礼
、
結
婚
、
埋
葬
な
ど
の
「
教
区
簿

冊
」
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
て
、
そ

れ
を
人
口
推
計
に
使
い
始
め
た
の
が
出

発
点
で
す
。

こ
の
結
果
い
く
つ
か
興
味
深
い
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
当
時
フ

ラ
ン
ス
で
進
ん
で
い
た
少
子
化
は
急
に

起
き
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
う
も
フ
ラ

ン
ス
革
命（
１
７
８
９
年
）の
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。
少
子
化

は
長
期
に
わ
た
る
伝
統
に
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
研
究
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
、
世

界
各
地
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
本
で
、
こ
の
分
野
を
本
格
的
に
伝

え
た
の
は
速
水

は
や
み

融
あ
き
ら

氏
（
現
・
麗
澤
大
学

教
授
）
で
す
。
速
水
氏
は
「
こ
れ
は
日

本
に
も
応
用
で
き
る
ぞ
」
と
考
え
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
は
教
区
簿
冊

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
反
対
に
、
江
戸
幕

府
が
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り
締
ま
る
た
め

に
作
ら
せ
た
「
宗
門
改
帳

し
ゅ
う
も
ん
あ
ら
た
め
ち
ょ
う

」
と
い
う
史

料
が
全
国
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

宗
門
改
帳
に
は
、
各
町
の
家
数
、
寺

の
宗
派
、
ど
こ
の
お
寺
の
檀
家
で
あ
っ

た
か
、
屋
号
と
人
名
、
そ
し
て
判
が
押

し
て
あ
り
ま
す
。
判
は
個
人
が
押
す
場

合
も
あ
れ
ば
、
寺
が
押
す
場
合
も
あ
り

ま
す
。
何
の
変
哲
も
な
い
人
口
台
帳
で

す
。
１
６
７
１
年
に
江
戸
幕
府
が
全
国

に
（
幕
府
直
轄
領
を
除
く
）
宗
門
改
帳

を
作
成
さ
せ
る
法
令
を
出
し
、
１
８
７

０
年
（
明
治
３
）
こ
ろ
ま
で
全
国
で
毎

年
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
宗
門
改
帳
が
京
都
で
は
町
単
位

で
山
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

町
の
史
料
と
い
う
も
の
は
町
の
年
寄
を

し
た
人
や
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
個
人

が
持
っ
て
い
ま
す
。
残
っ
て
い
な
い
所

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
京
都
に
は

数
百
の
町
が
あ
り
、
み
ん
な
ち
ょ
っ
と

し
た
文
書
は
残
し
て
い
ま
す
か
ら
、
現

在
で
も
膨
大
な
量
が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。

京
都
市
が
『
京
都
の
歴
史
』（
１
９

６
９
〜
76
年
）
を
編
纂
し
た
時
に
、
編

者
の
一
人
で
あ
っ
た
林
屋
辰
三
郎
氏
の

ア
イ
デ
ア
で
、
各
家
の
文
書
の
写
真
撮

影
を
さ
せ
て
頂
い
て
製
本
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
京
都
市
歴
史
史
料
館
に
保
管
さ

れ
て
い
て
、
自
由
に
誰
で
も
閲
覧
で
き

ま
す
。
中
学
生
が
自
分
の
町
を
調
べ
に

行
っ
て
も
、
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
私
は
、
東
京
か
ら
京
都
に
移
っ

て
き
て
、
こ
の
史
料
群
を
見
つ
け
た
時

に
、
一
生
京
都
に
い
よ
う
か
な
と
思
っ

た
の
で
す
。

東
京
で
は
、
こ
の
よ
う
な
史
料
は
ま

ず
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
江
戸
の
史
料
は

ほ
と
ん
ど
関
東
大
震
災
や
空
襲
で
灰
燼

に
帰
し
て
い
ま
す
。
江
戸
は
京
よ
り
も

人
口
が
多
く
、
宗
門
改
帳
も
多
く
あ
っ

た
は
ず
で
す
が
、
数
冊
し
か
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
京
都
は
一
つ
の
町
で
50

冊
く
ら
い
残
っ
て
い
る
所
は
、
ざ
ら
に

あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

江
戸
時
代
の
京
都
は

町
衆
の
自
治
都
市

京
都
の
場
合
、
千
年
以
上
も
続
い
て

い
る
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
。
し

水と町衆が生み出す暮らしの勢い

浜野 潔
はまの きよし
関西大学経済学部教授
1958年生まれ。慶應義塾大学大学院経
済学研究科博士課程単位取得退学。京都
学園大学を経て2002年より現職。主な
著書に『人類史のなかの人口と家族』
（共著、晃洋書房、2003）他。古文書に
埋もれた庶民の一生や気候変動の歴史人
口学研究を、京都をフィールドに精力的
に展開している。

歴史人口学から見た京都
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か
し
、
古
代
の
京
都
は
中
国
を
真
似
た

律
令
制
度
と
い
う
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
制
度

が
な
か
な
か
う
ま
く
機
能
せ
ず
に
、
ど

ん
ど
ん
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。
左
京
は

栄
え
、
右
京
は
人
が
住
ま
な
く
な
る
と

い
う
現
象
も
出
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て

当
初
の
古
代
都
市
は
ど
ん
ど
ん
衰
退
し

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
例
え

ば
室
町
幕
府
が
で
き
れ
ば
、
幕
府
権
力

が
一
時
そ
の
中
で
新
た
な
都
市
形
成
を

行
う
。
造
っ
て
は
衰
退
す
る
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
し
た
、
と
言
う
の
が
正
確

で
し
ょ
う
。

古
代
の
京
都
と
、
中
世
末
以
降
の
町

衆
の
京
都
は
違
う
、
と
い
う
の
が
私
の

考
え
で
す
。
そ
し
て
、
町
衆
の
自
治
の

伝
統
を
基
礎
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
近
世

の
京
都
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
坂
、
江
戸
は
そ

れ
ほ
ど
の
歴
史
が
な
い
。
江
戸
や
大
阪

と
の
比
較
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す

が
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代
中
頃
、
江
戸

か
ら
京
に
や
っ
て
来
た
あ
る
狂
歌
師
が
、

街
路
の
美
し
さ
に
非
常
に
驚
い
て
い
ま

す
。
美
観
や
環
境
を
守
る
と
い
う
の
は
、

幕
府
が
そ
の
よ
う
な
規
制
を
加
え
て
い

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
む
し
ろ
住
民

に
よ
る
中
か
ら
の
規
制
が
あ
り
守
ら
れ

て
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
で
も

京
都
で
は
高
い
ビ
ル
を
建
て
る
と
反
対

運
動
が
起
こ
り
ま
す
し
、
バ
ブ
ル
の
時

の
よ
う
な
乱
開
発
に
は
批
判
が
非
常
に

強
い
。
も
ち
ろ
ん
、
東
京
で
も
問
題
に

な
り
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
京
都
ほ
ど

住
民
が
大
反
対
し
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
７
年
ほ
ど
前
に
東
京
か
ら
京
都

に
移
り
住
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
町
内

会
活
動
、
自
治
会
活
動
が
た
い
へ
ん
し

っ
か
り
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味

で
は
、
京
都
の
持
っ
て
い
る
長
い
伝
統

だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
時

「
運
動
会
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た

の
で
、「
小
学
校
の
運
動
会
で
す
か
？
」

と
尋
ね
ま
し
た
ら
、「
町
の
運
動
会
が

あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
町

毎
に
運
動
会
が
あ
る
。
最
近
ま
で
学
校

の
運
動
会
な
ど
は
平
日
に
行
い
、
む
し

ろ
町
の
運
動
会
を
日
曜
日
に
、
メ
イ
ン

の
行
事
と
し
て
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
も
町
の
運
動
会
に

参
加
し
、
す
ご
く
盛
り
上
が
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
い
う

と
、
防
災
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
し
ょ

う
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、「
火
を
出

す
よ
う
な
人
が
町
に
住
ん
で
い
た
ら
大

変
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
、
町
の
規
制
は
非
常
に
強
い
。

江
戸
時
代
の
京
の
人
口
は
、
あ
ま
り

増
え
て
い
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

京
都
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
当
時
は
大

変
な
こ
と
で
、
そ
の
周
囲
の
人
、
町
が
、

人
物
を
鑑
定
し
て
居
住
許
可
を
与
え
た

か
ら
、
無
闇
に
増
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
引
っ
越
し
て
く
る
場

合
、
借
家
人
で
あ
っ
て
も
保
証
人
を
立

て
る
と
い
う
厳
し
い
ル
ー
ル
が
、
当
時

宗門改帳から復元した住民基本台帳
宗門改帳（表紙：右、本文：上）を一点一点集めて、家ごとに台帳化したのが、BDS（Basic
Data Sheet）（右下）。このBDSは西陣にある花車町の史料、熊野屋文蔵、妻のやそ、以下15名
の記録。文政９年（1826）以降、名前の明記してある年には（ ）が記入されている。当初、

宗門改帳に年齢の記載の必要はなかったが、
天保15年（1844）以降、記載されるよう
になる。あとで年齢がわかれば、遡って年
齢をうめることができる。
途中でいなくなるのは死んだのか、どこ
かへ行ったのか、ここではわからない。
10歳程度でいなくなった場合、奉公に出
た可能性もある。これを一軒ずつ作成して
コンピューター入力すると、各年の人口を
出すことができる。
英仏の教区簿冊では、教会の洗礼、埋葬
のような、その時点の変化だけが記入され
ているので毎年の人口はわからない。しか
し生まれてすぐに洗礼するので、１週間後
に死んだとしても出生記録は残り、かつ１
週間後の埋葬の記録も残ることになる。一
方、宗門改帳には生まれてすぐ死んだ人は
書かれていないため、乳児死亡がとらえら
れないという欠点もある。

京都市歴史資料館蔵
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水と町衆が生み出す暮らしの勢い

お
り
、
寄
り
合
い
も
投
票
も
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
人
の
出
入
り
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
ま
し
た
。
年
寄
は
現
在
の
町
内

会
長
で
、
輪
番
制
で
な
り
ま
す
。
そ
う

い
う
町
組
織
の
強
さ
は
京
の
特
徴
で
す
。

行
政
は
そ
の
よ
う
な
自
治
組
織
に
か
な

り
丸
投
げ
し
て
い
た
の
が
実
態
で
す
。

―
―
　
な
ぜ
中
世
末
期
に
は
各
地
に
存

在
し
た
町
衆
組
織
が
、
江
戸
時
代
に
も

残
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

基
本
的
に
自
治
に
任
せ
る
な
ら
任
せ

よ
う
、
住
民
自
治
で
う
ま
く
い
く
な
ら

ば
、
行
政
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
と

い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
考
え
方
で
す
。

裁
判
で
も
、
奉
行
所
の
お
白
砂
で
裁
き

を
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
で
き
る
限

り
当
事
者
が
和
解
調
停
し
た
ほ
う
が
い

い
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
り
ま
し

た
。た

だ
、
京
都
が
武
士
の
極
め
て
少
な

い
町
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
や
は
り

大
き
な
理
由
で
す
。
江
戸
は
百
万
都
市

と
言
わ
れ
て
も
、
半
分
は
参
勤
交
代
で

全
国
か
ら
や
っ
て
来
る
武
士
。
彼
ら
は

役
人
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
つ
ま
り
江

戸
は
役
人
だ
ら
け
の
町
で
、
い
わ
ば
住

民
の
半
数
が
公
務
員
と
い
う
奇
妙
き
て

れ
つ
な
町
で
し
た
。
京
都
に
は
、
京
都

町
奉
行
所
と
か
京
都
所
司
代
と
い
う
行

政
機
構
は
あ
り
ま
す
が
、
た
か
が
知
れ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
町
衆
に
任
さ

な
い
と
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

川
は
行
政
機
構
で

で
は
町
衆
の
自
治
に
任
せ
な
い
で
、

行
政
が
介
入
す
る
部
分
が
な
か
っ
た
の

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
が

川
の
問
題
で
す
。

京
都
が
こ
れ
だ
け
人
口
を
抱
え
ら
れ

た
の
に
は
、
水
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
第
１
に
は
、
飲
み
水
で

あ
る
井
戸
水
、
地
下
水
。
江
戸
は
埋
め

立
て
地
で
あ
る
た
め
に
、
神
田
用
水
や

玉
川
用
水
を
造
っ
て
あ
れ
だ
け
の
人
口

を
養
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
京
都
で

は
、
近
代
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
は
井

戸
水
で
し
た
。
明
治
の
京
都
の
水
道
事

業
開
始
は
遅
い
の
で
す
が
、
逆
に
言
え

ば
そ
れ
だ
け
水
が
豊
か
だ
っ
た
の
で
す
。

第
２
に
は
、
運
搬
の
た
め
に
使
わ
れ

た
高
瀬
川
、
西
高
瀬
川
な
ど
の
水
路
は
、

流
通
の
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
第
３
に
桂
川
、
鴨
川
が
農

業
用
水
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
人
口
を
養

う
た
め
に
、
京
都
の
周
囲
の
農
村
地
帯

で
は
野
菜
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在

の
京
都
駅
の
南
側
の
住
宅
地
帯
に
な
っ

て
い
る
あ
た
り
は
一
面
の
純
農
村
で
し

た
。
そ
こ
か
ら
採
れ
る
も
の
が
、
行
商

の
形
で
市
中
に
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。

食
糧
供
給
地
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い

と
、
京
の
人
は
満
足
に
食
事
が
で
き
な

い
。

か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
保
証
人
も
、

町
の
近
隣
に
住
ん
で
い
る
人
で
な
い
と

い
け
な
い
。
全
然
知
ら
な
い
人
が
保
証

人
で
は
信
用
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
す
。

江
戸
の
初
期
に
、
鴨
川
の
河
川
敷
き

が
住
宅
地
に
な
り
ま
し
た
。
新
地
と
い

い
「
新
開
発
さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
意

味
で
す
。
当
時
の
町
の
史
料
を
見
る
と
、

「
新
地
が
で
き
る
と
心
配
だ
」
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
ス
ラ
ム
化
を
防

ぎ
町
の
美
観
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、

妙
な
人
が
入
っ
て
こ
な
い
で
ほ
し
い
、

と
心
配
し
た
わ
け
で
す
。

現
在
で
は
、
都
市
の
人
口
が
増
え
る

と
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
の
で
、
町

に
人
口
を
呼
び
込
も
う
と
し
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
空
間
を
高
層

化
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う

前
提
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
江
戸
時
代
に
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
都
市
の
人
口
が

増
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
過
密
を
意

味
し
ま
す
。
家
主
は
家
賃
収
入
が
得
ら

れ
ま
す
か
ら
人
が
住
ん
で
い
て
く
れ
れ

ば
儲
か
り
ま
す
が
、
過
密
は
衛
生
環
境

の
悪
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

当
時
は
、
町
が
行
政
組
織
に
な
っ
て
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こ
う
し
た
理
由
で
、
町
奉
行
所
な
ど

の
行
政
機
構
は
川
に
非
常
な
神
経
を
注

い
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
川
に
つ
い

て
だ
け
は
行
政
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に

命
令
を
下
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、
廃
棄
物
の
問
題
。
よ
く
、

前
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
、

道
路
の
方
々
に
屎
尿
が
捨
て
て
あ
っ
て
、

臭
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
都
市
で
は
屎
尿
を
堆
肥
に
再
利

用
し
て
い
ま
し
た
。
今
と
違
っ
て
、
ゴ

ミ
も
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
再
利
用
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
出
る
ゴ
ミ
は
川
に

捨
て
て
い
ま
す
。
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な

い
ゴ
ミ
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
か

っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
川
が
汚
れ
た

り
、
農
業
用
水
の
取
水
堰
な
ど
が
詰
ま

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
行
政
で
ゴ
ミ

捨
て
場
を
用
意
し
ま
す
。
こ
れ
は
住
民

自
治
で
は
対
処
で
き
な
い
こ
と
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
町
同
士
の
利
害
に
関
わ
る
場

所
を
ど
の
町
が
提
供
す
る
の
か
、
空
き

地
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
町

奉
行
所
が
出
て
き
ま
す
。

町
で
異
な
る

居
住
者
の
定
住
と
移
動

京
都
の
文
書
を
読
ん
で
い
く
と
、
同

じ
京
都
で
も
町
々
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
西
九
条
境
内
・
志
水
町
で

職
業
を
調
べ
る
と
、
行
商
人
が
多
い
。

あ
る
い
は
料
理
手
間
働
き
と
い
う
コ
ッ

ク
さ
ん
や
、
仕
立
て
人
。
こ
の
よ
う
な

で
あ
る
と
は
見
な
し
ま
せ
ん
。
仕
事
を

で
き
る
能
力
が
な
い
と
、
だ
め
な
わ
け

で
す
。

も
う
一
つ
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
結

構
、
コ
ネ
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
あ
る
村
か
ら
た
く
さ
ん
や
っ
て

来
る
。
あ
る
い
は
、
親
戚
を
頼
っ
て
来

る
。
京
都
に
お
じ
さ
ん
が
い
る
と
か
、

伝
手
が
な
い
と
な
か
な
か
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
へ
ん
が
、
江

戸
、
大
坂
に
比
べ
て
、
京
都
は
厳
し
か

っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

デ
フ
レ
の
中
で
の

ブ
ラ
ン
ド
戦
略

京
都
の
商
人
は
薄
利
多
売
は
し
ま
せ

ん
。
買
う
人
も
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

金
襴
緞
子
な
ど
の
高
額
商
品
を
、
目
が

肥
え
た
大
名
や
大
商
人
達
に
販
売
す
る

の
で
す
。
売
る
側
も
長
年
の
経
験
が
必

要
で
す
。
ブ
ラ
ン
ド
商
売
で
す
か
ら
大

量
生
産
さ
れ
た
ら
困
り
ま
す
か
ら
、
や

た
ら
に
京
に
人
が
入
っ
て
き
て
も
仕
事

が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
へ
い
く
と
、
江
戸
は
、
薄
利
多

売
で
す
。
江
戸
中
期
以
降
に
、
ブ
ラ
ン

ド
を
守
る
と
い
う
の
で
日
本
中
が
必
死

に
な
る
時
代
が
あ
る
そ
う
で
す
。
と
い

う
の
は
、
織
物
で
も
名
産
地
の
品
に
似

せ
た
商
品
が
各
地
で
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
産
地
間
競
争
が
起
き
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
は

