
す
る
説
が
あ
り
、
現
存
し
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
正
確
な
位
置
は
確
定
で
き
ま

せ
ん
。

〈
禹
廟
〉
を
つ
く
っ
た
の
は
、
平
安
時

代
初
期
に
設
置
さ
れ
た
令
外
官

り
ょ
う
げ
の
か
ん

で
、
鴨

川
の
堤
防
修
築
を
司
っ
た
防
鴨
河
使

ぼ
う
か
し

と

い
う
役
職
の
中
原
朝
臣
為
兼
（
任
地
か
ら

勢
多
判
官
為
兼
〈
せ
た
の
は
ん
が
ん
た
め
か
ね
〉

と
も
い
わ
れ
る
）
で
す
。

仲
源
寺
縁
起
に
は
、
１
２
２
８
年

（
安
貞
２
）
の
鴨
川
の
氾
濫
時
に
、
為
兼

は
、
後
堀
河
天
皇
の
命
に
よ
り
鴨
川
の

視
察
を
行
な
い
、
川
に
流
さ
れ
た
人
が

地
蔵
堂
に
取
り
つ
い
て
助
か
っ
た
場
面

に
出
く
わ
し
て
地
蔵
尊
座
像
を
安
置
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。

為
兼
は
鎌
倉
時
代
の
人
で
、
武
人
で

は
な
く
博
士
、
学
者
の
系
列
。
御
所
に

仕
え
る
学
者
の
系
譜
で
、
儒
学
系
の
明

み
ょ
う

経
道

ぎ
ょ
う
ど
う博

士
と
い
う
称
号
を
持
っ
て
い
て
、

儒
学
の
中
身
に
精
通
し
て
い
る
人
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
禹
が
彼
の
頭
の

中
に
あ
っ
て
、
自
然
に
治
水
と
結
び
つ

い
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
　
　

南
の
〈
禹
廟
〉
だ
け
で
な
く
、
北
の

ほ
う
に
弁
財
天
を
セ
ッ
ト
で
祀
っ
て
い

ま
す
。
私
は
専
門
外
な
の
で
す
が
、
こ

れ
も
中
国
の
儒
教
と
関
係
す
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
鴨
川
の
禹
廟
に
つ

い
て
い
え
ば
、
中
原
為
兼
が
儒
学
に
精

通
し
文
献
か
ら
知
識
を
得
て
治
水
神
と

し
て
禹
廟
を
祀
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
い
う
可
能
性
が
高
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

古
代
・
中
世
の
災
害
意
識

京
の
都
で
は
、
桓
武
天
皇
が
７
９
４

年
（
延
暦
13
）
に
行
な
っ
た
平
安
京
へ
の

遷
都
以
来
１
２
０
０
年
間
、
地
震
や
洪

水
が
何
度
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
古
代

や
中
世
の
人
た
ち
に
と
っ
て
災
害
と
は
、

異
界
か
ら
く
る
恐
ろ
し
い
も
の
、
神
の

怒
り
で
し
た
。

災
害
に
は
水
害
も
あ
る
し
、
疫
病
も

大
き
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
旱
魃

か
ん
ば
つ

、
落

雷
、
火
事
、
地
震
も
怖
か
っ
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
災
害

と
か
、
疾
病
と
い
う
厄
災
は
、
す
べ
て

異
界
か
ら
き
た
異
物
な
の
で
す
。

そ
れ
ら
が
時
々
く
る
。
そ
れ
は
も
う

恐
ろ
し
い
も
の
で
、
防
ぎ
よ
う
が
な
い
。

で
も
防
ぎ
た
い
か
ら
、
祈
祷
を
し
た
り
、

天
や
神
を
敬
っ
た
。
寺
院
や
密
教
が
発

展
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
も
あ
り
ま

す
。
本
当
は
皆
、
災
害
忌
避
な
の
で
す
。

支
配
階
級
の
人
た
ち
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
支
配
す
る
た
め
に
も
災
害
は
起
こ

