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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
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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
。