特
産
の
米
沢
織
を
藩
士
の
子
女
に
ま
で

奨
励
し
ま
し
た
が
、
ま
が
い
物
の
横
行

に
悩
み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
米
沢
織
の

ブ
ラ
ン
ド
を
ど
う
や
っ
て
守
る
か
、
藩

で
も
必
死
に
な
っ
て
考
え
ま
し
た
。
い

わ
ば
、
藩
に
商
社
機
能
が
備
わ
っ
て
い

た
の
で
す
。
農
村
か
ら
の
年
貢
が
取
れ

な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
だ
ん
だ
ん
そ

う
い
う
も
の
に
依
存
し
て
い
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

江
戸
前
期
は
日
本
の
人
口
が
爆
発
的

に
伸
び
る
期
間
で
す
。
新
田
開
発
で
食

糧
の
大
増
産
が
行
わ
れ
、
新
田
村
が
増

え
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
城
下

町
と
い
う
も
の
が
全
国
で
生
ま
れ
ま
す
。

城
下
町
は
、
そ
れ
ま
で
農
村
に
居
住
し

て
い
た
武
士
が
、
強
制
的
に
都
市
に
集

め
ら
れ
た
結
果
で
き
た
町
で
す
。
つ
ま

り
、「
今
ま
で
は
兵
隊
だ
っ
た
が
、
明

日
か
ら
は
公
務
員
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
人

が
明
日
か
ら
食
べ
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
別
の
目
で
見
れ

ば
、
そ
こ
に
、（
自
分
た
ち
が
自
給
す

る
た
め
の
農
業
で
は
な
く
）
都
市
人
口

を
対
象
に
し
た
商
品
と
し
て
の
農
業
生

産
が
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

特
産
物
も
、
地
域
差
が
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
売
り
込
み
が
し
や
す
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
全
国
的
な
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
必
要
で
、
海
運
も
整
備
さ
れ
て
き

ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
１
６
０
０
年
代
は

高
度
成
長
が
１
０
０
年
く
ら
い
続
き
、

需
要
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
き
ま
し

た
。

人
々
が
住
む
町
に
は
、
外
か
ら
の
転
入

が
し
や
す
い
。
借
家
人
の
率
も
高
く
、

９
割
近
い
時
も
あ
り
ま
し
た
。
家
持
は

ず
っ
と
定
住
し
て
い
ま
す
か
ら
、
増
え

る
の
は
借
家
人
で
す
。
天
保
期
の
し
ば

ら
く
の
間
は
人
口
が
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
人
々
の
年
齢
を
見
る
と

20
歳
〜
30
歳
台
で
す
。
20
歳
台
ま
で
は

ま
ず
奉
公
人
で
す
か
ら
、
単
身
で
転
入

し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
20
歳
台
後
半

か
ら
30
歳
台
に
か
け
独
立
し
、
所
帯
を

持
つ
。
都
市
で
所
帯
を
持
つ
こ
と
は
大

変
で
す
か
ら
、
晩
婚
に
な
り
ま
す
。

若
い
と
き
は
奉
公
人
で
間
借
り
を
し

て
い
て
、
や
が
て
独
立
し
行
商
人
に
な

り
ま
す
。
初
め
は
収
入
も
た
い
し
た
こ

と
は
な
い
の
で
、
家
も
ち
っ
ぽ
け
な
も

の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
お
金
を
貯
め
る

と
中
心
部
に
移
動
し
た
り
、
い
い
職
を

探
し
て
、
す
ご
く
動
き
ま
す
。
で
す
か

ら
、
借
家
人
も
ど
ん
ど
ん
引
っ
越
し
を

重
ね
、
移
動
し
ま
す
。

―
―
　
だ
い
た
い
、
ど
の
あ
た
り
か
ら

京
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

九
州
、
北
陸
な
ど
、
か
な
り
遠
く
か

ら
も
来
て
い
ま
す
。
農
村
の
史
料
か
ら

は
も
っ
と
よ
く
分
か
り
ま
す
。
誰
が
ど

こ
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
詳
し
く
出

て
い
ま
す
。
例
え
ば
濃
尾
地
方
、
今
の

岐
阜
県
あ
た
り
を
見
る
と
、
上
層
の
農

民
、
地
主
層
に
な
る
と
子
供
が
京
に
奉

公
に
行
っ
て
い
ま
す
。
京
都
に
行
く
と

一
口
に
い
っ
て
も
、
田
舎
で
た
だ
無
学

で
育
っ
た
人
に
は
住
め
な
い
所
で
し
た
。

例
え
ば
行
商
な
ら
何
と
か
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
仕
入
れ
と
か
、

お
金
の
や
り
と
り
、
工
夫
、
ち
ょ
っ
と

商
売
を
す
る
な
ら
ば
帳
簿
も
つ
け
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
養
が
必
要
で

す
。
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
教
養
が
あ
っ

て
学
問
が
で
き
る
と
い
う
人
で
な
い
と
、

都
市
に
行
っ
て
も
仕
事
が
あ
る
か
ど
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
農
村
で
も

比
較
的
豊
か
な
階
層
か
ら
来
て
い
る
の

で
す
。

た
だ
、
や
は
り
近
畿
が
多
い
で
す
ね
。

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
、
近
在
の
農
村

か
ら
来
た
の
か
、
京
都
の
他
の
町
か
ら

来
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
山
城
国
と

し
か
書
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
旦
那
寺

が
ど
こ
か
を
見
る
と
、
周
辺
の
農
村
か

ら
も
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

極
め
て
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
。
雇
う
人
は
近
く
だ
か
ら
有
利上京区千本今出川の北、現在の花車町
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水と町衆が生み出す暮らしの勢い

出
て
、
あ
る
時
期
に
は
動
か
な
い
と
思

う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
転

入
率
よ
り
も
転
出
率
が
２
〜
３
％
高
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ち
ょ
っ
と
し

た
差
で
人
口
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
西
陣
の
人
口
は
、
停
滞
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
安
定
的
に
回
転
し
て

い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

人
間
の
「
勢
い
」
に
水
が

関
わ
る

あ
る
面
積
に
何
人
住
む
の
が
適
当
か
、

と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
狩
猟

採
集
民
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
食
物

に
応
じ
た
最
適
人
口
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
農
耕
社
会
以
降
は
、

生
産
性
の
向
上
に
よ
り
人
口
が
稠
密
に

な
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
た
だ

稠
密
に
な
る
と
病
気
に
な
り
や
す
く
な

る
と
い
う
複
雑
な
要
素
も
出
て
く
る
た

め
、
現
在
で
は
、
適
度
な
人
口
と
い
う

解
答
は
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
す
。

む
し
ろ
、
何
を
も
っ
て
適
度
と
み
る
か

が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
今

が
適
度
な
人
口
か
ど
う
か
と
い
う
判
断

は
難
し
い
。

環
境
に
よ
り
人
口
が
決
定
さ
れ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
大
事
な

こ
と
は
人
口
が
増
え
た
り
減
っ
た
り
す

る
と
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
適
応
す
る

た
め
に
、
他
の
社
会
シ
ス
テ
ム
や
生
態

系
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
る
と
い
う
面
も
あ

る
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と

人
口
は
、
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
す
。

そ
の
中
で
、
水
と
い
う
要
素
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
る
か
。

歴
史
人
口
学
と
い
う
の
は
、
人
が

「
増
え
た
、
減
っ
た
」
と
い
う
事
実
を

探
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

dem
ography

を
「
人
口
学
」
と
訳
し

ま
す
が
、
明
治
時
代
で
は
「
民
勢
学
」

と
訳
し
ま
し
た
。
国
の
勢
い
がcensus

、

現
在
で
は
「
国
勢
調
査
」
と
訳
し
て
い

ま
す
。
か
つ
て
は
、
国
の
勢
い
、
民
の

勢
い
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。

歴
史
人
口
学
は
こ
う
し
た
人
間
の

「
勢
い
」
を
探
る
も
の
で
す
。
人
間
が

勢
い
を
得
る
た
め
に
必
要
か
つ
、
非
常

に
重
要
な
も
の
が
「
水
」
で
す
。
水
は

病
気
も
媒
介
し
ま
す
が
、
水
が
あ
る
か

ら
人
が
住
め
る
。
食
糧
生
産
や
流
通
を

支
え
る
一
方
で
、
洪
水
も
あ
り
、
そ
の

対
策
と
し
て
河
川
改
修
や
暗
渠
も
で
き

る
。
水
は
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
同
時
に

凶
器
に
も
な
る
。
人
間
が
活
き
活
き
と

生
活
す
る
た
め
に
、
水
を
い
か
に
活
用

し
て
い
っ
た
か
を
見
る
と
、
水
と
人
口

は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う

さ
ら
に
は
人
口
の
増
減
が
、
そ
れ
に

応
じ
た
水
利
シ
ス
テ
ム
、
社
会
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
水

は
「
勢
い
」
を
支
え
る
要
素
と
し
て
不

可
欠
な
要
素
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
一
転
し
て
、
享
保
期
（
１

７
１
６
〜
１
７
３
５
年
、
徳
川
吉
宗
の

時
代
）
か
ら
長
い
デ
フ
レ
に
入
り
ま
す
。

新
田
開
発
の
余
地
が
な
く
な
り
、
低
成

長
経
済
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
１
８
０

０
年
代
前
半
ま
で
の
約
１
０
０
年
は
デ

フ
レ
局
面
で
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

ま
さ
に
京
都
の
人
口
は
横
ば
い
に
な
る

わ
け
で
す
ね
。
デ
フ
レ
圧
力
の
中
で
、

商
品
の
ブ
ラ
ン
ド
力
と
質
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
や
た
ら
と
人
を
雇
わ
ず
に
、

で
き
る
だ
け
熟
練
度
の
高
い
職
人
を
抱

え
た
ほ
う
が
い
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

西
陣
の
産
業
構
造
と人

口
推
移

こ
こ
で
京
都
の
水
な
ら
で
は
の
織
物

を
作
っ
て
い
た
、
西
陣
の
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
京
都
と
い
う
の
は
、
西

陣
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン

ド
を
大
事
に
し
大
量
生
産
し
な
い
工
業

都
市
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
陣
地

区
の
人
口
が
増
え
る
と
、
西
陣
織
の
品

質
低
下
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

西
陣
・
花
車
町
の
宗
門
改
帳
か
ら
わ

か
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
一
定
の
人
口
が

維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
は
人
々
が
移
動
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
せ
ん
。

動
き
は
非
常
に
あ
り
ま
す
。

西
陣
で
作
る
高
級
品
は
増
産
で
き
ま

せ
ん
。
手
間
暇
か
け
ま
す
か
ら
、
人
を

雇
っ
て
も
急
に
う
ま
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
人
を
雇
う
の

は
何
年
か
お
き
に
し
て
、
時
間
を
か
け

て
一
人
前
に
す
る
と
、
さ
ら
に
何
年
か

御
礼
奉
公
を
し
て
も
ら
っ
た
後
に
独
立

し
て
い
く
と
い
う
雇
用
行
動
が
生
ま
れ

ま
す
。

奉
公
人
は
、
西
陣
の
中
に
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
西
陣
と

い
う
地
域
の
中
で
奉
公
人
を
回
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ

ま
り
、
西
陣
の
人
口
の
容
量
は
ほ
ぼ
決

ま
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
外
部
か
ら
人
が

入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

機
織
屋
が
増
え
過
当
競
争
に
な
り
、

質
が
落
ち
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
江
戸

時
代
中
期
に
な
る
と
株
仲
間
が
で
き
ま

す
。
機
織
屋
の
数
が
増
え
な
い
の
で
す

か
ら
、
人
口
が
増
え
な
い
の
も
当
然
で

す
。た

だ
、
西
陣
の
人
口
が
増
え
て
い
な

い
の
は
衰
退
で
は
な
く
、
工
業
の
あ
り

方
が
そ
の
よ
う
な
人
口
構
造
を
求
め
て

い
る
の
で
す
。
西
陣
の
人
々
は
、
人
を

ど
ん
ど
ん
雇
い
、
生
産
量
を
拡
大
す
る

こ
と
が
自
分
た
ち
の
首
を
し
め
る
こ
と

を
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。

天
保
期
は
、
転
入
し
て
く
る
人
間
よ

り
転
出
す
る
人
間
が
多
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
、
人
口
減
少
と
な
っ
て
表
れ
ま

す
。
な
ぜ
、
天
保
の
時
に
落
ち
る
の
か
。

従
来
は
、
天
保
の
危
機
（
１
８
３
４
、

３
６
年
）
と
呼
ば
れ
る
疫
病
の
流
行
が

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
天
保
の
改
革

を
進
め
た
老
中
水
野
忠
邦
が
奢
侈
禁
止

令
を
出
し
、
絹
物
禁
止
令
を
出
し
、
西

陣
に
と
っ
て
打
撃
を
与
え
た
こ
と
が
原

因
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
天
保
の
危
機
の
後
に
さ
ら
に

西
陣
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
調
べ
て
み
る
と
、
天
保
の
危

機
で
人
口
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
天

保
の
改
革
で
は
人
口
は
ほ
と
ん
ど
減
っ

て
い
な
い
の
で
す
。
改
革
に
関
し
て
は

江
戸
で
は
う
る
さ
く
取
り
締
ま
り
が
行

わ
れ
た
け
れ
ど
、
京
都
で
そ
れ
が
実
質

的
に
機
能
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
疑
わ

し
い
。
こ
れ
は
通
説
に
対
す
る
疑
問
点

で
す
ね
。

さ
ら
に
、
開
国
（
１
８
５
４
年
）
に

な
る
と
、
国
内
で
価
格
革
命
と
呼
ば
れ

る
現
象
が
起
き
ま
す
。
国
内
で
生
産
し

て
い
た
生
糸
が
、
横
浜
か
ら
海
外
に
流

出
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
た

ま
た
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
蚕
の
病
気
が
流

行
り
、
絹
糸
の
価
格
が
暴
騰
し
ま
す
。

そ
こ
で
外
国
商
人
が
日
本
の
生
糸
に
目

を
つ
け
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
買
い
取

ら
れ
て
海
外
に
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
西
陣
で
は
織
物
を
作
ろ
う
と
し

て
も
生
糸
が
な
い
。
そ
こ
で
短
期
間
人

口
が
落
ち
、
す
ぐ
に
は
回
復
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

文
政
、
天
保
、
開
港
と
通
し
て
、
あ

る
家
が
翌
年
転
出
し
て
い
く
割
合
は
約

２
割
。
常
に
一
定
で
す
。
人
口
が
変
動

し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
時
期
に
は
人
が
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２
０
０
３
年
３
月
16
日
（
日
）
〜
23

日
（
日
）
の
８
日
間
に
わ
た
り
第
３
回

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
京
都
、
滋
賀
、

大
阪
と
い
う
琵
琶
湖
・
淀
川
流
域
の
３

都
市
で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
世
界

約
１
８
０
カ
国
よ
り
２
４
０
０
０
名
に

及
ん
だ
。

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
地
球
全
体

の
水
問
題
を
統
一
的
に
議
論
す
る
場
と

し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
第
１
回
は

１
９
９
７
年
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
、

第
２
回
は
２
０
０
０
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の

ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

今
回
討
議
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
「
水
と

貧
困
」、「
水
と
平
和
」、「
水
と
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
（
賢
明
な
水
統
治
）」、「
統
合

的
流
域
及
び
水
資
源
管
理
」、「
水
と
食

糧
、
環
境
」、「
水
と
気
候
変
動
」、「
水

と
都
市
」、「
水
供
給
、
衛
生
及
び
水
質

汚
染
」、「
水
と
自
然
、
環
境
」、「
農
業
、

食
糧
と
水
」、「
水
と
教
育
、
能
力
開
発
」、

「
洪
水
」、「
水
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
」、「
水

と
文
化
多
様
性
」、「
地
下
水
」、「
水
と

情
報
」、「
水
施
設
へ
の
資
金
調
達
」、

「
水
と
交
通
」
な
ど
の
テ
ー
マ
。
そ
し

て
、
こ
の
他
に
も
「
世
界
子
ど
も
水
フ

ォ
ー
ラ
ム
」、「
水
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
パ

ネ
ル
」、「
ア
フ
リ
カ
の
日
」
な
ど
、
特

別
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
組
ま
れ
た
。

会
議
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
そ
こ
で
提

出
さ
れ
た
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
、
と
り
ま

と
め
ら
れ
た
「
世
界
水
行
動
報
告
書
」

は
、
世
界
水
会
議
（W

W
C
:W
orld

W
ater

C
ou
n
cil)

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

http://w
w
w
.w
orldw

atercouncil.org

/

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を

ご
覧
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
今

回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
「
水
の
文
化
」
と

い
う
視
点
の
関
わ
り
に
つ
い
て
報
告
し

た
い
。

水
問
題
と
は
何
な
の
か

今
回
注
目
を
集
め
て
い
た
の
は
「
水

と
食
糧
」、「
水
と
衛
生
」、「
水
と
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
」、「
水
と
貧
困
」、「
流
域
管

理
」
な
ど
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
偏
在
す

る
水
資
源
を
い
か
に
公
平
に
す
べ
て
の

人
々
に
供
給
し
、
持
続
的
に
管
理
す
る

か
と
い
う
問
題
に
議
論
が
集
中
し
た
観

が
あ
る
。
水
は
そ
れ
自
身
が
人
々
に
と

っ
て
の
基
本
的
権
利
で
あ
っ
て
、
水
問

題
と
は
「W

ater
for
A
ll

（
す
べ
て
の

人
に
水
を
）」
を
実
現
す
る
た
め
に
必

要
な
公
正
な
配
分
方
法
を
め
ぐ
る
問
題

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
参
加
者
に
共
有

さ
れ
て
い
た
。

公
正
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
に
、

市
場
だ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
効
率

的
、
効
果
的
な
統
治
の
仕
組
み
（
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
）
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
の