っ
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
、
少
し
で
も
祈

る
。
そ
れ
で
も
深
刻
な
災
害
に
な
っ
た

ら
天
皇
は
謝
る
の
で
す
。
私
の
不
徳
の

致
す
と
こ
ろ
だ
と
。
そ
し
て
、
人
々
に

お
布
施
を
し
た
。
税
金
を
安
く
す
る
と

か
、
食
料
を
配
る
と
か
。
ひ
ど
い
場
合

は
元
号
を
変
え
て
縁
起
を
か
つ
ぐ
。

だ
か
ら
何
と
か
し
て
災
害
の
前
兆
を

つ
か
も
う
と
重
用
し
た
の
が
、
安
倍
晴

明
ら
陰
陽
師

お
ん
み
ょ
う
じ

で
す
。
そ
し
て
厄
災
が
起

儒
教
思
想
と
禹

京
都
に
お
け
る
禹
廟
の
初
出
は
、

『
相
国
寺
蔭
涼
軒
日
録
』（
１
４
８
８
年
〈
長

享
２
〉）
で
す
。
鴨
川
の
四
条
南
の
松
原

橋
に
〈
禹
廟
〉（
廟：

祖
先
の
霊
を
祀
る
所
や

神
々
の
祠
）
が
あ
る
、
と
出
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
現
存
し
ま
せ
ん
。
１
６
８

６
年
（
貞
享
３
）
に
刊
行
さ
れ
た
地
誌

『
雍
州
府
志

よ
う
し
�
う
ふ
し

』
に
も
２
カ
所
に
掲
載
さ

れ
、『
洛
中
洛
外
図
』（
上
杉
家
本
・
町
田
家

本
）
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
旧
五
条
大
橋
、
現
在
の
松
原

橋
に
あ
っ
た
と
い
う
説
に
対
し
て
、
四

条
橋
東
詰
に
あ
っ
た
神
明
社
（
現
在
の
南

座
と
仲
源
寺
の
間
）
と
す
る
説
、
四
条
橋
東

詰
の
仲
源
寺
（
浄
土
宗
知
恩
院
派
。
通
称
目
疾

〈
め
や
み
〉
地
蔵
と
し
て
現
存
）
と
す
る
説
、

四
条
橋
東
詰
大
和
橋
畔
の
弁
財
天
社
と
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違
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
密
教
の
人
た

ち
に
と
っ
て
、
禹
が
周
知
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
事
実
で
し
ょ
う
が
、
禹
は
必

ず
し
も
災
害
神
、
治
水
神
で
は
な
い
と

思
う
の
で
す
。

特
に
、
清
廉
潔
白
な
天
子
。
要
す
る

に
勤
勉
で
、
仕
事
の
た
め
に
頑
張
っ
た

と
か
、
お
酒
も
飲
ま
な
い
で
政
務
に
専

念
し
た
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の

が
強
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

だ
か
ら
例
え
ば
日
本
書
紀
で
は
孝
徳

天
皇
が
、
古
事
記
で
は
元
明
天
皇
が
、

禹
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
禹

と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
立
派
な
人
だ
っ
た

と
評
価
さ
れ
る
。
清
廉
潔
白
で
政
務
に

精
通
し
て
精
進
す
る
人
と
い
う
意
味
で

禹
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
割
と
そ
れ
が

続
い
て
、
お
そ
ら
く
平
安
時
代
中
期
く

ら
い
ま
で
は
治
水
神
で
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
禹
が
治
水
神
と
し
て
伝
わ
っ

て
き
た
と
い
う
の
は
、
今
は
ま
だ
、
は

っ
き
り
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
別
の
ル

ー
ト
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

日
本
に
は
古
代
か
ら
、
別
に
瀬
織
津

せ
お
り
つ

姫
の
よ
う
な
治
水
神
が
い
た
の
で
、
禹

は
受
け
入
れ
ら
れ
て
な
い
の
で
は
な
い

か
。
須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

だ
っ
て
水
の
神
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
神
道
で
広
く

見
ら
れ
る
の
が
瀬
織
津
姫
を
祀
っ
た
神

社
で
、
か
な
り
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
。

神
道
系
の
治
水
神
が
あ
る
中
で
、
禹

が
入
っ
て
く
る
と
、
あ
る
意
味
、
外
来

神
が
侵
食
し
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
。

伝
統
的
な
日
本
神
道
の
治
水
神
と
、

外
来
の
新
参
の
文
化
が
地
域
や
流
域
の

中
で
ど
う
い
う
風
に
共
存
し
て
い
る
の

か
、
は
た
ま
た
反
目
し
て
い
る
の
か
。

そ
う
い
う
目
で
禹
を
見
て
い
っ
た
ら
、

面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

五
条
大
橋
に
置
か
れ
た
理
由

松
原
橋
、
つ
ま
り
旧
五
条
大
橋
に

〈
禹
廟
〉
が
で
き
た
理
由
は
、
い
く
つ

か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
規
模
ま
で
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
水
害
が
あ
っ
た
こ
と

も
き
っ
か
け
で
し
ょ
う
。

京
都
の
人
た
ち
か
ら
い
う
と
、
鴨
川

の
西
側
、
平
安
京
が
あ
り
人
が
住
ん
で

い
る
所
は
、
俗
な
世
界
。
そ
し
て
鴨
川

を
渡
る
東
の
地
区
は
聖
な
る
世
界
。
だ

か
ら
、
お
寺
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
う

い
う
聖
と
俗
と
い
う
分
け
方
は
、
か
な

り
明
瞭
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
一
つ
の

境
界
、
ま
さ
に
別
世
界
と
境
す
る
川
が

鴨
川
で
、
本
来
は
鴨
川
を
越
え
て
、
人

は
住
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
長
い
間
、

守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

今
は
東
海
道
で
三
条
が
賑
わ
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
古
代
は
む
し
ろ
五
条
が
中

心
で
人
の
通
り
が
多
か
っ
た
。
西
側
に

抜
け
て
行
く
街
道
も
あ
る
し
、
清
水
寺

を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
お
寺
に
詣
で

る
た
め
の
信
仰
の
道
が
あ
っ
て
、
あ
の

時
代
で
い
う
と
京
都
の
中
で
一
番
人
通

り
の
多
い
橋
と
い
え
ば
五
条
大
橋
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
牛
若
丸
も
、
ま
あ
、

橋
は
ど
こ
で
も
よ
く
っ
て
、
賑
や
か
な
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こ
っ
た
ら
、
坊
さ
ん
に
祈
祷
し
て
も
ら