活
用
が
検
討
さ
れ
た
し
、
そ
も
そ
も
公

正
と
い
う
基
準
の
も
つ
意
味
、
人
々
を

水
を
守
る
行
動
へ
と
動
機
づ
け
る
に
は
、

水
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
与
え
れ
ば
よ

い
の
か
な
ど
、
問
題
点
は
的
確
に
並
べ

ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
食
糧
生
産
に
投
入
さ
れ
る
水
量

ま
で
考
え
る
と
、
日
本
は
農
作
物
の
輸

入
を
通
し
て
膨
大
な
水
輸
入
国
に
な
る

と
い
う
仮
想
水
（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ

ー
タ
ー
）
に
つ
い
て
も
盛
ん
に
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す

解
り
や
す
い
説
明
と
し
て
普
及
し
て
い

く
と
思
わ
れ
る
。

水
の
配
分
に
は
ル
ー
ル
が
必
要
で
、

そ
の
ル
ー
ル
を
各
国
の
多
元
的
な
事
情

に
応
じ
て
組
み
立
て
て
い
こ
う
と
い
う

点
で
は
、
水
管
理
の
社
会
・
文
化
的
な

側
面
の
重
要
性
が
表
わ
れ
た
会
議
だ
っ

た
。

水
と
文
化
多
様
性

水
管
理
と
文
化
の
関
わ
り
を
正
面
か

ら
取
り
上
げ
た
の
は
、「
水
と
文
化
多

様
性
」
の
分
科
会
。
こ
の
テ
ー
マ
の
基

に
、「
水
の
文
化
」、「
水
と
文
化
の
多

様
性
」、「
水
と
文
化
遺
産
」、「
先
住
民

の
世
界
観
と
そ
の
精
神
」、「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ラ
イ
フ
と
水
管
理
」、「
先
住
民
の

水
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
と
権
利：

よ
り

良
い
水
管
理
に
新
し
い
手
法
」
と
い
っ

た
具
体
的
な
論
議
が
２
日
間
に
渡
っ
て

か
わ
さ
れ
た
。
主
催
組
織
も
、
ユ
ネ
ス

コ
、
水
ア
カ
デ
ミ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
）、

地
域
研
究
企
画
交
流
セ
ン
タ
ー
（
国
立

民
族
学
博
物
館
）
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
機

関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。

議
論
の
目
的
は
、
水
の
文
化
的
側
面

を
開
発
戦
略
、
行
動
計
画
と
統
合
し
、

第3回世界水フォーラム報告 編集部第3回世界水フォーラム報告 編集部
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水
管
理
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の

で
、
そ
の
た
め
に
専
門
家
、
実
践
家
、

地
域
住
民
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら

の
知
識
を
交
す
こ
と
と
し
た
わ
け
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
テ
ー
マ
の
基
調
に

な
っ
て
い
る
「
文
化
多
様
性
」
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
第
31
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採

択
さ
れ
た
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る

ユ
ネ
ス
コ
世
界
宣
言
」（
２
０
０
１
年
）

で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
大
事
な
用
語
な

の
で
、
重
要
と
思
わ
れ
る
第
１
条
を
紹

介
す
る
。

第
１
条

文
化
の
多
様
性：

人
類
共
通
の
遺
産

文
化
は
時
間
・
空
間
を
越
え
て
多
様

な
形
を
取
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多

様
性
は
人
類
を
構
成
し
て
い
る
集
団
や

社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
が
、
多
様
な

独
特
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
表
れ

て
い
る
。
生
物
に
お
け
る
種
の
多
様
性

が
、
自
然
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
の

と
同
様
に
、
文
化
の
多
様
性
は
、
そ
の

交
流
・
革
新
・
創
造
性
の
源
と
し
て
、

人
類
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
文
化
の
多
様
性

は
人
類
共
通
の
遺
産
で
あ
り
、
現
在
お

よ
び
未
来
の
世
代
の
た
め
に
、
そ
の
意

識
が
認
識
さ
れ
、
明
確
に
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
目
黒
ユ
ネ
ス
コ
協
会

宮
本
美
智
子
訳
）

生
物
的
多
様
性
と
文
化
的
多
様
性
が

対
応
す
る
価
値
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
は
い
る
が
、
文
化
の
多
様
性
が
交
流

・
革
新
・
創
造
性
の
源
で
あ
る
と
い
う

理
由
で
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
生
物
多
様

性
条
約
（
１
９
９
２
年
）
で
は
、
種
の

多
様
性
の
維
持
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ

る
が
、
文
化
多
様
性
は
、
創
造
性
を
生

む
基
盤
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
い
う
。

同
じ
多
様
性
で
も
、
種
レ
ベ
ル
で
の
生

態
相
維
持
を
目
的
と
し
た
「
生
物
多
様

性
」
と
、
人
間
の
創
造
活
動
の
基
盤
と

し
て
の
「
文
化
多
様
性
」
を
き
ち
ん
と

分
け
る
程
度
の
気
遣
い
は
し
て
お
き
た

い
。今

回
の
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
文
化
多
様
性
を
尊
重
し

衆
知
を
集
め
る
こ
と
で
、
水
管
理
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
よ
う

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
マ
は
、
国
内
外
の
参
加
者

と
も
に
多
く
、
基
調
講
演
を
建
築
家
の

安
藤
忠
雄
氏
が
行
い
、
そ
の
後
に
貴
船

神
社
宮
司
の
高
井
和
大
氏
が
ス
ピ
ー
チ

を
行
う
な
ど
、
冒
頭
は
「
水
の
象
徴
性
」

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。

土
着
の
知

一
方
、
水
の
文
化
は
世
界
各
地
に
存

在
す
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
会
議
の
場

に
あ
っ
て
は
、
世
界
各
地
の
土
着
の
知

（In
d
ig
en
ou
s
K
n
ow
led
g
e

）
を
い

か
に
水
管
理
の
実
践
に
結
び
つ
け
る
か

以
下
は
、
発
表
者
の
論
題
の
い
く
つ

か
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
か
ら
発
表
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ

ろ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
い
た
い
。

・
伝
統
知
識
の
保
持
者

・
先
住
民
マ
オ
リ
族
の
水
へ
の
展
望

・
湿
地
帯
の
文
化
的
価
値
に
つ
い
て
の

ラ
ム
サ
ー
ル
会
議

・
水
に
つ
い
て
の
考
え
方：

水
と
文
明

化
の
歴
史
か
ら

・
水
を
共
有
す
る：

水
と
文
化
的
多
様

性
に
つ
い
て
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
コ
ン
ゴ
人
と
川
の
文
化
的
相
互
作

用：

国
際
協
力
の
た
め
の
伝
統
的
な

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て

・
京
都
の
文
化
遺
産
を
地
震
火
災
か
ら

守
る
環
境
的
な
水
供
給
シ
ス
テ
ム

・
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
先
住
民
と
水
資

源
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

・
公
共
的
な
水
と
私
的
な
水：

モ
ン
ゴ

ル
の
遊
牧
民
と
伝
統
的
農
耕
民
に
お

け
る
水
管
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

水
と
文
化
の
声
明
文

以
下
は
、「
水
と
文
化
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
声
明
文
で

あ
る
。

前
文

１
　
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
ユ
ネ
ス

コ
世
界
宣
言
（
２
０
０
１
年
）
お
よ
び

持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス

ブ
ル
グ
宣
言
（
２
０
０
２
年
）
は
、
地

球
の
資
源
の
賢
明
な
利
用
と
管
理
の
た

め
に
人
間
社
会
な
ら
び
に
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
が
対
話
し
、
協
力
す
る
こ
と
を
強

く
求
め
て
い
る
。
水
は
、
経
済
、
生
態

系
、
社
会
お
よ
び
精
神
的
な
機
能
を
有

す
る
貴
重
な
資
源
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
管
理
が
持
続
可
能
性
を
大
き

く
左
右
す
る
。
社
会
生
活
に
お
け
る
そ

の
基
本
的
役
割
ゆ
え
に
、
水
は
強
力
な

文
化
的
側
面
を
持
つ
。
我
々
が
直
面
す

る
水
に
関
連
し
た
問
題
の
文
化
的
側
面

を
理
解
、
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
、

持
続
可
能
な
解
決
策
は
見
つ
か
ら
な
い
。

課
題

２
　
人
と
環
境
の
関
係
は
、
文
化
に
内

包
さ
れ
て
い
る
。

３
　
水
に
つ
い
て
考
え
、
ま
た
そ
の
価

値
を
認
め
、
理
解
し
、
管
理
し
、
利
用

も
し
く
は
濫
用
し
、
崇
拝
も
し
く
は
冒

涜
す
る
、
そ
の
在
り
方
は
、
我
々
が
帰

属
す
る
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

４
　
水
は
、
肉
体
、
感
情
お
よ
び
精
神

の
命
で
あ
る
。
単
な
る
経
済
的
資
源
と

し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
水

の
共
有
は
、
倫
理
的
責
務
で
あ
り
、
人

類
の
連
帯
の
表
明
で
あ
る
。
水
と
人
と

の
親
密
な
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
思
決

定
過
程
に
お
い
て
明
確
に
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
外
か
ら
取
り
入
れ
た
解
決
策
が
多

く
の
場
合
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
水
資
源
管
理

は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
影
響
を
十
分

が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
地
域
固
有

の
知
恵
を
ど
の
よ
う
に
実
践
に
移
す
か

が
問
題
と
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
大
い
に
目
を
開
か
せ
ら
れ
た
発
表

も
多
か
っ
た
。

ボ
リ
ビ
ア
や
カ
ナ
ダ
の
先
住
民
の
代

表
は
、
現
在
淡
水
に
接
す
る
こ
と
で
き

な
い
人
間
の
多
く
が
先
住
民
と
言
わ
れ

て
い
る
人
々
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
う
し

た
人
々
は
水
利
の
知
恵
を
持
っ
て
い
る

と
力
説
し
、
水
問
題
に
は
多
様
な
人
々

が
公
平
な
立
場
で
意
見
を
か
わ
す
べ
き

だ
と
主
張
し
た
。
土
着
の
知
を
含
め
た

文
化
多
様
性
を
尊
重
す
る
前
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
障
壁
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
分
科
会
で
も
あ

っ
た
。



研
究
会
が
共
同
で
行
っ
た
も
の
。
今
回

は
、
新
旭
町
の
担
当
者
で
あ
る
環
境
課

の
阿
部

あ

べ

能
英

よ
し
ひ
で

さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ

た
。

―
―
　
外
国
の
子
供
た
ち
の
受
け
入
れ

と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
得
難
い
経
験

で
し
た
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
去
年
の
春
に
話
は
聞

い
て
い
ま
し
た
が
、
最
初
は
５
人
ぐ
ら

い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
人

数
が
固
ま
っ
て
く
る
と
、
40
人
く
ら
い

に
な
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
始
め
て
、

あ
わ
て
て
各
課
に
協
力
を
求
め
ま
し
た
。

増
え
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
や
は
り
現
場
の
仕
事
は
、
正
直
言

っ
て
大
変
で
し
た
。

食
事
の
準
備
で
地
元
の
各
区
の
保
健

委
員
さ
ん
や
、
宿
舎
に
な
っ
た
正
伝
寺

の
檀
家
さ
ん
、
針
江
地
区
の
区
長
さ
ん
、

い
つ
も
こ
う
し
た
子
供
た
ち
と
の
交
流

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
学
校
、
い
ろ
い
ろ
な

方
が
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

―
―
　
こ
の
あ
た
り
は
水
と
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
関
係
が
生
き
て
い
る
わ
け
で
す

か
。安

曇
川
が
天
井
川
に
な
っ
て
い
る
た

め
、
今
回
子
供
た
ち
が
調
査
し
た
針
江

地
区
だ
け
で
は
な
く
、
く
ぼ
ん
だ
地
域

か
ら
伏
流
水
が
あ
ち
こ
ち
に
出
ま
す
。

上
水
道
も
通
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
土
地
で
は
昔
か
ら
伏
流
水
を
使

っ
て
い
ま
し
て
、
洗
濯
は
水
道
で
行
い
、

飲
料
水
は
地
下
水
を
使
う
と
い
う
家
が

多
い
で
す
ね
。

26

に
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
失
敗
す
る

だ
ろ
う
。

６
　
人
間
社
会
に
よ
っ
て
数
千
年
を
か

け
て
創
り
出
さ
れ
て
き
た
文
化
多
様
性

は
、
持
続
可
能
な
実
践
と
革
新
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
と
い
う
財
産
と
な
っ
て
い
る
。

在
来
の
知
識
を
持
つ
人
々
を
科
学
者
と

と
も
に
、
水
に
関
連
し
た
問
題
の
解
決

策
を
見
出
す
上
で
の
正
式
の
パ
ー
ト
ナ

ー
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

７
　
在
来
の
生
活
様
式
そ
し
て
知
識
は
、

人
類
の
遺
産
な
ら
び
に
文
化
の
多
様
性

に
と
っ
て
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
。
先

住
民
族
は
、
持
続
可
能
な
水
資
源
管
理

に
お
い
て
果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
が

あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
先
住
民
族

の
権
利
を
十
分
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

目
的

８
　
変
化
を
遂
げ
る
世
界
に
お
い
て

我
々
の
適
応
能
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、

文
化
の
多
様
性
お
よ
び
遺
産
、
知
識
、

法
的
お
よ
び
社
会
的
共
存
を
保
持
し
、

さ
ら
に
強
化
す
る
。

９
　
統
合
的
水
資
源
管
理
（IW
R
M

）

に
お
け
る
参
加
型
の
意
思
決
定
は
、
文

化
多
様
性
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
慮
に

入
れ
、
情
報
に
基
づ
い
た
合
意
を
求
め

る
べ
き
で
あ
る
。

10

意
識
啓
発
、
教
育
お
よ
び
能
力
開

発
の
た
め
の
資
料
や
方
法
の
開
発
に
当

た
っ
て
は
、
文
化
多
様
性
、
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
の
関
与
お
よ
び
異
文
化
間
対

話
を
指
針
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

11

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ

ス
コ
）、
科
学
的
知
識
と
科
学
技
術
の

倫
理
に
関
す
る
世
界
委
員
会

（C
O
M
E
S
T

）
な
ら
び
に
関
係
諸
機

関
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
上
記
の
資
料

や
方
法
の
開
発
に
向
け
て
適
切
な
手
引

き
を
作
成
す
る
べ
き
で
あ
る
。

行
動
計
画

12

第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ

ー
マ
「
水
と
文
化
」
の
結
果
を
公
表
し
、

教
育
機
関
に
広
く
周
知
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
。

13

水
と
文
化
（
文
化
多
様
性
と
遺
産

の
側
面
を
含
む
）
の
関
係
に
関
す
る
独

立
し
た
作
業
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
と

い
う
世
界
水
会
議
の
意
向
を
歓
迎
し
、

専
門
職
団
体
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
明

確
に
取
り
組
み
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス

に
先
住
民
の
参
加
を
得
る
こ
と
を
求
め

る
。

14

科
学
会
議
や
専
門
会
議
に
お
い
て
、

関
連
性
の
あ
る
在
来
あ
る
い
は
慣
習
的

な
知
識
や
実
践
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
設
け
る
。

15

上
記
の
行
動
や
取
り
組
み
の
実
施

を
促
進
す
る
た
め
に
、
倫
理
的
枠
組
み

と
と
も
に
、
立
法
・
制
度
政
策
の
策
定

を
推
進
す
る
。

「
世
界
子
ど
も
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

新
旭
町
で
の
異
文
化
体
験

滋
賀
県
新
旭
町
は
、
琵
琶
湖
の
北
西

岸
、
安
曇
川
の
下
流
に
位
置
す
る
人
口

お
お
よ
そ
１
万
１
千
人
の
小
さ
な
町
だ
。

こ
こ
に
３
月
17
日
（
月
）
〜
18
日
（
火
）、

ケ
ニ
ア
、
マ
ラ
ウ
イ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
タ

ジ
キ
ス
タ
ン
、
中
国
な
ど
海
外
12
カ
国

の
10
代
の
子
供
た
ち
と
町
内
の
児
童
、

約
50
名
が
集
ま
っ
た
。
彼
ら
は
世
界
子

ど
も
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
で
、
新

旭
町
の
正
伝
寺
に
泊
ま
り
、
湧
き
水
体

験
な
ど
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
試
み
は
、
新
旭
町
と
水
と
文
化

滋賀県新旭町環境課の
阿部能英さん
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い
ろ
と
話
を
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
呼
ん
で
子
供
に
魚
つ

か
み
さ
せ
る
つ
も
り
が
、
お
じ
い
ち
ゃ

ん
の
方
が
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

網
を
貸
し
て
く
れ
な
い
。
そ
う
し
た
ら

ナ
マ
ズ
が
捕
ま
っ
て
、
保
健
セ
ン
タ
ー

で
さ
ば
い
て
食
べ
た
ん
で
す
。「
か
わ

い
そ
う
」
っ
て
泣
い
て
い
る
子
ど
も
も

い
ま
し
た
け
ど
ね
。

そ
の
後
、
男
の
子
が
立
ち
小
便
を
し

て
た
ら
、
近
く
の
お
ば
さ
ん
を
連
れ
て

来
て
注
意
さ
せ
て
た
と
か
。
そ
う
い
う

子
が
出
て
き
ま
し
た
。

あ
と
集
落
の
中
で
湧
き
水
探
し
を
し

ま
し
た
か
ら
、
参
加
し
た
子
ど
も
の
頭

に
は
地
下
水
を
利
用
し
て
い
る
家
に
は

「
カ
バ
タ
」（
井
戸
水
を
水
路
を
つ
か
っ

て
溜
め
て
洗
い
物
な
ど
を
す
る
場
）
が

あ
っ
て
、
鯉
が
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

鯉
が
い
る
か
ら
、
こ
こ
は
地
下
水
だ
と

い
う
、
経
験
基
準
が
で
き
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
学
び
は
大
き
い
で
す
よ
ね
。

生
き
て
い
く
上
で
、
こ
の
町
で
生
活
し

て
い
く
上
で
。

針
江
に
住
む
方
々
も
だ
ん
だ
ん
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
、
お

じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
に
と
っ
て
も
、

過
去
の
経
験
を
生
か
す
い
い
チ
ャ
ン
ス

に
は
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
子
供
が
行

く
と
喜
ん
で
話
し
て
く
れ
ま
す
。
す
る

と
、
今
ま
で
以
上
に
元
気
に
な
る
。
こ

れ
も
大
き
な
効
果
で
す
ね
。

だ
」
と
、
改
め
て
知
り
、
逆
に
、
守
ろ

う
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
た
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
受
け
入
れ
側
は
当
た
り

前
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
す
が
、
川

の
文
化
は
大
切
な
財
産
と
い
う
思
い
を

新
た
に
し
ま
し
た
。

住
民
の
方
も
お
も
し
ろ
が
っ
て
く
れ

ま
し
た
ね
。
子
供
さ
ん
が
来
て
、
励
ま

さ
れ
た
。
川
掃
除
は
自
治
会
単
位
で
年

何
回
か
行
い
、
水
を
大
事
に
し
て
い
る

町
で
す
の
で
、
ほ
め
ら
れ
る
と
う
れ
し

い
で
す
ね
。

―
―
　
こ
れ
か
ら
は
、
海
外
交
流
も
都

道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
基
礎
自
治

体
レ
ベ
ル
で
活
発
に
な
っ
て
い
く
と
思

う
の
で
す
が
。

や
は
り
経
験
す
る
こ
と
が
大
事
で
す

ね
。
そ
し
て
単
独
で
は
で
き
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
今
回
も
、
水
と
文
化
研

究
会
の
よ
う
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
協
力
が
あ
っ

て
う
ま
く
い
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
が
大
事
で
す
ね
。

町
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
大
事
で
す
が
、

少
数
で
も
担
当
者
が
や
る
気
に
な
れ
ば

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
親
御
さ
ん
も
、

海
外
の
子
供
と
接
す
る
こ
と
を
喜
ん
で

く
れ
ま
し
た
。

実
は
去
年
か
ら
「
新
旭
　
世
代
を
つ

な
ぐ
水
の
学
校
」
と
い
う
水
の
環
境
学

習
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
普
段
か
ら
ナ

マ
ズ
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
と
か
、
魚
つ

か
み
を
し
た
と
か
、
子
供
が
家
で
い
ろ

―
―
　
海
外
の
こ
と
で
予
想
外
の
こ
と

は
あ
り
ま
し
た
か
。

「
誰
の
水
か
」
と
い
う
、
所
有
権
の

こ
と
を
気
に
し
て
い
る
子
が
多
か
っ
た

と
聞
き
ま
し
た
。
家
の
前
に
流
れ
て
い

る
川
を
見
て
そ
の
よ
う
に
尋
ね
た
と
い

う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
共
有
の
感

覚
が
違
う
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、

水
を
使
う
ル
ー
ル
が
決
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
驚
い
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ

て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
う
い
う
ル
ー
ル

と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
の
国
で
も
あ
る

も
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

う
で
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

ま
た
、
水
が
き
れ
い
な
こ
と
に
驚
い

て
い
た
よ
う
で
し
た
ね
。
そ
れ
と
、
糞

尿
を
畑
に
撒
い
て
い
る
家
が
わ
ず
か
に

残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
驚

い
て
い
ま
し
た
。
針
江
も
大
半
は
下
水

な
の
で
す
が
。
発
表
し
た
ケ
ニ
ア
の
子

が
、
母
国
で
は
、
糞
尿
を
肥
料
に
す
る

よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
言
っ
て

い
ま
し
た
ね
。
昔
は
水
を
使
う
日
本
の

よ
う
な
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
で
合
理
化
が

進
め
ら
れ
、
逆
に
水
が
汚
れ
て
き
た
と

い
う
話
を
聞
き
ま
し
て
、
そ
う
い
う
伝

統
自
体
が
守
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が

珍
し
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
宿
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
い

た
正
伝
寺
の
住
職
は
、「
水
を
守
る
ル

ー
ル
が
あ
る
の
が
正
し
い
こ
と
な
ん

染めの体験プログラムに参加した子供がつ
くったＴシャツ。当日はとても寒い日で、
水を使った作業で冷たくなった手をストー
ブで温めるうちに、かけ声とともに自然と
手拍子が始まった。さまざまな国の言語や
リズムがいつの間にか一つになり、Ｔシャ
ツ完成の祝いと慰労を歌い上げる。この交
わりのスタイル、祭りの原形ともいえるエ
ネルギーが、開催地に残していったものは
計り知れない。
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こころ言葉

８日間に渡り国内外２万名以上の参加者が意見を戦

わせた、第３回世界水フォーラム。その会場では、青

と白のジャンパーを着て首からプレスカードを下げた

子どもたちが取材に走っていました。彼らは「水っ子

新聞」の子供特派員。会期中に４回発行された、日英

２カ国語新聞の記者たちでした。

専門家と呼ばれる大人たちに物怖じもせずにコメン

トを取る姿。子供たちによる新聞づくりも、ちょっと

工夫すると、日頃意識しない社会の約束事を楽習する

格好のプログラムになるのかもしれません。

第七回 水の文化楽習 実践取材

第３回世界水フォーラムを取材する「水っ子新聞」

国
際
会
議
は
約
束
の
場

18
世
紀
に
生
き
た
イ
ギ
リ
ス
、
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
デ
ビ
ッ
ド
・
ヒ

ュ
ー
ム
は
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う

言
葉
に
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
た
。
大

ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
人
々
が
約
束
を
交

わ
す
の
に
前
提
と
し
て
い
る
、
社
会
で

周
知
さ
れ
た
共
通
の
問
題
関
心
や
考
え

方
、
と
い
う
意
味
を
特
に
強
調
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
一
見
古
め
か
し
い
哲
学

者
の
考
え
方
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
に
携
わ
る
人
々
の
間
で
、
現
在
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る
。

国
際
会
議
を
、
英
語
で
は
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
（convention

）
と
呼
ぶ
。
英

和
辞
典
を
見
る
と
、
１
代
表
者
大
会
・

そ
の
参
加
者
、
２
協
定
・
協
約
、
３
世

間
の
し
き
た
り
や
慣
習
、
と
い
う
お
お

よ
そ
３
つ
の
意
味
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

は
ず
だ
。
最
近
で
は
、
プ
ロ
野
球
の
ド

ラ
フ
ト
会
議
の
こ
と
を
「
プ
ロ
野
球
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
と
称
し
て
開
催
し
て

い
る
の
で
、
聞
き
覚
え
の
あ
る
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
は
「
共
同
体
の

意
見
を
出
し
合
い
、
も
の
ご
と
を
決
め

る
場
」
で
あ
り
、
人
々
と
の
約
束
で
あ

り
、
そ
れ
を
守
る
人
々
で
も
あ
る
。
こ

の
「
共
同
体
の
意
見
を
出
し
合
い
、
も

の
ご
と
を
決
め
る
場
」
が
な
い
と
、
み

ん
な
が
個
々
の
知
恵
や
歴
史
的
蓄
積
を

出
し
て
も
約
束
は
守
ら
れ
な
い
か
も
し

左から日本語版編集長を務めた葛西映吏子さん、世界子
ども水フォーラム副代表の塚本明正さん、同じく事務局
長の小丸和恵さん。このほかにも多くの協力者が「未来
の大人」たちのために集まった。

上：プログラムが終わると、目指した人のもとへまっしぐら。数人の子ども特派員と通訳
をしてくれるサポーターの迫力あるインタビュー風景に、大人の記者もつい輪に混じって
聞き耳を立ててしまう。アメリカの農夫のリアルな話から、子ども特派員は敏感にからだ
言葉を感じとっていく。
左：子ども特派員全員が、公式のプレスカードを着用しての取材となった。子ども特派員
が大人の記者と肩を並べて取材できるよう主催者側が配慮したのは、ほかに類を見ないの
ではないか。
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れ
な
い
し
、
社
会
に
認
知
さ
れ
て
い
か

な
い
。

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
よ
う
な
国
際

会
議
は
、
共
同
体
の
知
恵
や
歴
史
的
蓄

積
を
集
め
合
意
し
て
約
束
す
る
と
い
う

側
面
と
、
そ
れ
を
社
会
の
共
通
認
識
に

変
え
て
い
く
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持

つ
、
ま
さ
に
「
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
の

典
型
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
特
派
員
に
よ
る
国
際
会
議
の

取
材
〜
新
聞
発
行
は
、
共
同
体
の
知
恵

や
歴
史
的
蓄
積
が
、
広
く
一
般
に
認
知

さ
れ
る
た
め
の
橋
渡
し
を
実
現
し
た
例

と
し
て
取
り
上
げ
た
。

子
ど
も
で
は
な
い

子
ど
も
特
派
員

今
回
は
、
日
本
語
版
編
集
長
を
務
め

た
葛
西
映
吏
子
さ
ん
、
世
界
子
ど
も
水

フ
ォ
ー
ラ
ム
副
代
表
の
塚
本
明
正
さ
ん
、

世
界
子
ど
も
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
長
の

小
丸
和
恵
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

取
り
組
み
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、

水
フ
ォ
ー
ラ
ム
８
日
間
の
会
期
中
に
４

回
発
行
さ
れ
、
子
ど
も
特
派
員
に
よ
り

取
材
、
制
作
さ
れ
た
新
聞
が
「
水
っ
子

新
聞
」
で
あ
る
。
読
者
は
、
会
場
の
大

人
た
ち
。
日
本
で
は
年
間
数
千
件
の
レ

ベ
ル
で
国
際
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は

初
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
物
を
手
に
し
て
み
る
と
、
新
聞
は

Ａ
３
の
白
黒
印
刷
１
枚
。
こ
れ
な
ら
、

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
、

学
校
に
あ
る
よ
う
な
印
刷
機
で
も
作
れ

そ
う
だ
。
た
だ
し
、
国
際
会
議
参
加
者

に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
、
表
は
日
本
語
、

裏
は
英
語
と
な
っ
て
い
る
。
会
期
中
の

発
行
日
は
３
月
16
、
18
、
20
、
22
日
と

あ
る
。
つ
ま
り
、
取
材
、
原
稿
作
成
、

構
成
、
翻
訳
、
印
刷
の
作
業
を
ほ
ぼ
１

日
半
で
す
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

子
ど
も
特
派
員
は
総
勢
30
名
。
７
歳

か
ら
14
歳（
当
時
）の
男
女
小
中
学
生
だ
。

こ
の
試
み
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
の
は
世

界
子
ど
も
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
京
都
の
事
務

局
の
み
な
さ
ん
。
代
表
を
務
め
た
嘉
田

由
紀
子
さ
ん
は
、「
子
ど
も
は
必
ず
し

も
教
育
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
」
と
言

う
。
た
だ
、
こ
こ
で
急
い
で
付
け
加
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
「
子

ど
も
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
。
実
は
私

た
ち
が
普
通
に
使
っ
て
い
る
小
中
学
生

を
指
す
「
子
ど
も
」
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
サ
ポ
ー
タ
ー
の
大
人
た
ち
は
、

「
数
年
後
に
は
大
人
に
な
る
小
さ
い
大

人
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

「
川
と
ま
ち
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
京
都
」

世
話
人
代
表
も
務
め
る
塚
本
さ
ん
は
、

「
流
域
の
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
子
ど

も
た
ち
の
意
見
を
聞
か
な
く
て
は
始
ま

り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
の
意
見
は
10

年
後
の
大
人
の
意
見
で
す
か
ら
。
子
ど

も
と
大
人
の
相
互
作
用
が
大
事
な
ん
で

す
。
で
す
か
ら
、
環
境
教
育
と
い
う
言

葉
は
や
め
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

「水っ子新聞」第１号（Ａ４版
６ページ）（左）は2002年12月
に発行された。創刊準備号の
３冊は日本語のみだが、水フ
ォーラム開催中のものは、日
本語と英語が表裏に配置され
たＡ３版。（上）
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別
に
特
別
な
こ
と
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い

そ
う
は
言
っ
て
も
、
一
見
す
る
と
、

別
に
特
別
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
以
下
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
活
動
記
録
で
あ
る
。

２
０
０
２
年
11
月

▼
も
し
も
蛇
口
が
止
ま
っ
た
ら
？
　
南

西
部
ア
フ
リ
カ
の
マ
ラ
ウ
ィ
共
和
国
の

お
話
・
水
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う

▼
い
き
い
き
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

加
藤
登
紀
子
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
用
に

つ
く
っ
て
く
れ
た
水
と
生
き
物
の
う
た
、

「
生
き
て
い
る
琵
琶
湖
」
を
聞
き
な
が

ら
巨
大
ア
ー
ト
に
挑
戦

12
月

▼
ぴ
か
ぴ
か
ど
ろ
だ
ん
ご
作
り
と
土
と

水
の
お
話
　
ど
ろ
だ
ん
ご
を
作
っ
て
土

と
水
の
関
係
を
知
ろ
う
　
　

▼
新
聞
講
座
　
新
聞
記
者
さ
ん
か
ら
取

材
の
仕
方
を
伝
授
し
て
も
ら
お
う

２
０
０
３
年
１
月

▼
京
都
の
「
い
い
も
の
」
見
に
行
こ

う
！
　
京
都
の
老
舗
麩
屋
店
「
麩
嘉
」

に
取
材
　
　

▼
琵
琶
湖
博
物
館
へ
行
こ
う
　
自
分
な

り
の
テ
ー
マ
を
も
っ
て
博
物
館
を
取
材

２
月

▼
子
ど
も
新
聞
社
会
議

伝
わ
り
や
す
い
記
事
っ
て
ど
ん
な
だ
ろ

う
？
書
い
て
き
た
記
事
の
編
集
・
添
削

▼
本
能
寺
跡
地
古
井
戸
取
材
　
跡
地
を

見
学
し
て
昔
の
人
の
水
と
く
ら
し
を
知
る

▼
子
ど
も
新
聞
社
会
議
　
車
座
会
議
に

向
け
て
の
取
材
計
画
　

▼
水
を
学
ぼ
う
子
ど
も
車
座
会
議
　
参

加
団
体
の
人
た
ち
に
取
材

３
月

▼
子
ど
も
新
聞
社
会
議
　
水
フ
ォ
ー
ラ

ム
本
番
に
向
け
て
の
取
材
計
画
　
　

▼
本
番
の
取
材
　
　

▼
本
番
終
了
後
、
子
ど
も
特
派
員
同
士

で
、
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
う
座
談
会

６
月

▼
関
係
者
全
員
が
集
ま
り
、
子
ど
も
特

派
員
が
感
じ
た
こ
と
を
発
表
し
、
意
見

を
交
換
し
あ
う
報
告
会

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
単
な
る
「
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
記
者
体

験
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
む

し
ろ
、
記
者
体
験
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

水
に
つ
い
て
感
じ
た
り
、
水
を
め
ぐ
る

大
人
た
ち
の
知
恵
や
約
束
事
に
触
れ
る

場
を
つ
く
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
そ

し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
場
に
身
を

置
い
て
何
を
感
じ
た
か
、
こ
の
体
験
か

ら
何
を
受
け
取
り
何
を
捨
て
た
か
、
何

を
継
承
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
の
か
、

そ
こ
ま
で
の
過
程
が
丸
ご
と
体
験
で
き

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、

水
に
つ
い
て
の
知
恵
や
蓄
積
が
、
周
知

に
な
っ
て
い
く
過
程
の
ま
る
ご
と
体
験

で
あ
る
。

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま
ず
、
身
の
回

り
の
出
来
事
を
素
直
に
感
じ
取
る
た
め

に
、「
も
し
も
蛇
口
が
止
ま
っ
た
ら
ど

特派員の活動範囲はフォー
ラム会場だけではない。清
水寺などの屋外でも精力的
な取材が繰り広げられた。
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う
な
る
か
想
像
す
る
」
と
か
「
泥
団
子

を
作
っ
て
、
土
と
水
の
関
係
を
体
で
感

じ
て
み
る
」
と
い
っ
た
体
験
を
と
お
し

て
、
自
分
の
感
覚
を
磨
く
こ
と
か
ら
始

め
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

こ
の
後
、
実
際
に
新
聞
記
者
の
み
な

さ
ん
に
講
師
に
な
っ
て
も
ら
い
、
取
材

の
方
法
、
記
事
の
書
き
方
に
つ
い
て
教

え
て
も
ら
っ
た
そ
う
だ
。
講
師
と
な
っ

た
あ
る
記
者
は
「『
な
ん
で
？
』
を
探

し
て
、『
へ
ぇ
ー
』
が
多
け
れ
ば
、
そ

の
出
来
事
は
一
面
に
載
る
こ
と
が
多

い
」
と
体
験
談
を
話
し
た
そ
う
だ
。
サ

ポ
ー
タ
ー
の
方
々
は
い
ろ
い
ろ
な
ご
苦

労
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
身
の
回

り
の
取
材
か
ら
始
め
れ
ば
、
別
に
特
別

に
準
備
が
大
変
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
そ
う
だ
。

子
ど
も
た
ち
の
議
論

さ
て
、
い
よ
い
よ
本
番
。
取
材
す
る

の
は
、
こ
れ
ま
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
た

よ
う
な
遺
跡
や
博
物
館
の
よ
う
な
出
来

事
で
は
な
い
。
特
派
員
は
国
際
会
議
で

交
わ
さ
れ
た
大
人
た
ち
の
意
見
を
聞
き
、

こ
れ
は
と
思
っ
た
発
表
者
に
は
素
早
く

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
行
き
、
自
分
が
お
も

し
ろ
い
と
感
じ
た
こ
と
を
記
事
に
す
る
。

実
際
の
新
聞
記
事
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら

を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て

（h
ttp
:/
/
w
w
w
.k
o
d
o
m
o
-m
iz
u
-

m
achi.acrw

eb.com
/sinbun/sin01/

m
izu01.htm
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）、
こ
こ
で
は
会
期
終
了

後
の
３
月
23
日
に
行
わ
れ
た
特
派
員
座

談
会
の
中
で
、
特
派
員
と
葛
西
編
集
長
、

ス
タ
ッ
フ
の
山
下
さ
ん
と
の
間
で
交
わ

さ
れ
た
議
論
を
紹
介
す
る
。

松
尾
「
僕
は
子
ど
も
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

シ
ェ
ラ
・
レ
オ
ネ
の
発
表
を
聞
い
て
、

男
の
子
は
家
を
継
ぐ
か
ら
、
水
を
汲
み

に
行
か
せ
な
い
で
、
教
育
を
受
け
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
て
、
女
の

子
の
と
こ
ろ
は
、
ど
う
せ
嫁
に
行
く
か

ら
と
思
っ
て
、
何
時
間
も
か
か
る
水
汲

み
に
行
か
せ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と

聞
い
て
、
水
事
情
が
良
く
な
っ
た
ら
、
そ

の
家
ま
で
水
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、

水
汲
み
に
行
か
な
く
て
、
女
の
子
が
教

育
を
受
け
ら
れ
る
と
思
っ
た
。
水
と
教

育
の
関
係
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
。」

葛
西
「
で
も
さ
、
そ
の
前
に
、
も
っ
と

簡
単
に
女
の
子
の
労
働
を
な
く
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
え
へ
ん
？
」