っ
て
鎮
め
る
。
そ
の
祈
祷
と
い
う
こ
と

で
、
天
皇
か
ら
支
援
を
得
て
発
展
し
た

の
が
密
教
で
す
。

桓
武
天
皇
は
、
政
治
に
介
入
し
て
き

て
け
し
か
ら
ん
と
南
都
仏
教
を
批
判
し

ま
し
た
。
そ
う
い
う
桓
武
に
う
ま
く
入

り
込
ん
で
信
用
を
得
た
の
は
、
最
澄
と

か
空
海
と
か
で
す
。
密
教
は
ま
さ
に
そ

う
い
う
災
害
思
想
や
儀
式
を
中
国
で
勉

強
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

密
教
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

禹
の
こ
と
は
、
最
澄
も
空
海
も
当
然

学
ん
で
き
た
は
ず
で
す
。
具
体
的
に
書

い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
に
な
っ

て
仏
典
を
学
び
に
行
っ
た
人
た
ち
は
、

民
衆
の
生
活
と
か
は
あ
ま
り
考
え
て
い

な
く
て
、
必
死
に
、
と
に
か
く
仏
教
と

か
密
教
の
奥
義
を
極
め
て
、
仏
典
を
日

本
に
持
ち
帰
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
の

で
す
。
運
が
良
け
れ
ば
早
く
帰
れ
る
し
、

悪
け
れ
ば
20
年
、
30
年
か
か
っ
た
上
に
、

帰
り
の
船
が
沈
ん
で
命
を
落
と
す
人
も

い
っ
ぱ
い
い
た
。
そ
ん
な
中
で
、
最
澄

も
空
海
も
、
仏
典
を
も
ら
っ
て
帰
国
で

き
た
ラ
ッ
キ
ー
な
人
で
し
た
。

密
教
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
真
剣

に
災
害
と
向
き
合
っ
た
と
思
う
の
で
す

よ
。
で
は
、
密
教
の
人
た
ち
が
日
本
に

禹
を
伝
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
確
証
は

な
い
け
れ
ど
、
私
は
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と



都
の
中
心
が
移
動
し
て

〈
禹
廟
〉
が
現
存
し
な
い
の
は
、
必
要

性
が
薄
れ
て
祀
ら
れ
な
く
な
っ
て
消
滅

し
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
陰

陽
師
の
よ
う
な
人
た
ち
が
力
を
失
う
と

か
、
予
兆
を
つ
か
ん
で
拝
む
こ
と
に
価

値
を
見
出
さ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
ね
。
日
本
に
お
け
る

文
革
み
た
い
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

「
鴨
川
の
治
水
神
」（『
花
園
大
学
文
学
部
研

究
紀
要
』
第
32
号
２
０
０
０
）
を
書
か
れ
た

考
古
学
者
の
山
田
邦
和
さ
ん
は
「
豊
臣

秀
吉
が
陰
陽
師
を
嫌
っ
て
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
確
証
が
な
い
か
ら
わ
か
ら
な

い
で
す
が
、
そ
う
い
う
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
山
田
さ
ん
は
〈
禹
廟
〉
の
存
在

し
た
期
間
を
室
町
中
期
か
ら
１
６
３
３

年
（
寛
永
10
）
と
推
定
し
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
京
都
改
修
に
よ
っ
て
、
五
条
中
州

に
あ
っ
た
法
成
寺
や
晴
明
塚
、〈
禹
廟
〉

な
ど
は
取
り
払
わ
れ
て
、
姿
形
を
変
え

て
四
条
に
移
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

少
な
く
と
も
、
目
に
見
え
る
五
条
大

橋
の
下
な
り
、
中
島
に
あ
っ
た
〈
禹
廟
〉

は
消
え
る
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
後
継
み

た
い
な
も
の
が
神
明
社
で
あ
り
、
目
疾

地
蔵
に
姿
を
変
え
て
、
四
条
に
移
っ
て

い
く
ん
で
す
。
古
い
地
図
で
見
る
と
、

神
明
社
は
仲
源
寺
の
境
内
の
一
部
に
あ

り
ま
す
。
今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

お
そ
ら
く
移
っ
た
当
初
は
禹
の
後
継
と

し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
が
通
る
目
立
つ
場
所
が
北
に
移
動

し
て
、
京
都
の
町
全
体
の
構
造
が
五
条

中
心
で
は
な
く
て
、
四
条
中
心
に
変
わ

っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
移
っ
て
い
く
の

で
す
。
人
が
集
ま
り
、
人
出
が
一
番
賑

や
か
な
所
。
そ
こ
に
や
は
り
禹
も
寄
っ

て
く
る
の
で
す
よ
。
人
が
好
き
な
の
で

す
よ
。
だ
か
ら
私
は
、
秀
吉
に
潰
さ
れ

な
く
て
も
自
然
に
移
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
人
目
の

目
立
つ
所
へ
行
き
た
が
っ
て
、
四
条
に

き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
風
に
、

私
は
逆
転
し
て
考
え
て
き
た
の
で
す
。

来
る
べ
き
時
と
所
に
、
禹
は
出
て
く

る
な
、
と
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
今
、
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
、
禹
に