松
尾
「
え
っ
？
」

葛
西
「
水
道
を
作
る
こ
と
よ
り
、
ま
ず

先
に
女
の
子
の
水
汲
み
の
労
働
を
楽
に

し
て
あ
げ
る
方
法
が
あ
る
と
思
わ
へ

ん
？
　
松
尾
君
な
ら
ど
う
す
る
？
」

松
尾
「
え
っ
？
　
水
汲
み
に
行
く
ま
で

の
道
を
切
り
開
い
て
い
く
」（
女
の
子
笑
）

葛
西
「
切
り
開
い
て
、
女
の
子
に
水
汲

み
に
行
っ
て
っ
て
言
う
？
」

松
尾
「
車
を
探
し
ま
す
」（
み
ん
な
笑
）

葛
西
「
清
水
君
は
ど
う
す
る
？
」

清
水
「
遠
く
で
は
な
く
、
近
く
に
水
が

汲
め
る
場
所
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
う
。

新聞発行から学ぶこころ言葉

世界子ども水フォーラムの清水寺会場のプログラムは、
「聞き水」で始まり、日本の子供たちによるレポート発表、
懇談ののち境内に飛び出した。特派員の積極性に加え、
通訳などサポーターの尽力に感動。英語やフランス語を
使っての会話なのだが、風土や言語の違いもさることな
がら、世代を越えてのコミュニケーションの仲介はさぞ
かし大変だっただろうと想像するが、サポーター自身が
楽しんでいる姿が美しかった。
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井
戸
を
掘
っ
た
り
と
か
す
る
と
思
う
」

葛
西
「
じ
ゃ
あ
、
あ
ゆ
ち
ゃ
ん
や
っ
た

ら
ど
う
思
う
？
　
自
分
が
水
汲
み
を
や

っ
て
い
て
、
例
え
ば
清
水
君
と
か
松
尾

君
と
か
、
山
田
君
と
か
が
学
校
に
行
っ

た
り
、
家
で
勉
強
し
て
い
た
り
し
た
ら

ど
う
思
う
？
」

北
川
「
手
伝
っ
て
よ
！
」

葛
西
「
て
、
思
う
よ
な
あ
。
ま
ず
そ
う

や
と
思
う
ね
ん
。
女
の
子
が
重
い
水
汲

み
に
行
っ
て
、
男
の
子
だ
け
が
教
育
を

受
け
て
い
る
、
交
代
し
た
ら
い
い
や
ん

っ
て
思
う
よ
な
あ
。
重
い
も
の
を
持
っ

て
い
る
ん
や
か
ら
手
伝
っ
て
よ
っ
て
思

う
よ
な
あ
」

田
中
「
加
藤
登
紀
子
さ
ん
が
言
っ
て
は

っ
た
け
ど
、
途
上
国
と
か
も
全
部
水
道

に
し
ち
ゃ
っ
た
ら
、
今
世
界
に
あ
る
水

が
す
ぐ
に
な
く
な
る
っ
て
言
っ
て
は
っ

て
ん
け
ど
、
そ
れ
が
今
言
っ
て
い
た
こ

と
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
思
う
」

山
下
「
そ
う
や
ね
、
水
が
全
部
水
道
で

出
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
な
く

な
っ
ち
ゃ
う
。
で
も
教
育
が
受
け
ら
れ

な
い
女
の
子
が
お
っ
て
、
教
育
が
受
け

て
い
る
男
の
子
が
お
っ
て
、
じ
ゃ
あ
ど

う
し
た
ら
い
い
ん
や
ろ
？
　
あ
ゆ
ち
ゃ

ん
や
っ
た
ら
『
手
伝
っ
て
よ
！
』
っ
て

言
っ
た
や
ん
」

山
崎
「
交
代
し
た
ら
い
い
や
ん
。
仕
事

と
勉
強
」

山
下
「
あ
ゆ
ち
ゃ
ん
や
っ
た
ら
、
ど
う

手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
？
」

北
川
「
水
汲
み
と
か
で
も
、
や
っ
ぱ
り

い
つ
も
４
時
間
と
か
12
時
間
と
か
か
け

て
行
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
男
の
人
と
か

も
、
今
回
は
女
の
人
が
や
っ
た
ん
や
か

ら
、
次
は
男
の
人
で
み
た
い
な
」

山
下
「
さ
っ
き
女
の
子
達
が
『
手
伝
っ

て
よ
！
』
と
か
理
紗
ち
ゃ
ん
と
か
は
交

代
に
し
た
ら
い
い
や
ん
っ
て
い
っ
て
い

た
け
ど
、
そ
れ
を
含
め
て
考
え
て
、
松

尾
君
や
っ
た
ら
水
と
教
育
の
こ
と
を
考

え
て
、
ど
う
解
決
す
る
？
」

松
尾
「
身
近
な
と
こ
ろ
で
水
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
、
井
戸
を
掘
る
技
術
と
か
そ

う
い
う
の
を
学
ん
で
、
行
う
」

こ
れ
が
子
ど
も
た
ち
と
呼
ば
れ
る
特

派
員
の
議
論
な
の
で
あ
る
。
水
汲
み
の

話
に
は
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
で
交

わ
さ
れ
た
水
を
前
に
し
た
格
差
の
問
題
、

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
方

法
の
微
妙
な
ず
れ
は
、
実
は
、
大
人
た

ち
の
会
議
で
も
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は

な
い
。
い
や
、
話
が
具
体
的
で
あ
る
分
、

特
派
員
の
議
論
の
ほ
う
が
明
晰
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
取
材
と
議
論
の
経
験
を
へ

て
、
特
派
員
の
間
で
問
題
意
識
は
共
有

で
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ

か
ら
一
人
一
人
が
考
え
た
り
話
し
合
っ

た
り
し
て
、
多
様
な
解
答
を
出
し
て
く

る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
や
り
と
り
を

見
る
と
、
共
通
の
議
論
の
土
俵
を
持
つ

こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
の

知
恵
や
蓄
積
が
こ
う
し
た
過
程
を
へ
て
、

周
知
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

上：新旭町で開催された地域ス
テイプログラム。木原茂喜特派
員（右）は取材活動だけではな
く、母校の水道システムを世界
の子どもたちに解説したり、ト
イレを案内したりした。

右：子ども特派員の「水汲み」
に関する発言は、あたま言葉
ではない。単なる取材に留ま
らず、世界子ども水フォーラ
ムに集まってきた人たちとの
交わりの中から自然に生まれ
た言葉のように聞こえた。

下：新旭町の針江地区には「カワド」が実際に使われている住宅
がまだ残っている。ここの「カワド」は流水の上に台所が張り出
すだけではなく、台所に湧水がある。郡上八幡の水舟（12号参照）
と同じく、円形の水舟の廻りには残飯を待つ魚が泳いでいる。フ
ォーラムに集まった世界の子どもだけではなく、日本の子どもも
特派員も、家主による「カワド」の説明に聞き入っていた。
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い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

あ
た
ま
言
葉
＋
か
ら
だ
言
葉

こ
の
新
聞
の
発
行
世
話
人
で
あ
る
嘉

田
由
紀
子
さ
ん
は
「
あ
た
ま
言
葉
、
か

ら
だ
言
葉
」
と
い
う
言
い
回
し
で
、
二

つ
の
異
な
る
知
識
の
あ
り
よ
う
を
表
現

す
る
。
あ
た
ま
言
葉
は
、
体
験
な
し
で

考
え
た
抽
象
的
な
難
し
い
言
葉
。
抽
象

的
だ
か
ら
ど
ん
な
場
合
で
も
わ
か
っ
た

気
に
な
る
。
逆
に
、
か
ら
だ
言
葉
は
体

験
に
根
ざ
し
た
身
近
な
瑞
々
し
い
言
葉
。

と
か
く
、
大
人
は
頭
で
っ
か
ち
で
、
あ

た
ま
言
葉
を
使
い
が
ち
で
あ
る
。

今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
新
聞
を

作
る
と
い
う
体
験
を
と
お
し
て
、
子
ど

も
た
ち
が
あ
た
ま
言
葉
に
か
ら
だ
言
葉

を
ぶ
つ
け
て
い
く
環
境
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
も
の
。

あ
た
ま
言
葉
、
か
ら
だ
言
葉
の
ど
ち

ら
が
大
事
か
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。

国
際
会
議
場
に
は
、
あ
た
ま
言
葉
が
飛

び
交
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
子
ど
も
特
派

員
は
、
あ
た
ま
言
葉
と
か
ら
だ
言
葉
の

両
方
を
使
っ
て
取
材
す
る
。
こ
の
経
験

は
、
自
分
た
ち
が
腹
の
底
か
ら
納
得
す

る
意
見
を
述
べ
る
た
め
の
「
こ
こ
ろ
言

葉
」
を
体
得
す
る
訓
練
の
場
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら

す
る
と
、
あ
た
ま
言
葉
も
か
ら
だ
言
葉

も
、
両
方
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
水
っ
子
新
聞
の
例
は
、
何
も

大
き
な
国
際
会
議
に
限
っ
た
話
で
は
な

い
。
現
在
、
日
本
中
の
地
域
の
河
川
、

地
下
水
、
雨
水
、
海
、
実
に
多
く
の
水

辺
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
活
動
を
行

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
の
中
で
、

共
同
体
の
知
恵
や
蓄
積
を
こ
こ
ろ
言
葉

に
直
し
て
、
広
く
一
般
社
会
の
周
知
に

翻
訳
し
て
い
く
働
き
は
、
子
ど
も
こ
そ

が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

今
回
活
躍
し
た
子
ど
も
特
派
員
は
、

今
後
、
ど
の
よ
う
に
水
に
関
心
を
向
け

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
６
月
１
日
の
報

告
会
で
発
言
し
た
特
派
員
、
徳
永
莉
紗

さ
ん
の
言
葉
を
紹
介
し
て
終
わ
り
た
い
。

「
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
全
体
を
と
お
し
て
、

水
が
豊
か
な
国
と
貧
し
い
国
で
論
点
が

分
か
れ
て
い
た
。

ア
フ
リ
カ
は
、
生
き
る
た
め
に
、
疾

病
に
か
か
ら
な
い
た
め
に
、
水
を
ど
う

使
う
か
。
水
が
豊
か
な
国
、
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
や
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
舟
を
使

う
こ
と
でC

o
2

が
ど
う
変
わ
る
か
と
か
、

洪
水
を
防
ぐ
と
か
、
よ
り
快
適
な
暮
ら

し
を
得
る
こ
と
が
論
点
だ
っ
た
。

こ
の
２
つ
が
交
わ
っ
て
、
水
の
乏
し

い
国
と
水
の
豊
か
な
国
の
間
で
や
り
と

り
が
あ
る
と
、
互
い
に
得
る
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
」

こ
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た

と
き
、
こ
こ
ろ
言
葉
で
語
っ
た
水
に
つ

い
て
の
問
題
意
識
、
感
想
は
、
社
会
の

周
知
の
考
え
方
に
な
っ
て
い
く
に
違
い

な
い
。

新聞発行から学ぶこころ言葉

世界子ども水フォーラムの共同宣言がまとまり、会場が盛り上がる。
参加者としての感動と、新聞特派員任務完了の安堵が入り交じった図。

フォーラム終了３カ月後の６月１日に開催された、子ども特派員報告
会には、特派員を送り出した学校の先生や、家族が集った。「参加し
てから、子供が家で水道水の使い方に敏感になった」などの意見が聞
かれ、ハレの舞台でつかんだ言葉が、新聞をつくるだけで終わらなか
ったことが証言された。家庭や学校での日常生活の中でこそ、「あた
ま言葉」が「からだ言葉」や「こころ言葉」に変化していくことが実
感させられる。家族や先生、友人との新しい関係のなかで、その言葉
がもまれ、行動を生みだしていくことは素晴らしい。



京
都
は
な
ぜ
１
２
０
０
年
も
続
い
て

き
た
の
か
。
こ
の
謎
が
今
回
の
出
発
点

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
大
き
な
問
い
に
、
答
え

が
出
せ
る
は
ず
も
な
い
の
だ
が
、
京
都

を
題
材
に
す
る
こ
と
で
、
水
の
文
化
と

都
市
の
関
係
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
う
淡
い
期
待
も
あ
る
。
そ

こ
で
、
今
回
は
、
肩
に
力
を
入
れ
ず
に

京
都
の
謎
で
遊
ん
で
み
た
い
。

京
都
の
地
下
に
は
巨
大
な
地
下
水
盆

が
あ
り
、
そ
の
水
量
は
琵
琶
湖
に
も
匹

敵
す
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
水
に
関

心
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ
と

し
た
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
よ
う
で
、
昨
年

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
紹
介
さ
れ
て
以
来
、

多
く
の
方
々
か
ら
話
の
枕
詞
と
し
て
聞

く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

確
か
に
、
豆
腐
、
湯
葉
、
西
陣
織
、

川
床
、
友
禅
染
め
、
貴
船
神
社
、
等

々
、
京
都
に
は
川
や
井
戸
水
と
上
手
に

つ
き
合
っ
て
き
た
た
め
に
生
ま
れ
た
事

物
が
数
多
い
。
市
中
に
井
戸
や
湧
水
も

多
く
、
水
が
得
や
す
い
土
地
柄
で
あ
る

こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

ホ
タ
ル
や
ト
ン
ボ
の
生
息
数
に
水
量

が
関
わ
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

都
市
が
人
口
を
養
う
力
（
人
口
支
持
力
）

を
水
の
量
が
決
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

京
都
が
持
続
さ
れ
て
き
た
大
き
な
要
因

と
し
て
豊
か
な
水
を
挙
げ
た
く
も
な
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
言

い
切
れ
る
か
。

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
第
１
に
、
天
水

に
依
存
し
て
い
る
高
地
や
、
乾
燥
地
帯

に
都
市
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

な
く
、
人
々
は
水
を
気
に
し
な
が
ら
も
、

少
な
い
な
ら
少
な
い
な
り
に
都
市
を
築

い
て
き
た
。

第
２
に
、
本
当
に
京
都
は
水
が
豊
か

な
土
地
だ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
「
琵
琶
湖
疏

水
」
建
設
当
時
の
逸
話
が
参
考
に
な
る
。

１
８
９
０
年
（
明
治
20
）
に
造
ら
れ
た

疏
水
は
、
産
業
遺
産
な
ど
で
は
な
く
、

現
在
も
京
都
市
民
の
重
要
な
社
会
基
盤

と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
る
が
、
建
設

の
目
的
は
第
一
に
琵
琶
湖
と
の
舟
運
路

の
確
保
、
そ
し
て
、
途
中
か
ら
は
水
力

発
電
が
大
き
な
目
的
と
な
っ
た
。
こ
の

疏
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
工
部
省
技
師
田

辺
朔
郎
の
奮
闘
を
描
い
た
の
が
、
田
村

喜
子
『
京
都
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
物
語
』

（
山
海
堂
、
２
０
０
２
年
、〈
新
版
〉）
だ
。

こ
の
中
に
、
著
者
は
当
時
の
京
都
府

知
事
北
村
国
道
と
農
商
務
省
の
南
一
郎

平
と
の
間
で
、
京
都
の
慢
性
的
な
水
不

足
を
憂
え
る
場
面
を
は
さ
ん
で
い
る
。

「
閣
下
が
琵
琶
湖
疏
水
実
現
に
熱
心
な

の
も
無
理
あ
り
ま
せ
ん
な
。
京
都
は
予

想
以
上
に
水
利
に
乏
し
い
町
で
す
ね
」

「
鴨
川
を
ご
ら
ん
に
な
り
ま
し
た
か
」

「
京
都
衰
退
の
原
因
は
遷
都
に
も
よ
る

で
し
ょ
う
が
、
水
不
足
が
遠
因
と
も
い

え
ま
す
ね
。
こ
の
現
状
で
は
産
業
を
興

す
ど
こ
ろ
か
、
飲
料
水
に
も
こ
と
欠
く

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

「
維
新
の
こ
ろ
、
地
方
か
ら
上
京
し
た

わ
れ
わ
れ
も
、
飲
み
水
不
足
に
は
困
り

ま
し
た
よ
」

「
そ
の
点
、
太
閤
秀
吉
は
先
見
の
明
が

あ
り
ま
し
た
な
。
太
閤
さ
ん
は
伏
見
に

城
を
築
い
た
。
伏
見
な
ら
た
っ
ぷ
り
し

た
宇
治
川
か
ら
の
水
利
が
考
え
ら
れ
ま

す
か
ら
。
も
し
鴨
川
に
潤
沢
な
水
が
あ

れ
ば
、
こ
の
風
光
明
媚
の
地
に
構
え
た

は
ず
で
す
。
鴨
川
は
水
源
か
ら
し
て
水

涸
れ
で
し
た
」

ど
う
も
明
治
初
期
の
京
都
は
、
水
を

利
用
す
る
庶
民
の
間
で
は
「
水
不
足
の

土
地
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
し
か
も
、
表
流
水
だ
け
で
は
な
く
、

井
戸
水
さ
え
も
涸
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

と
い
う
。

現
在
の
京
都
は
疏
水
の
お
か
げ
で
渇

水
の
心
配
は
な
い
。
ま
た
、
菓
子
、
豆

腐
や
友
禅
染
め
な
ど
、
井
戸
を
深
く
掘

り
地
下
水
を
使
い
続
け
て
何
百
年
も
の

生
業
を
続
け
て
き
た
所
は
多
い
。
し
か

し
、
一
方
で
、
利
用
で
き
る
水
が
多
い

と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
地
下
水
量
の
豊
か
さ
」
＝
「
暮
ら

し
の
場
面
で
使
え
る
水
の
豊
か
さ
」
と

は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
言
い
き
れ
そ
う
に

な
い
。
む
し
ろ
、
都
市
に
住
む
人
々
の

求
め
に
応
じ
て
、
水
が
豊
富
な
ら
豊
富

な
り
に
、
少
な
い
な
ら
少
な
い
な
り
に
、

技
術
と
文
化
で
水
を
引
き
、
そ
れ
を
管

理
す
る
社
会
の
仕
組
み
を
つ
く
る
。
琵

琶
湖
疏
水
は
そ
の
よ
う
な
都
市
に
暮
ら

す
人
々
の
勢
い
と
水
と
の
関
係
の
象
徴

に
も
見
え
る
。

同
じ
こ
と
は
、
自
動
車
交
通
が
欠
か
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せ
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
の
都
市
で
も

言
え
る
。
人
口
が
増
え
、
都
市
が
巨
大

化
す
れ
ば
、
大
量
の
水
を
遠
方
か
ら
取

水
し
、
大
量
消
費
し
て
排
水
す
る
と
い

う
シ
ス
テ
ム
が
で
き
上
が
る
。

居
住
者
の
求
め
が
、
水
を
調
達
す
る

力
を
生
み
、
そ
の
結
果
大
量
の
水
が
集

ま
る
仕
組
み
が
で
き
あ
が
っ
た
場
所
、

そ
れ
が
都
市
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
大

都
市
は
、
い
つ
か
は
壊
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
不
安
も
あ

り
、
持
続
可
能
な
都
市
、
つ
ま
り
無
理

せ
ず
続
く
都
市
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
が
、
今
手
探
り
で
考
え
ら
れ
て

い
る
。

拡
大
し
て
続
く
か

無
理
せ
ず
続
く
か

そ
れ
で
は
都
市
が
持
続
す
る
、
つ
ま

り
人
口
が
変
動
を
し
な
が
ら
も
持
続
し

て
い
く
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
、
な
ぜ
人
は
都
市
に
集
ま
っ
て
住

む
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
は
行
政
の

中
心
地
や
市
と
し
て
都
市
が
生
ま
れ
、

多
く
の
人
が
集
ま
る
。
多
数
の
人
が
集

ま
れ
ば
、
多
様
な
人
が
集
ま
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ス
も
生
ま
れ
る
。
職
に

も
食
に
も
困
ら
な
い
し
、
仕
事
を
す
る

に
も
住
む
に
も
便
利
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
便
利
さ
が
よ
り
多
く
の
人
を
呼
ぶ
。

こ
の
循
環
は
、
人
が
集
ま
れ
ば
集
ま

る
ほ
ど
拍
車
が
か
か
る
わ
け
で
、「
も
う

住
め
な
い
」
と
い
う
く
ら
い
ま
で
混
雑

し
て
不
便
さ
が
増
さ
な
い
限
り
、
都
市

に
人
は
集
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
人
が
集
ま
る
こ
と
で
生
ま
れ

る
現
象
を
、
都
市
の
集
積
効
果
と
い
う

が
、
一
言
で
言
え
ば
、
人
が
集
ま
る
か

ら
集
ま
る
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
そ
の

反
対
に
、
都
市
か
ら
遠
い
場
所
で
は
、
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人
が
ど
ん
ど
ん
都
市
に
向
け
て
流
出
し
、

過
疎
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
集
積
と

過
疎
は
コ
イ
ン
の
裏
表
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
東
京
で
あ
る
江
戸
は
、
そ
の

良
い
例
だ
。
江
戸
の
町
は
、
当
時
は
東

京
湾
に
注
い
で
い
た
利
根
川
の
低
湿
地

に
造
成
さ
れ
た
。
水
道
が
造
ら
れ
、
参

勤
交
代
の
効
果
も
あ
っ
て
人
が
集
ま
り

だ
し
、
後
背
地
で
は
食
糧
増
産
の
た
め

の
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
さ

ら
に
人
口
が
増
え
て
い
っ
た
。
当
時
は
、

人
口
が
増
え
れ
ば
環
境
も
不
衛
生
に
な

り
や
す
く
、
病
気
が
流
行
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
地
方
か
ら
都
市
に
人
が
吸
い

寄
せ
ら
れ
そ
こ
で
亡
く
な
っ
て
い
く
現

象
を
、「
都
市
蟻
地
獄
説
」
と
呼
ぶ
人

も
い
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
近
代
水
道

も
引
か
れ
、
江
戸
は
ど
ん
ど
ん
肥
大
し

た
。
そ
れ
は
高
度
成
長
期
も
同
様
で
、

郊
外
に
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
が
立
地
し
、
そ

こ
で
生
活
す
る
人
々
の
求
め
が
勢
い
と

な
っ
て
、
都
市
化
が
加
速
さ
れ
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
一
方
で
地
方
の
過
疎
化

も
進
ん
だ
。

つ
い
最
近
ま
で
、
都
市
は
拡
大
す
る

人
口
を
収
容
し
、
そ
れ
ら
の
住
民
に
活

躍
の
場
を
与
え
る
た
め
に
一
層
拡
大
す

る
、
と
い
う
循
環
が
続
い
て
き
た
の
で

あ
る
。

で
は
、
拡
大
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

無
理
せ
ず
続
く
都
市
と
は
ど
の
よ
う
な

都
市
な
の
か
。
こ
れ
が
、
実
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。

集
積
と
過
疎
の
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
歴
史
に
学
ぶ

の
が
一
つ
の
賢
明
な
方
法
だ
。
そ
こ
で

目
に
つ
く
の
が
京
都
で
あ
る
。

京
都
は
１
２
０
０
年
も
続
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
平
安
時
代
末
期
や
応
仁
の

盆地都市を想像する

乱
な
ど
衰
え
を
見
せ
た
時
期
も
あ
っ
た

が
、
現
在
も
持
続
し
、
近
世
以
降
は
山

紫
水
明
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
快
適
な
居

住
環
境
を
提
供
し
続
け
て
き
て
い
る
。

人
口
も
江
戸
時
代
は
お
お
よ
そ
30
万
人

程
度
。
現
在
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
た

り
、
南
方
に
都
市
化
が
進
み
京
都
市
人

口
は
お
お
よ
そ
１
３
０
万
人
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
だ
け
の
都
市
で
あ
り
な
が

ら
、
職
住
近
接
で
遠
距
離
通
勤
も
多
く

は
な
さ
そ
う
だ
し
、
小
路
に
入
れ
ば
道

幅
と
建
物
の
比
率
も
快
適
だ
。
適
度
な

都
市
の
集
積
が
あ
り
な
が
ら
、
居
住
す

る
に
は
心
地
よ
い
。
集
積
と
過
疎
の
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
た
都
市
。
そ
れ
が
京
都

で
あ
る
。

こ
の
「
程
の
良
さ
」
が
ど
こ
か
ら
来

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
、

「
盆
地
だ
か
ら
」
と
い
う
の
は
大
胆
す

ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
東
京
の
よ
う
に
都
市

が
横
に
広
が
ろ
う
に
も
、
京
都
の
よ
う

な
盆
地
で
は
広
が
り
よ
う
も
な
く
、
南

方
に
向
か
っ
て
し
か
拡
大
で
き
な
か
っ

た
。都

で
あ
っ
た
た
め
に
適
度
な
集
積
が

あ
り
、
都
市
が
持
続
し
て
い
く
程
度
の

人
を
惹
き
つ
け
る
機
会
が
あ
り
、
な
お

か
つ
盆
地
で
あ
る
が
た
め
に
人
口
が
そ

れ
ほ
ど
拡
大
し
て
こ
な
か
っ
た
都
市
。

こ
れ
は
無
理
せ
ず
続
い
て
き
た
都
市
の

一
つ
の
型
と
見
て
も
い
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
に
都
市
機
能

が
適
度
な
地
域
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
都

今も残るインクラインの線路
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形
成
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
山
辺
で
は

水
が
得
や
す
い
し
、
適
度
な
勾
配
が
あ

る
た
め
用
水
も
流
し
や
す
い
。
ま
た
常

に
山
が
見
え
、
空
間
的
な
安
心
感
も
得

ら
れ
る
。
一
方
、
盆
地
の
底
は
湿
地
で

あ
る
場
合
も
多
く
、
川
が
氾
濫
し
や
す

い
リ
ス
ク
も
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

郊
外
に
都
市
化
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う

な
後
背
地
を
持
た
な
い
た
め
、
お
の
ず

と
コ
ン
パ
ク
ト
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
都

市
、
そ
れ
が
盆
地
都
市
だ
。

か
つ
て
司
馬
遼
太
郎
が
『
こ
の
国
の

か
た
ち
』
の
中
で
、「
谷
こ
そ
古
日
本

人
に
と
っ
て
め
で
た
き
土
地
だ
っ
た
。

（
中
略
）
村
落
も
谷
に
で
き
た
。
近
世

の
城
下
町
も
、
谷
か
、
河
口
の
低
湿
地

に
で
き
た
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ

う
し
た
盆
地
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
も

思
え
る
。

こ
の
盆
地
と
い
う
地
勢
が
影
響
を
及

ぼ
す
文
化
の
ま
と
ま
り
を
「
小
盆
地
宇

宙
」
と
捉
え
、
多
数
の
小
盆
地
宇
宙
に

よ
る
日
本
文
化
の
地
域
多
様
性
と
い
う

ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
た
の
が
、
米
山
俊

直
『
小
盆
地
宇
宙
と
日
本
文
化
』（
岩

波
書
店
、
１
９
８
９
年
）
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市
を
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
呼
ぶ
。
コ

ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
は
、
集
積
で
得
ら
れ

る
効
果
と
過
疎
が
招
く
影
響
の
バ
ラ
ン

ス
を
、
土
地
に
応
じ
て
適
応
さ
せ
た
都

市
と
も
呼
べ
そ
う
で
、
盆
地
都
市
で
あ

る
京
都
も
そ
の
一
つ
に
入
れ
た
い
気
が

す
る
。

抽
象
的
な
知
識
と

地
域
固
有
の
知
識

都
市
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
集
ま

る
が
故
に
、
最
新
で
多
様
な
意
見
や
考

え
方
が
集
ま
る
場
所
で
も
あ
る
。
若
者

が
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
な
り
た
け
れ
ば
、

東
京
や
世
界
の
大
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
目
指
す
の
も
道
理
で
あ
る
。
都
市
に

行
け
ば
、
先
端
的
で
あ
る
と
同
時
に
抽

象
的
な
理
屈
、
つ
ま
り
一
見
、
ど
こ
に

で
も
通
用
す
る
か
と
思
え
る
よ
う
な
知

識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
過
疎
地
で
は
こ
の
よ
う
な
機

会
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

地
域
固
有
の
知
恵
と
い
う
も
の
が
ふ
ん

だ
ん
に
残
っ
て
い
る
。
都
市
の
集
積
と

過
疎
と
い
う
対
比
は
、
都
市
で
得
る
こ

と
が
で
き
る
知
識
の
性
質
、
抽
象
的
知

識
と
地
域
固
有
の
知
識
の
対
比
と
も
重

な
る
の
で
あ
る
。

水
の
利
用
や
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ

の
地
域
固
有
の
知
恵
が
欠
か
せ
な
い
。

第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も

in
d
ig
en
ou
s
k
n
ow
led
g
e

（
土
着
の

知
恵
）
と
い
う
言
葉
が
話
題
に
な
っ
た

の
よ
う
に
見
立
て
、
猟
師
は
山
を
そ
の

よ
う
に
見
る
。
こ
の
な
わ
ば
り
と
い
う

言
葉
か
ら
、
共
有
資
源
（
コ
モ
ン
ズ
）

の
管
理
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い

る
の
が
、
秋
道
智
彌
『
な
わ
ば
り
の
文

化
史
』（
小
学
館
、
１
９
９
５
年
）
で

あ
る
。

な
わ
ば
り
感
覚
を
持
つ
の
は
、
何
も

漁
師
や
猟
師
だ
け
で
は
な
い
。
都
市
で

居
住
し
、
都
市
だ
か
ら
こ
そ
暮
ら
し
て

い
る
人
に
と
っ
て
、
都
市
は
ま
さ
に
共

有
資
源
で
あ
り
、
守
る
べ
き
な
わ
ば
り

で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
都
市

が
巨
大
化
し
す
ぎ
る
と
、
自
分
の
な
わ

ば
り
感
の
ス
ケ
ー
ル
に
容
易
に
は
収
ま

ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
目
に
見
え
る
範

囲
で
都
市
が
ま
と
ま
っ
て
感
じ
ら
れ
る

規
模
の
空
間
と
い
う
の
は
、
都
市
を
守

っ
て
い
く
上
で
も
意
味
の
あ
る
も
の
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
都
の
小
宇
宙

そ
れ
で
は
、
盆
地
都
市
に
住
む
人
々

の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
京
都
人
に
つ
い

が
、
こ
の
種
の
知
識
の
重
要
性
を
か
ね

て
か
ら
指
摘
し
て
い
た
の
が
ク
リ
フ
ォ

ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
『
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ

ッ
ジ
』（
岩
波
書
店
、
１
９
９
９
年
）

で
あ
る
。

集
積
と
過
疎
が
適
度
な
バ
ラ
ン
ス
を

持
っ
た
都
市
は
、
抽
象
的
な
知
識
と
地

域
固
有
の
知
識
の
両
方
が
尊
重
さ
れ
る

都
市
で
も
あ
る
。
京
都
も
か
つ
て
は
日

本
の
中
心
地
と
し
て
抽
象
的
な
知
識
の

集
積
地
で
も
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
京

都
固
有
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
伝
統
へ
の

こ
だ
わ
り
を
維
持
し
て
い
る
古
都
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

盆
地
都
市
を
守
る
た
め
の

ス
ケ
ー
ル

こ
の
よ
う
な
目
で
、
改
め
て
日
本
全

国
の
盆
地
を
眺
め
る
と
興
味
深
い
こ
と

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
盆
地
の
底

に
は
都
市
が
あ
り
、
大
体
は
そ
の
中
心

部
を
河
川
が
貫
通
し
て
い
る
。
盆
地
と

一
口
に
言
っ
て
も
、
川
沿
い
に
細
長
く

広
が
る
北
上
盆
地
の
よ
う
な
場
所
も
あ

れ
ば
、
京
都
や
甲
府
の
よ
う
に
い
く
つ

も
の
川
筋
が
集
ま
り
、
豊
か
な
大
地
を

だ
。
こ
の
中
で
米
山
は
、
文
化
統
合
に

は
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
と
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
よ
り
上
で
国
家
よ
り
は
下
の
レ

ベ
ル
を
、
盆
地
宇
宙
と
い
う
言
葉
で
一

つ
の
意
味
あ
る
地
域
単
位
と
し
て
位
置

づ
け
た
。

盆
地
と
い
う
の
は
、
人
間
の
生
息
感

覚
を
生
か
し
、
都
市
の
持
続
を
考
え
る

上
で
の
地
域
単
位
と
し
て
は
、
な
か
な

か
良
い
単
位
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
盆

地
の
持
つ
空
間
や
文
化
の
ま
と
ま
り
感

は
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
な
わ
ば
り
感
覚

を
生
む
苗
床
に
も
な
り
そ
う
だ
。

「
こ
こ
は
自
分
が
暮
ら
し
、
稼
ぐ
た

め
の
住
処
で
あ
る
」
と
思
う
と
、
人
に

は
「
自
分
た
ち
の
共
同
の
資
源
が
あ
る

場
所
」
と
い
う
意
味
で
「
な
わ
ば
り
感

覚
」
が
芽
生
え
る
。
漁
師
は
漁
場
を
そ用水をつくり直したときに出土したお地蔵さんが、位置を変えずに奉られている。



て
書
か
れ
た
書
物
は
数
多
い
が
、
人
同

士
の
つ
き
合
い
方
と
い
う
文
化
の
根
幹

を
な
す
事
柄
を
大
変
率
直
に
語
っ
て
く

れ
て
い
る
も
の
に
、
村
田
吉
弘
『
京
都

人
は
変
わ
ら
な
い
』（
光
文
社
、
２
０

０
２
年
）
が
あ
る
。

著
者
は
京
料
理
店
の
主
人
。
こ
れ
は
京

都
人
に
つ
い
て
の
箴
言

し
ん
げ
ん

集
と
も
い
う
べ

き
も
の
な
の
だ
が
、
面
白
い
部
分
を
抜

き
出
し
て
み
る
と

「（
同
業
者
は
）
商
売
敵
と
い
う
よ

り
も
、
み
ん
な
で
京
料
理
を
守
り
立
て

て
、
良
う
な
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え

方
で
す
。
ど
っ
ち
み
ち
一
代
で
は
大
し

た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
今
後
、

代
を
重
ね
て
い
く
な
か
で
も
、
い
い
関

係
を
続
け
て
い
き
た
い
。
い
ず
れ
自
分

の
孫
が
世
話
に
な
る
や
ろ
と
い
う
気
持

ち
が
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
の
世
話
を
進

ん
で
で
き
る
。
商
売
に
は
、
長
い
年
月

の
あ
い
だ
に
は
ど
う
し
て
も
浮
き
沈
み

が
あ
り
ま
す
。
誰
か
の
と
こ
ろ
が
し
ん

ど
い
と
な
れ
ば
、
世
話
を
し
て
あ
げ
る
。

い
つ
か
自
分
の
所
も
そ
う
な
っ
た
ら
助

け
て
も
ら
わ
ん
と
な
ら
ん
か
ら
ね
」

こ
こ
に
は
、
料
亭
家
業
を
背
負
っ
て

い
る
主
人
の
見
て
い
る
目
線
の
広
さ
、

時
間
感
覚
、
家
業
を
続
け
る
と
い
う
こ

と
を
目
的
に
し
た
合
理
的
な
協
力
関
係

が
透
け
て
見
え
る
。

「
京
都
人
、
と
く
に
僕
ら
の
よ
う
に
商

売
を
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
何
よ

り
も
優
先
す
る
価
値
観
は
『
存
続
す
る

こ
と
』
で
す
。
百
年
後
も
存
続
し
て
い

る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
こ
の
考
え

方
が
す
べ
て
の
根
底
に
あ
り
、
判
断
基

準
と
な
り
ま
す
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
僕
は
自
分
の
商
売
を
企
業

や
と
思
う
て
ま
せ
ん
。
家
業
や
と
思
う

て
る
。（
中
略
）
企
業
は
利
益
追
求
が

目
的
で
す
が
、
僕
ら
は
目
の
前
の
利
益

よ
り
も
、
存
続
の
道
を
選
び
ま
す
」
と

い
う
。

京
都
の
人
が
皆
こ
の
よ
う
に
思
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
著
者

の
言
葉
か
ら
は
京
都
の
文
化
が
個
人
の

レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
か
が
よ
く
わ
か
る
。
か
つ
て
京
都
は
、

天
皇
や
公
家
に
最
高
の
料
理
を
提
供
す

る
た
め
の
先
端
の
知
恵
が
集
ま
る
場
所

で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
京
都

固
有
の
心
持
ち
と
い
う
も
の
も
存
在
し

た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
バ
ラ
ン

ス
の
妙
に
、
読
み
手
は
大
い
に
納
得
さ

せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

文
化
と
い
う
面
で
都
市
を
持
続
さ
せ

る
も
の
は
、
文
化
の
多
様
性
を
産
み
続

け
て
い
く
伝
統
的
な
気
骨
、
そ
れ
を
合

理
的
と
感
じ
さ
せ
る
社
会
の
暗
黙
の
了

解
の
よ
う
な
仕
組
み
が
背
景
に
あ
る
の
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だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
現
在
に
も
生
き
て