再
び
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

災
害
の
神
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

地
殻
変
動
で
つ
く
ら
れ
た

京
都
盆
地

私
は
自
然
地
理
学
を
専
攻
し
て
い
ま

す
が
、
空
間
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
は

り
時
間
軸=

歴
史
軸
も
見
て
、
時
空
を

両
方
理
解
し
な
い
と
地
域
理
解
は
で
き

な
い
、
と
い
う
の
が
持
論
で
す
。

時
空
の
理
解
に
は
史
料
解
読
が
基
本

的
な
こ
と
で
す
が
、
空
間
は
地
図
を
見

る
こ
と
で
理
解
が
進
み
ま
す
。
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う
。禹

の
廟
を
つ
く
る
と
す
れ
ば
、
人
の

往
来
が
あ
っ
て
目
に
触
れ
や
す
く
、
陰

陽
師
の
よ
う
な
集
団
が
管
理
し
て
く
れ

る
場
所
が
都
合
が
よ
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

五
条
の
橋
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
で
す

か
ね
。

そ
う
い
う
場
所
に
、
な
ぜ
か
理
由
は

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
法
成
寺
と
い
う

安
倍
晴
明
に
ま
つ
わ
る
お
寺
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
晴
明
塚
が

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

陰
陽
師
の
塚
と
か
寺
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
当
時
、
陰
陽
師
が
住
ん
で
い
た

地
区
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

〈
禹
廟
〉
が
つ
く
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
、

既
に
陰
陽
師
が
住
ん
で
い
た
の
で
し
ょ

鴨
川

賀
茂
川 高

野
川

花
折
断
層

桃
山
断
層

樫
原
断
層

亀岡断層

越
畑
断
層

光
明
寺
断
層

天王
山断
層

桂
川

宇治川

木津川
淀
川

二条城

京都駅
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で
す
。

だ
か
ら
鴨
川
の
禹
の
話
も
、
こ
う
い

う
時
代
の
中
で
ど
ん
な
位
置
に
あ
る
か
、

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
場
所
の
特

定
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
性
の
中
で
と

ら
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
水
害
が
多
い
の
に
は
、

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
私
は
平
安
京
を
つ

く
る
と
き
に
周
辺
の
森
を
伐
採
し
た
こ

と
が
一
番
大
き
い
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

当
時
、
材
木
を
集
め
た
範
囲
は
、
京
都

北
部
の
丹
波
の
山
地
で
あ
る
こ
と
は
記

載
に
あ
る
こ
と
で
す
。

主
た
る
理
由
は
、
山
の
森
林
の
乱
伐
。

そ
の
た
め
、
瞬
間
的
に
大
量
に
水
と
土

砂
が
流
出
し
て
く
る
と
い
う
状
況
に
な

る
。
洪
水
が
起
こ
る
の
は
平
均
雨
量
で

は
な
く
て
、
そ
の
頻
度
と
強
さ
（
集
中
度
）

が
大
事
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
場
合
は
、
梅
雨
も
あ
る
け
れ