い
る
町
衆
の
伝
統
と
、
京
都
を
自
分
た

ち
の
住
処
と
見
る
盆
地
の
空
間
感
覚
が
、

大
い
に
影
響
を
与
え
て
き
た
と
見
る
が

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

無
理
せ
ず
続
く
都
市
と
は
、
多
様
な

知
恵
と
土
地
の
伝
統
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ

て
継
続
さ
せ
ら
れ
る
都
市
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

盆
地
都
市
対
平
野
大
都
市

さ
て
、
盆
地
と
流
域
は
英
語
で
言
う

と
同
じ
単
語
のb

asin

。
流
域
は
、
分

水
界
で
囲
ま
れ
た
範
囲
（
集
水
域
）
で
、

降
雨
を
集
め
る
河
川
の
範
囲
に
相
当
す

る
こ
と
か
ら
、
英
語
で
は
盆
地
と
同
じ

用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

盆
地
と
流
域
と
い
う
言
葉
の
持
つ
共

通
の
意
味
は
、
河
川
の
上
流
〜
下
流
域

を
一
つ
の
循
環
単
位
と
し
て
見
る
こ
と

で
あ
る
。
第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
は
流
域
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
何
度

も
用
い
ら
れ
た
。
水
を
流
域
単
位
の
循

環
で
捉
え
な
く
て
は
実
効
的
な
政
策
を

考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の

よ
う
に
、
都
市
の
水
循
環
を
「
集
水
域
」

か
ら
見
る
眼
差
し
を
「
盆
地
都
市
」
の

視
点
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
対
極
に
あ
る
の

が
「
平
野
大
都
市
」
の
視
点
で
あ
る
。

平
野
大
都
市
は
、
河
口
部
、
港
湾
に

適
し
た
海
辺
な
ど
を
中
心
に
後
背
地
の

平
野
に
向
け
て
拡
大
し
、
結
果
と
し
て

大
都
市
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
都
市

の
集
積
効
果
が
ど
ん
ど
ん
進
み
、
必
要

な
水
は
ど
ん
ど
ん
増
え
る
た
め
に
、
取

盆地都市を想像する

水
源
が
ど
ん
ど
ん
遠
方
に
広
が
っ
て
し

ま
い
、
水
の
循
環
範
囲
か
ら
は
み
出
し

て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
水
を
消
費
す
る

側
か
ら
見
た
都
市
像
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
比
は
、
な
か
な
か
お

も
し
ろ
い
想
像
で
は
な
い
か
。
や
は
り
、

こ
れ
か
ら
の
持
続
す
る
都
市
を
考
え
る

と
き
に
は
、
流
域
と
い
う
地
勢
の
単
位

は
無
視
す
べ
き
で
な
い
と
思
う
の
で
あ

る
。
京
都
が
、
都
市
形
成
の
上
で
地
の

利
と
な
っ
た
盆
地
を
生
か
し
た
よ
う
に
、

水
の
循
環
範
囲
を
無
視
す
る
こ
と
な
く

平
野
を
も
流
域
の
意
識
で
捉
え
れ
ば
、

新
し
い
都
市
づ
く
り
の
在
り
方
が
見
え

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

も
し
時
間
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た

や
仲
間
の
住
む
土
地
や
水
の
歴
史
を
調

べ
て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
物
語
が
発
見
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
「
守
る
」
と

い
う
な
わ
ば
り
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
。

昔
の
水
は
な
ぜ
そ
の
場
所
を
流
れ
、
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
。
人
づ

き
合
い
に
は
ど
の
よ
う
な
心
遣
い
を
し

て
い
る
の
か
。
自
分
に
と
っ
て
暮
ら
し

や
す
い
都
市
と
は
、
ど
の
よ
う
な
都
市

な
の
か
。

歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
心
の
住

処
の
盆
地
都
市
を
想
像
し
て
み
た
い
。

そ
こ
か
ら
、
そ
の
土
地
に
応
じ
た
、
身

の
丈
に
合
っ
た
「
無
理
せ
ず
続
く
都
市
」

像
、
第
二
の
京
都
が
生
ま
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

京都　錦市場
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祇
園
祭
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

６
月
の
終
わ
り
か
ら
７
月
始
め
、
京
の
町
家
で
は
ふ
す
ま

を
夏
の
簾
戸
に
替
え
畳
の
上
に
は
籐
の
敷
物
を
敷
く
。
軒
先

に
は
簾
を
か
け
陽
が
差
し
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
。
表
の
格

子
戸
か
ら
奥
の
庭
に
至
る
ま
で
風
が
吹
き
抜
け
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
梅
雨
も
開
け
き
ら
な
い
７
月
の
10
日
過
ぎ
、

京
都
の
あ
ち
こ
ち
で
祇
園
祭
の
お
囃
子
の
音
が
鳴
り
始
め
る
。

数
多
く
の
鉾
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
お
囃
子
の
音
が
違
う
の
だ

が
子
供
た
ち
は
皆「
コ
ン
コ
ン
チ
キ
チ
ン
　
コ
ン
チ
キ
チ
ン
」

な
の
で
あ
る
。

京
都
に
は
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
の
祭
り
が
あ
る
が
、
一

大
イ
ベ
ン
ト
は
や
は
り
祇
園
祭
り
で
あ
る
。
街
中
が
祭
り
一

色
に
変
わ
り
、
い
つ
も
と
は
違
う
特
別
な
時
を
迎
え
る
。

常
、
平
生
は
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る
街
衆
も
こ
の
と
き
ば
か

り
は
年
に
一
度
の
晴
れ
の
日
々
な
の
で
あ
る
。
７
月
17
日
は

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
山
鉾
巡
行
で
、
鉾
が
街
中
の
大
通
り
を
回

り
、
角
を
曲
が
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
番
お
も
し
ろ
い
。

割
っ
た
青
竹
を
大
き
な
車
輪
の
前
に
並
べ
、
何
度
も
水
を
ザ

ア
ッ
と
か
け
る
。
車
輪
が
、
水
に
濡
れ
た
真
っ
青
な
竹
に
乗

り
か
か
る
と
、
一
斉
に
鉾
を
斜
め
に
引
っ
張
る
の
で
あ
る
。

鉾
先
に
音
頭
と
り
の
２
人
の
男
性
が
扇
を
広
げ
「
ヨ
ー
イ
ヤ

サ
ー
」
と
掛
け
声
を
か
け
る
。
何
度
か
引
っ
張
っ
て
青
竹
の

上
を
90
度
滑
ら
し
次
に
進
む
の
で
あ
る
。
う
ま
い
辻
回
し
は

２
〜
３
回
で
回
り
大
喝
采
を
浴
び
る
の
だ
が
、
下
手
な
鉾
は

５
〜
６
回
も
や
り
直
す
。

都
が
京
都
に
移
っ
た
後
、
疫
病
が
た
び
た
び
流
行
し
、
そ

れ
を
封
じ
る
た
め
８
６
３
年(

平
安
時
代)

、
神
泉
苑
で
行
わ

れ
た
御
霊
会

ご
り
ょ
う
え

が
祇
園
祭
の
起
源
と
云
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
疫

病
が
多
く
発
生
し
た
の
か
、
一
般
的
に
は
都
に
多
く
の
人
口

が
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゴ
ミ
や
排
泄
物
で
水
が
汚
染
さ

れ
疫
病
が
蔓
延
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
遺
跡
調
査
で
、

井
戸
跡
と
雪
隠
（
ト
イ
レ
）
が
並
ん
で
発
見
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
も
想
像
が
つ
く
。
か
つ
て
２
〜
３

ｍ
掘
る
と
水
が
湧
い
て
く
る
ほ
ど
、
京
都
は
地
下
水
の
豊
富

な
所
で
あ
っ
た
。

京
都
の
夏

７
月
も
終
わ
り
ご
ろ
に
な
る
と
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
い
日

中
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
蝉
の
音
、
京
都
の
夏
は
特
に
暑
苦

し
い
。
盆
地
特
有
の
く
そ
暑
さ
（
何
と
言
わ
れ
て
も
こ
の
言

い
方
が
ピ
ッ
タ
リ
と
く
る
）
に
ピ
タ
ッ
と
止
ま
っ
た
風
。
本

当
に
風
が
な
い
の
で
あ
る
。
何
で
こ
ん
な
京
都
に
生
れ
た
の

か
と
思
う
こ
と
が
何
度
あ
っ
た
こ
と
か
・
・
・
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
夏
は
大
嫌
い
で
あ
っ
た
。
母
に
額
や

首
す
じ
に
天
花
粉
（
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
）
を
つ
け
て
貰
い
、

ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
転
が
り
な
が
ら
座
敷
か
ら
庭
の
緑
を
眺
め
て
い

た
。陽

が
少
し
傾
い
た
こ
ろ
、
父
の
「
表
に
水
撒
い
て
こ
い
！
」

と
い
う
店
先
か
ら
の
指
令
が
、
突
如
飛
ん
で
く
る
。
私
は
跳

ね
起
き
、
飛
ん
で
バ
ケ
ツ
に
水
を
汲
み
、
杓
で
玄
関
先
の
通

夏
の
京
都
水
風
景
　
　
松
井
恵

くらしの まなざし

松井 惠
まつい めぐみ

京都環境アクションネットワーク代表
1950年京都市生まれ。ＮＨＫ金沢支局ニュ－
スレポ－タ－、石川の水を守る会、京都水環
境研究会､を経てエコライフ京都副代表、現
職。第３回世界水フォ－ラムでは「京都の地
下水と文化」シンポジウムを開催し、「聞き
水」を2,000人に体験していただいた。

『京雀』の中の
錦市場
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り
に
水
を
撒
く
。
何
度
も
水
汲
み
場
と
表
を
往
復
し
、
撒
き

終
わ
っ
て
通
路
に
立
つ
と
家
の
奥
か
ら
ス
ー
ッ
と
冷
や
や
か

な
風
が
吹
き
始
め
た
。

私
の
家
は
千
本
通
り
の
材
木
屋
で
あ
っ
た
が
、
京
都
の
街

の
商
売
屋
は
ど
こ
で
も
奥
行
き
が
深
く
、
50
〜
１
０
０
ｍ
も

あ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
通
路
が
真
直
ぐ
に

奥
へ
と
続
い
て
い
る
せ
い
か
、
風
が
よ
く
通
り
、
打
ち
水
は

本
当
に
魔
法
の
水
で
あ
っ
た
。

特
に
暑
い
夕
べ
、
父
は
早
々
と
店
を
終
っ
て
子
供
た
ち
を

急
い
で
風
呂
に
入
れ
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し
た
服
装
を
さ
せ
、

呼
ん
だ
タ
ク
シ
ー
で
家
族
そ
ろ
っ
て
出
か
け
る
こ
と
が
あ
っ

た
。嵐

山
か
ら
10
分
ほ
ど
北
の
清
滝
ま
で
行
き
、
川
床
で
夕
食

を
食
べ
る
の
で
あ
る
。
支
度
が
で
き
る
ま
で
子
供
達
は
川
に

足
を
つ
け
て
待
つ
。
用
意
が
で
き
る
こ
ろ
に
は
あ
た
り
が
暗

く
な
っ
て
い
た
。
京
都
の
街
中
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い

く
ら
い
涼
し
く
な
っ
て
、
子
供
心
に
別
天
地
だ
と
思
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
寒
く
な
り
鼻
水
を
た
ら
す
羽
目
に
陥

る
の
だ
が
・
・
・
。

と
き
に
は
貴
船
、
嵐
山
の
鵜
飼
と
夜
の
川
は
と
く
に
涼
し

く
、
多
く
の
人
が
涼
を
楽
し
み
に
出
か
け
た
。
鴨
川
は
あ
ま

り
子
連
れ
で
行
く
所
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

京
都
の
夏
を
過
す
に
は
い
ろ
ん
な
知
恵
が
あ
り
、
私
の
子

供
の
こ
ろ
は
現
代
よ
り
粋
で
贅
沢
な
過
し
方
を
し
て
い
た
し
、

自
然
と
の
過
し
方
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
実
感
し
て
い
る
。

自
然
の
冷
蔵
庫

京
都
の
台
所
と
い
わ
れ
る
錦
市
場
の
起
源
は
、
都
が
京
都

に
移
っ
た
こ
ろ
に
起
こ
り
、
天
喜
２
年
（
１
０
５
４
）
錦
小

路
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
、
大
変
歴
史
の
古
い
市
場
で
あ
る
。

安
土
桃
山
時
代
、
豊
臣
秀
吉
天
下
統
一
後
、
街
の
中
心
部
に

あ
た
る
こ
の
場
所
に
清
冷
な
地
下
水
が
湧
き
出
る
の
で
貯
蔵

庫
と
し
て
魚
鳥
の
市
場
が
で
き
た
と
あ
る
。
本
格
的
な
魚
市

場
と
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
元
和
年
間
（
１
６
１
５
〜
１
６

２
３
）
で
、
今
な
お
ず
っ
と
同
じ
地
域
で
市
場
が
あ
り
続
け

て
い
る
。

京
都
盆
地
の
気
候
か
ら
見
て
も
魚
、
肉
が
保
存
で
き
る
訳

が
な
く
、
ひ
と
え
に
地
下
水
の
お
か
げ
で
あ
る
と
考
え
る
。

江
戸
時
代
に
京
都
の
職
人
を
綴
っ
た
『
京
雀
』
と
い
う
書
物

の
中
に
錦
市
場
の
描
写
が
あ
り
、
な
ん
と
大
変
痛
み
や
す
い

ホ
タ
テ
貝
や
サ
ザ
エ
、
鯛
、
タ
コ
、
海
鼠
な
ま
こ

、
干
イ
カ
、
鮎
、

鰻
あ
る
い
は
ハ
モ
、
そ
の
ほ
か
に
雉き
じ

、
生
け
簀
に
鯉
、
と
沢

山
の
魚
、
鳥
が
店
頭
に
並
び
、
販
売
し
て
い
る
様
子
が
絵
に

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
大
変
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

今
で
も
保
存
に
使
っ
て
い
た
冷
蔵
庫
代
わ
り
の
井
戸
が
１

つ
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
早
速
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
現

在
は
伊
豫
又

い

よ

ま

た

と
い
う
お
鮨
屋
さ
ん
で
元
は
魚
屋
だ
っ
た
と
聞

い
て
い
る
。
井
戸
は
、
階
段
で
降
り
て
い
け
る
降
り
井
戸
で
、

中
は
普
通
の
井
戸
よ
り
少
し
広
く
地
下
冷
蔵
室
と
い
っ
た
感

じ
。
確
か
に
冷
っ
と
し
て
い
た
。
地
下
水
の
上
に
箱
に
入
れ

た
魚
を
浮
か
せ
た
り
、
吊
っ
て
お
く
こ
と
で
保
存
が
で
き
、

こ
の
井
戸
を
考
え
た
昔
の
人
の
知
恵
と
発
想
に
大
変
な
驚
き

を
感
じ
た
。

京
都
の
風
土
、
気
候
等
考
え
る
に
、
決
し
て
住
み
や
す
い

土
地
で
は
な
い
。
し
か
し
恵
ま
れ
た
地
下
水
を
し
っ
か
り
利

用
し
て
産
業
、
文
化
、
生
活
と
発
展
さ
せ
て
き
た
。
悪
条
件

を
克
服
す
る
知
恵
を
持
ち
、
自
然
を
よ
く
知
っ
て
う
ま
く
利

用
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
１
２
０
０
年
も
の
間
こ
の
町
が
続

い
て
い
る
と
実
感
し
た
。
ま
す
ま
す
京
都
が
好
き
に
な
っ
て

き
た
か
な
・
・
・
。

ESSAY  夏の京都水風景

貴船川の川床
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澤
澹
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水の文化書誌 《京都の水》5
「
や
が
て
山
紫
水
明
と
い
う
言
葉
が
感
覚
的
に
ぴ
っ
た
り
す

る
よ
う
に
な
る
頃
に
平
安
京
と
い
う
都
が
こ
の
盆
地
に
出

現
し
た
。
今
か
ら
千
二
百
年
ほ
ど
の
前
の
こ
と
で
あ
る
。

建
設
の
指
令
者
で
あ
る
桓
武
天
皇
は
自
分
の
理
想
と
す
る

土
地
を
発
見
し
て
さ
ぞ
満
足
を
お
ぼ
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

山
容
の
美
は
さ
り
な
が
ら
大
勢
の
人
間
を
養
う
だ
け
の
水

が
豊
富
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
、
田
中
阿
里
子
は
浅

野
喜
市
写
真
集
『
四
季
京
の
川
』（
京
都
書
院
、
１
９
８

７
年
）
に
書
き
と
め
て
い
る
。

京
都
は
北
東
に
鴨
川
、
東
に
白
川
、
西
に
桂
川
が
流
れ
、

や
が
て
淀
川
に
合
流
す
る
。
中
央
部
に
は
無
尽
蔵
と
も
い

わ
れ
る
地
下
水
が
存
し
、
至
る
所
で
名
水
が
湧
き
出
す
。

さ
ら
に
は
明
治
23
年
、
第
一
次
琵
琶
湖
疏
水
、
明
治
45
年
、

第
二
次
琵
琶
湖
疏
水
の
通
水
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
水

が
京
都
の
人
々
と
文
化
と
生
活
を
支
え
て
き
て
い
る
。

２
０
０
３
年
３
月
20
日
、
第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

京
都
国
際
会
館
の
会
場
で
、
私
は
ケ
ニ
ア
の
人
か
ら
「
ジ

ャ
パ
ン
・
グ
レ
イ
ト
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ

ル
・
キ
ョ
ウ
ト
」
と
話
し
か
け
ら
れ
た
。
春
の
陽
ざ
し
を

受
け
て
京
都
は
瑞
々
し
く
輝
い
て
い
た
。
ケ
ニ
ア
の
人
を

魅
了
す
る
京
都
の
水
景
美
に
つ
い
て
、
橋
本
健
次
・
写
真
、

川
端
洋
之
・
文
『
京
都
水
景
色
』、
水
野
克
比
古
・
写
真

『
京
都
雨
景
』、
横
山
健
蔵
・
写
真
『
京
都
鴨
川
』
の
写
真

集
が
１
９
９
７
年
に
光
村
推
古
書
院
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