ど
台
風
が
大
き
く
支
配
し
て
い
る
の
で
、

史
料
を
そ
こ
ま
で
く
わ
し
く
分
析
す
る

の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
台
風
の
襲
来

頻
度
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

堆
積
か
ら
浸
食
へ

中
世
に
い
っ
た
ん
水
害
が
減
る
の
は
、

西
日
本
に
顕
著
な
一
般
的
現
象
で
す
。

実
は
、
だ
い
た
い
西
暦
１
１
０
０
年

か
ら
１
２
０
０
年
、
平
安
時
代
と
鎌
倉

時
代
の
境
界
付
近
で
、
川
が
１
ｍ
か
ら

1.5
ｍ
浸
食
す
る
、
掘
り
込
む
時
代
が
あ

る
の
で
す
よ
。
近
畿
地
方
と
か
西
日
本

23 時間・空間で読み解く鴨川

京
都
の
町
の
歴
史
か
ら
い
う
と
、
西

は
農
業
地
帯
だ
か
ら
、
あ
ま
り
人
が
住

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
桂
川
は

記
録
も
少
な
い
。
　
　

古
い
扇
状
地
で
地
盤
が
硬
く
安
定
し

て
い
た
中
央
部
に
平
安
京
が
設
定
さ
れ

た
の
で
す
が
、
右
京
の
西
側
に
は
、
蛇

行
河
川
で
あ
る
桂
川
が
、
し
ょ
っ
ち
�

う
洪
水
を
起
こ
す
場
所
を
広
く
取
り
込

ん
で
い
た
の
で
す
ね
。

だ
か
ら
右
京
は
早
い
時
期
に
衰
え
て

い
っ
て
、
平
安
京
の
道
も
す
ぐ
に
土
に

埋
も
れ
て
、
や
が
て
水
田
に
な
っ
て
い

っ
た
。
右
京
が
早
く
衰
退
し
た
分
だ
け
、

住
居
と
人
口
は
鴨
川
を
越
え
て
東
へ
東

へ
と
移
動
を
続
け
て
い
る
。

鴨
川
に
は
、
平
安
京
以
来
ず
っ
と
川

辺
に
人
が
住
ん
で
き
た
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

水
害
の
頻
度
と
そ
の
理
由

水
害
を
１
０
０
０
年
ス
パ
ン
で
見
る

た
め
に
、
も
う
一
つ
別
な
話
を
し
ま
し

ょ
う
。
鴨
川
の
水
害
と
い
う
の
は
、
ず

っ
と
同
じ
頻
度
で
は
な
く
て
、
多
い
時

期
と
少
な
い
時
期
が
繰
り
返
し
て
い
る

の
で
す
よ
。
河
角
龍
典
さ
ん
と
い
う
人

が
ち
�
ん
と
デ
ー
タ
を
出
し
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
は
水
害
の
頻
度
が
高
か
っ

た
。
鎌
倉
か
ら
室
町
ぐ
ら
い
ま
で
は
割

と
少
な
く
て
、
安
土
桃
山
ぐ
ら
い
か
ら

ま
た
増
え
る
。
こ
れ
は
鴨
川
の
洪
水
を

考
え
る
場
合
に
は
非
常
に
大
事
な
こ
と

京
都
盆
地
の
地
図
を
見
て
く
だ
さ
い

（
22
ペ
ー
ジ
）
。
西
も
東
も
北
も
山
地
に
囲

ま
れ
て
、
南
だ
け
開
け
て
い
る
盆
地
で

す
。
こ
の
盆
地
の
境
に
は
活
断
層
が
あ

っ
て
京
都
盆
地
は
囲
わ
れ
て
い
る
。
数

千
年
や
、
数
万
年
に
一
回
地
震
が
起
こ

っ
て
、
そ
の
度
に
山
は
１
ｍ
ぐ
ら
い
盛

り
上
が
る
し
、
盆
地
は
１
ｍ
ぐ
ら
い
ず

り
落
ち
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
繰

り
返
し
て
き
て
、
大
き
な
骨
格
が
で
き

た
の
で
す
。
こ
う
い
う
盆
地
を
、
変
動

盆
地
と
い
い
ま
す
。
地
殻
変
動
が
な
け

れ
ば
こ
の
盆
地
も
存
在
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
れ
は
京
都
に
限
ら
ず
、
近
畿
地

方
の
内
陸
に
あ
る
南
北
に
細
長
い
盆
地

は
す
べ
て
同
じ
起
源
を
持
っ
て
い
る
の

で
す
。
大
阪
平
野
、
近
江
盆
地
、
奈
良

盆
地
、
三
重
県
の
伊
勢
湾
と
か
ね
。

そ
れ
で
鴨
川
の
流
路
が
西
か
ら
東
へ

徐
々
に
振
っ
て
く
る
の
は
、
地
殻
変
動

に
拠
る
と
こ
ろ
が
一
番
大
き
い
。
活
断

層
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
け
れ
ど
、

東
側
の
花
折
断
層
の
ほ
う
が
大
き
い
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
盆
地
の
底
が
花
折

断
層
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
、
ど
ん
ど
ん

傾
き
な
が
ら
下
が
る
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
川
は
南
東
へ
滑
っ
て
い
く
。

地
殻
変
動
が
続
く
限
り
西
か
ら
東
へ
と

低
い
方
へ
下
が
っ
て
く
る
と
い
う
傾
向

が
あ
っ
て
、
鴨
川
が
今
一
番
低
い
所
に

き
て
い
る
の
は
、
理
に
適
っ
た
位
置
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

履
歴
が
残
る
鴨
川

京
都
に
は
東
側
は
鴨
川
、
西
側
は
桂

川
と
い
う
大
き
な
川
が
２
本
流
れ
て
い

ま
す
が
、
桂
川
は
自
然
堤
防
を
形
成
し

た
蛇
行
河
川
、
鴨
川
は
扇
状
地
河
川
で

性
質
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
そ
こ
に
つ
く
ら
れ
た
地
形
も
違
う

し
、
川
が
洪
水
を
起
こ
し
た
場
合
の
災

害
の
在
り
よ
う
も
違
う
わ
け
で
す
。
そ

の
辺
か
ら
京
都
の
こ
と
を
理
解
し
て
も

ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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河床の高さ

平
安
京
建
設
に
伴
な
う
森
林
の
伐

採
や
温
暖
期
の
多
雨
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
。

鴨
川
の
下
方
浸
食
が
進
み
河
床
が

低
下
し
谷
を
つ
く
っ
た
た
め
洪
水

が
波
及
し
に
く
く
な
っ
た
。

谷
が
砂
礫
の
堆
積
に
よ
り
埋
め
ら

れ
て
天
井
川
化
し
、
再
び
氾
濫
が

発
生
し
や
す
く
な
っ
た
。

１
９
３
５
年（
昭
和
10
）の
京
都
大

水
害
を
受
け
、
大
規
模
な
浚
渫
改

修
工
事
が
行
な
わ
れ
た
。

1200年間の鴨川の河床高と洪水頻度
植村善博著『京都の治水と昭和大水害』（文理閣 2011）掲載の
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れ
で
ま
た
、
堤
防
を
か
さ
上
げ
す
る
、

と
い
う
い
た
ち
ご
っ
こ
で
天
井
川
が
で

き
ま
し
た
。
黄
河
も
、
何
千
年
か
に
わ

た
っ
て
堤
防
を
固
定
し
よ
う
と
し
て
き

た
か
ら
、
天
井
川
に
な
っ
た
の
と
同
じ

な
の
で
す
。

近
畿
の
天
井
川
っ
て
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
17
世
紀
か
ら
18
世
紀
の

間
に
ほ
と
ん
ど
全
部
で
き
て
し
ま
う
。

何
百
年
も
か
か
っ
た
の
で
は
な
く
て
、

１
０
０
年
ぐ
ら
い
で
、
あ
っ
と
い
う
間

に
で
き
た
。
そ
れ
は
人
間
と
自
然
の
、

共
存
と
対
立
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。

守
ら
れ
て
き
た
鴨
川

水
害
の
頻
度
が
一
番
上
が
っ
た
の
は
、

や
は
り
幕
末
、
明
治
維
新
期
、
近
畿
で

は
ほ
と
ん
ど
の
川
で
、
幕
末
か
ら
明
治

維
新
期
が
ピ
ー
ク
に
な
り
ま
す
。
１
８

０
０
年
代
（
19
世
紀
ご
ろ
）
か
ら
、
ガ
ー

ン
と
一
気
に
増
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
鴨
川
は
あ
ま
り
、
傾
向
が