る
。名

水
に
つ
い
て
は
、
京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
編
・
発

行
『
名
水
を
訪
ね
て
京
都
・
滋
賀
・
健
康
ウ
ォ
ー
ク
』

（
２
０
０
１
年
）
が
わ
か
り
や
す
い
。
染
井
（
梨
木
神
社
）、

桐
原
水
（
宇
治
上
神
社
）
等
の
名
水
を
散
策
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

駒
敏
郎
著
『
京
洛
名
水
め
ぐ
り
』（
本
阿
弥
書
店
、
１

９
９
３
年
）
で
は
、
北
野
天
満
宮
の
太
閤
井
戸
、
御
神
用

水
、
三
斎
井
戸
を
は
じ
め
江
戸
時
代
の
文
献
が
丹
念
に
考

証
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
に
は
江
戸
時
代
の
名
水
一
覧
も
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。

京
都
に
多
く
の
名
水
が
湧
き
出
る
所
以
は
、
豊
富
な
地

下
水
盆
地
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
水
盆
を
科
学

的
に
検
証
し
た
の
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ア
ジ
ア
古
都
物
語
」
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
京
都
千
年
の
水
脈
』（
日
本
放
送
出
版

協
会
、
２
０
０
２
年
）
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
関
西
大
学

工
学
部
楠
見
晴
重
教
授
は
「
京
都
盆
地
の
地
下
の
砂
礫
層

に
存
在
す
る
地
下
水
の
量
を
２
１
１
億
ト
ン
、
琵
琶
湖
の

貯
水
量
で
あ
る
約
２
７
５
億
ト
ン
に
匹
敵
す
る
数
値
で
あ

る
」
と
解
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
驚
く
。

京
都
の
地
下
水
は
「
金
気
」
が
少
な
い
た
め
、
こ
の
豊

富
な
水
が
多
種
多
様
な
水
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
京
都

新
聞
社
編
・
発
行
『
京
都
い
の
ち
の
水
』（
１
９
８
３
年
）、

平
野
圭
祐
著
『
京
都
水
も
の
が
た
り
』（
淡
交
社
、
２
０

０
３
年
）、
鈴
木
康
久
・
大
滝
裕
一
・
平
野
圭
祐
編
著
『
も
っ

と
知
り
た
い
！
水
の
都
京
都
』（
人
文
書
院
、
２
０
０
３

年
）
に
は
、
納
涼
床
、
友
禅
染
、
生
麩
、
湯
葉
、
豆
腐
、

京
野
菜
、
茶
の
湯
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
水
の
神

を
祀
る
貴
船
神
社
、
空
海
に
ま
つ
わ
る
雨
乞
い
伝
承
、
そ

し
て
京
の
街
づ
く
り
に
今
出
川
や
堀
川
の
人
工
河
川
が
果

た
し
て
き
た
役
割
の
変
遷
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
川
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て

い
の
ち
で
あ
る
。
運
命
で
あ
る
。
文
化
で
あ
る
」
と
書
き

始
め
る
岡
部
伊
都
子
・
文
、
木
村
恵
一
・
写
真
『
京
の
川
』

（
講
談
社
、
１
９
７
６
年
）
は
鴨
川
、
高
野
川
、
大
堰
川
、

清
滝
川
、
山
科
川
等
を
秘
や
か
に
訪
ね
歩
い
た
名
随
筆
で

あ
る
。

森
谷
尅
久
、
山
田
光
二
著
『
京
の
川
』
（
角
川
書
店
、

１
９
８
０
年
）
は
、
京
文
化
の
源
で
あ
る
鴨
川
、
王
朝
詩

文
の
舞
台
桂
川
、
桜
の
仁
和
寺
、
芸
能
の
里
御
室
川

お
む
ろ
が
わ

、
高

僧
た
ち
の
精
神
を
伝
え
る
清
滝
川
、
京
都
復
興
の
礎
で
あ

る
疏
水
を
歴
史
的
に
捉
え
て
い
る
。

吉
井
勇
は
「
か
に
か
く
に
祇
園
は
恋
し
寝ぬ

る
と
き
も
枕

の
下
を
水
な
が
る
る
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、
河
野
仁
昭
著

『
京
の
川
』（
白
川
書
院
、
２
０
０
０
年
）
で
は
、
水
上
勉

『
京
都
暮
色
』（
桂
川
）、
川
端
康
成
『
古
都
』（
清
滝
川
）、

夏
目
漱
石
『
虞
美
人
草
』（
高
野
川
）
等
の
小
説
を
引
用
し

な
が
ら
、
京
の
川
は
文
学
を
生
み
出
す
と
評
し
て
い
る
。

琵
琶
湖
疏
水
を
建
設
し
た
土
木
工
学
者
・
田
辺
朔
郎
の
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水・河川・湖沼関係文献研究会 こが くにお　古賀邦雄　
1967（昭和42）年西南学院大学卒業、水資源開発公団に入社。勤務のか
たわら30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。
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い
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え

灑
灣

活
躍
を
文
学
的
に
描
い
た
も
の
に
、
山
田
正
三
著
『
い
の

ち
の
川
』（
白
川
書
院
、
１
９
７
４
年
）、
田
村
喜
子
著

『
京
都
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
物
語
』（
新
潮
社
、
１
９
８
２
年
）、

村
瀬
仁
市
編
著
『
京
の
水
』（
人
と
文
化
社
、
１
９
８
７

年
）、
織
田
直
文
著
『
琵
琶
湖
疏
水
』（
か
も
が
わ
出
版
、

１
９
９
５
年
）
が
あ
る
。

小
谷
正
治
著
『
保
津
川
下
り
船
頭
夜
話
』
（
文
理
閣
、

１
９
８
４
年
）
は
、
筏
師
か
ら
船
頭
に
変
わ
っ
た
人
た
ち

の
川
根
性
を
聞
き
出
し
て
お
り
、
面
白
い
。

毎
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
鴨
川
』（
１
９
５
９
年
）
で

は
、
鴨
川
を
洪
水
の
川
、
合
戦
の
川
、
芸
能
の
川
、
演
劇

の
川
、
文
学
の
川
、
祭
礼
の
川
、
売
春
の
川
、
産
業
の
川

で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。「
鴨
川
ほ
ど
歴
史
の
生
身
で

あ
る
血
と
情
と
人
の
世
の
悲
し
み
、
よ
ろ
こ
び
を
吸
っ
た

川
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。
鴨
川
の
つ
け
か
え

説
に
つ
い
て
は
、
横
山
卓
雄
著
『
平
安
遷
都
と
鴨
川
つ
け

か
え
』（
法
政
出
版
、
１
９
８
８
年
）、
荒
川
ま
さ
お
著

『
鴨
川
の
謎
を
追
っ
て
』（
文
芸
社
、
２
０
０
１
年
）
の
書

が
あ
る
。

１
９
８
８
年
、
京
都
府
は
鴨
川
源
流
部
雲
ヶ
畑
地
区
に

治
水
ダ
ム
最
大
貯
水
量
１
５
０
０
万
ト
ン
の
鴨
川
ダ
ム
の

建
設
計
画
を
発
表
し
た
。
田
中
真
澄
著
『
ダ
ム
と
和
尚
』

（
北
斗
出
版
、
１
９
９
２
年
）
は
、
こ
の
ダ
ム
計
画
を
鴨
川

の
清
流
と
水
質
を
守
る
た
め
に
撤
回
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
。

ま
た
、
１
９
９
５
年
、
京
都
市
は
シ
ラ
ク
・
フ
ラ
ン
ス
大

統
領
の
申
し
出
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
様
式
の
ポ
ン
・

デ
・
ザ
ー
ル
橋
を
鴨
川
に
架
け
る
計
画
を
提
案
し
た
。
木

村
万
平
著
『
鴨
川
の
景
観
は
守
ら
れ
た
』（
か
も
が
わ
出

版
、
１
９
９
９
年
）
は
、
京
都
の
伝
統
に
こ
の
橋
は
似
合

わ
な
い
と
、
撤
回
さ
せ
た
市
民
運
動
の
記
録
で
あ
る
。

ポ
ン
・
デ
・
ザ
ー
ル
架
橋
問
題
を
契
機
と
し
て
、
鴨
川

の
橋
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
門
脇
禎
二
、
朝
尾
直
弘

編
著
『
京
の
鴨
川
と
橋
』（
思
文
閣
、
２
０
０
１
年
）
が

出
版
さ
れ
、
そ
の
あ
と
が
き
に
「
古
代
の
鴨
川
に
橋
は
架

か
っ
て
お
ら
ず
、
中
世
に
は
四
条
橋
と
五
条
橋
が
架
け
ら

れ
、
こ
れ
は
此
岸
か
ら
、
彼
岸
で
あ
る
祇
園
社
、
清
水
寺

に
渡
る
橋
と
し
て
の
宗
教
的
意
味
あ
い
が
強
く
、
近
代
に

な
る
と
橋
は
公
儀
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
が
、
一
方
で
は

町
衆
が
管
理
す
る
橋
も
あ
っ
た
」
と
、
橋
の
変
遷
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。

京
都
の
風
景
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
橋
に
つ
い
て
、

松
村
博
著
『
京
の
橋
物
語
』（
松
籟
社
、
１
９
９
４
年
）、

京
都
新
聞
社
編
・
発
行
『
京
の
大
橋
こ
ば
し
』（
１
９
８

２
年
）、
読
売
新
聞
京
都
支
局
編
『
京
を
渡
る
名
橋
１
０

０
選
』（
淡
交
社
、
１
９
９
３
年
）
が
あ
る
。

ま
た
、
京
を
語
る
会
か
ら
田
中
緑
紅
著
『
京
の
三
名
橋

（
上
）
三
条
大
橋
』（
１
９
６
４
年
）、『
京
の
三
名
橋
（
中
）

四
条
大
橋
』（
１
９
６
９
年
）、『
京
の
三
名
橋
（
下
）
五

条
大
橋
』
（
１
９
７
０
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い

る
。水

は
人
々
に
恩
恵
の
み
を
与
え
る
も
の
で
な
く
、
時
に

は
害
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
。
昭
和
に
お
け
る
水
害
に
つ

い
て
は
、
京
都
府
編
・
発
行
『
甲
戌

こ
う
じ
ゅ
つ

暴
風
水
害
誌
』（
１

９
３
５
年
）、
京
都
市
役
所
編
・
発
行
『
京
都
市
水
害
誌
』

（
１
９
３
６
年
）、
京
都
市
編
・
発
行
『
ジ
ェ
ー
ン
台
風
災

害
誌
』（
１
９
５
１
年
）、
京
都
市
編
・
発
行
『
京
都
七
月

風
水
害
記
』（
１
９
５
１
年
）
の
書
が
あ
る
。

最
後
に
、
都
市
の
発
展
、
人
口
の
増
加
と
と
も
に
、
京

都
の
名
水
は
な
ぜ
失
わ
れ
た
か
を
論
じ
た
小
野
芳
朗
著

『
水
の
環
境
史
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
２
０
０
１
年
）、
27
年

間
に
わ
た
る
京
都
家
政
学
園
の
女
子
高
生
に
よ
る
京
の
川

の
水
質
汚
染
調
査
を
記
録
し
た
美
籏
照
子
著
『
悠
久
の
京

の
川
』（
合
同
出
版
、
１
９
９
５
年
）
を
掲
げ
る
。

江
戸
末
期
の
儒
者
で
あ
る
頼
山
陽
は
、
鴨
川
の
ほ
と
り

に
住
居
を
か
ま
え
た
。
書
斎
を
「
山
紫
水
明
処
」
と
名
付

け
、
こ
こ
で
『
日
本
外
史
』
を
書
き
上
げ
た
。
鴨
川
に
面

し
、
比
叡
の
霊
峰
や
東
山
が
一
望
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
風

光
明
媚
な
景
色
を
山
紫
水
明
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

作
家
大
佛
次
郎
は
「
京
都
の
風
景
を
山
紫
水
明
と
形
容
し

た
の
は
確
か
に
正
し
い
。
山
と
水
と
二
つ
の
自
然
を
損
な

わ
ぬ
か
ぎ
り
、
こ
の
都
は
い
つ
ま
で
も
美
し
く
恵
ま
れ
て

い
よ
う
」（「
京
都
の
誘
惑
」）
と
述
べ
て
い
る
。
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ミツカン水の文化交流フォーラム2003 開催のお知らせ

なぜ いま 里川なのか
コンパクトシティを考える

日時：10月20日（月）13時～18時　18時より交流会を開催

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー26階　スカイホール
東京都千代田区富士見２－17－１　JR市ヶ谷駅・飯田橋駅より徒歩約10分

身近な自然を表す言葉に「里山」という言葉があ
ります。「暮らしの中で使いながら大事に守られた
共有の山」というのが「里山」に込められた意味と
いってよいでしょう。
では、山を川に置き換えて「里川」と言ったらど
うでしょうか？農地、郊外地、都市、それぞれの場
所で、みんなで守る共有の「里川」があってもよい
のではないでしょうか？
里川を考えてみること。それは、都市や地域の水

と居住者がどのようにつきあうかを考えることであ
り、コンパクトシティと呼ばれる次世代の都市像に
「水の循環」という視点を付け加えることにつなが
るのではないでしょうか？
当センターではこのような考え方のもと、本年度
のフォーラムを開催いたします。水に関わる研究者
や政策関係者、環境や文化を通じた地域づくり等に
関わる方など、幅広い方々におこしいただきたく、
是非ともご参加を御願い申し上げます。

詳しいお問い合わせは当センター事務局まで御願い申し上げます。

特別講演
「水に対する感性の歴史」

アラン・コルバン ソルボンヌ＜パリ第１＞大学　※同時通訳がつきます。

コメンテーター　高橋裕 国際連合大学上席学術顧問・東京大学名誉教授

テーマセッション

「なぜ里川とコンパクトシティか？」
陣内秀信 法政大学教授　

「セーヌ川も里川だった」
嘉田由紀子 京都精華大学教授 琵琶湖博物館研究顧問 水と文化研究会世話役

「バーチャルウォーターが結ぶ里川と世界の水問題」
沖大幹 東京大学助教授

「都市の水辺遊びからつくる里川」
鳥越皓之 筑波大学教授

パネルディスカッション
「里川の文化モデルとコンパクト社会」

セッション発表者によるディスカション　／　参加者との質疑応答

プログラム（予定）

交流会 参加者・発表者との情報交換
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発行日 2003年（平成15年）8月

企画協力 嘉田由紀子 京都精華大学教授 琵琶湖博物館研究顧問 水と文化研究会世話役

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会

陣内秀信 法政大学教授
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Tel. 03（5762）0244 Fax. 03（5762）0246

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第14号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

■水の文化15号予告

特集「里川の構想」（仮）

「里」は人が住んでいる自然の多い土地の意味。

人里、里山、里居、浦里、里犬・・・

里に住む人が多くなれば

里人と川とのつきあいかたも変わりそうです。

里川はわたしたちが抱く居住や都市のイメージに

何を与えてくれるのでしょうか。

「第９回水にかかわる生活意識調査」発表
1995年より毎年実施している「水にかかわる生活意識調

査」も今年で９回目となります。東京、名古屋、大阪の

600名を対象に行っているアンケート調査の2003年度最新版

を、当センターホームページにアップロードいたしました。

社会の水意識を読む基本データとしてご活用ください。

『水の文化』に関する情報をお寄せ下さい
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/

編
集
後
記

◆
こ
の
５
月
よ
り
「
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
の
担
当

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
初
っ
端
が
、
こ
の
「
14
号
」

の
取
材
。「
京
都
の
謎
」「
京
都
の
水
」
に
迫
る
今
回

の
企
画
は
、
日
本
史
の
原
点
を
探
求
す
る
テ
ー
マ
で

も
あ
り
大
変
興
味
深
く
取
材
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
わ
り
合
う
人
た
ち
が
、
と
て

も
活
き
活
き
と
し
て
い
て
パ
ワ
フ
ル
。
こ
れ
は
、
研

究
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
家
な
ど
主
体
的
に
取
組
ん
で
い

る
姿
勢
が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

私
も
、
せ
め
て
意
識
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
も
同
等
に
向

き
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
吉
）

◆
１
２
０
０
年
と
い
う
京
都
の
歴
史
は
魅
力
的
だ
が
、

一
見
平
凡
そ
う
な
京
の
暮
ら
し
を
垣
間
見
る
と
、
普

段
の
生
活
を
大
事
に
し
て
い
る
人
の
気
持
ち
が
心
に

響
き
、
も
っ
と
知
り
た
い
、
ま
た
来
て
み
た
い
と
感

じ
て
し
ま
う
。
京
都
の
魅
力
は
生
活
文
化
に
あ
り
、

と
い
う
こ
と
か
。（
日
）

◆
最
近
「
京
都
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
ム
ッ
ク
や
、
雑

誌
の
特
集
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
が
目
に
つ
き

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
色
々
な
角
度
か
ら
京
都
を
斬
っ

て
い
ま
す
。
さ
て
、
今
回
の
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の

京
都
特
集
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
ご
意
見

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。（
ゆ
）

◆
蒟
蒻
問
答
と
い
う
落
語
が
あ
る
。
旅
僧
が
し
か
け

た
禅
問
答
を
、
住
職
に
化
け
た
蒟
蒻
屋
主
人
が
受
け

答
え
、
双
方
勝
手
に
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
内

に
、
旅
僧
が
「
あ
な
た
の
よ
う
な
高
僧
に
は
か
な
い

ま
せ
ん
。
参
り
ま
し
た
」
と
勝
手
に
し
ゃ
っ
ぽ
を
脱

ぐ
話
。
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
異
な
る
文
化
を
背

負
う
人
同
士
が
「
わ
か
る
」
こ
と
の
意
味
を
考
え
さ

せ
て
く
れ
た
。（
中
）



表紙上：京都清水寺の手水所。写真にはないが、鉢の下にはフクロウが彫り込まれている。
表紙下：清水寺の音羽の滝の水にはどんな力があるのだろうか。いつも口にしている水と何が違うのだろうか。
裏表紙上：多目的用水として建設された琵琶湖疏水を象徴する、小型舟を運ぶインクライン。

その役目は1928年をピークに陸上交通の発達に取って替わられるが、1948年（昭和23）まで続いた。
裏表紙下：京都駅の空中遊歩道から北を臨む。

地上では意識されずに目の端に入る町家に挟まれた山緑ではあるが、高所に登るとこの地が盆地であることを再認識させられる。
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