明
瞭
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
江

戸
時
代
か
ら
、
幕
府
が
京
都
所
司
代
な

ど
を
置
い
て
、
人
民
支
配
の
た
め
に
川

へ
の
対
策
と
工
事
を
行
な
っ
て
き
た
か

ら
で
す
。

や
は
り
ど
う
し
て
も
天
皇
の
お
膝
元

で
あ
り
大
き
な
町
だ
っ
た
の
で
、
桂
川
、

鴨
川
の
改
修
は
幕
末
で
も
力
を
入
れ
て

や
っ
て
い
た
の
で
す
。
京
都
を
治
め
る

と
い
う
の
は
幕
府
に
と
っ
て
大
事
な
メ

ン
ツ
で
も
あ
っ
て
、
大
き
な
改
修
を
や

24水の文化40『大禹の治水』 2012／02

っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
一
番
典

型
的
な
の
は
寛
文
の
改
修
、
寛
文
新
堤

の
建
設
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ

は
今
で
も
部
分
的
に
残
っ
て
い
ま
す
。

寛
文
新
堤

１
６
６
３
年
（
寛
文
３
）
の
洪
水
で
、
大
き
な
被
害

を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
１
６
７
０
年

（
寛
文
10
）
に
つ
く
ら
れ
た
石
堤
。
以
降
、
左
右
に

河
原
が
広
が
る
自
然
河
川
だ
っ
た
鴨
川
の
流
路
が
固

定
さ
れ
、
現
在
の
鴨
川
景
観
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。

鴨
川
は
、
当
時
、
１
㎞
も
の
広
い
幅

を
持
つ
扇
状
地
河
川
。
鴨
川
が
細
い
の

は
、
堤
防
で
川
を
閉
じ
込
め
て
、
少
し

で
も
人
間
が
住
む
場
所
を
つ
く
ろ
う
と

土
地
利
用
を
よ
り
効
率
的
に
し
て
い
っ

た
結
果
で
す
。
都
市
域
で
被
害
が
大
き

い
と
予
想
さ
れ
る
所
は
、
ど
う
し
て
も

堤
防
で
守
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

逆
に
農
村
地
域
だ
っ
た
ら
、
堤
防
を

つ
く
る
よ
う
な
投
資
を
す
る
よ
り
は
、

霞
堤
と
か
で
守
っ
て
、
む
し
ろ
水
が
流

れ
込
む
こ
と
を
歓
迎
す
る
。
霞
堤
で
な

く
て
も
竹
林
を
配
置
し
て
も
い
い
わ
け

で
す
。
農
村
に
は
む
し
ろ
水
を
受
け
入

れ
る
と
い
う
、
洪
水
受
容
型
の
考
え
が

見
ら
れ
る
の
で
す
。
地
力
を
回
復
す
る

た
め
に
土
を
更
新
し
て
く
れ
る
と
い
う

風
に
考
え
れ
ば
、
あ
ふ
れ
る
こ
と
は
否

定
材
料
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
都
市
域
か
農
村
か
と
い
う
問
題

だ
け
で
は
な
く
て
、
河
川
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
は
、
権
力
者
が
権
力
を
誇
示
す
る

た
め
の
道
具
で
あ
り
、
支
配
の
手
段
な

の
で
す
。

秀
吉
が
土
木
好
き
だ
と
い
う
の
も
、

の
ほ
と
ん
ど
の
川
で
、
そ
う
だ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
気
候
が
寒
冷
化
し
て
、

海
面
が
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
も
影
響

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
川
は

土
砂
を
運
ん
で
堆
積
し
て
い
た
の
が
、

海
面
が
下
が
っ
た
こ
と
で
、
川
は
浸
食

に
変
わ
っ
て
川
底
を
掘
り
込
む
の
で
す

よ
。
だ
か
ら
段
が
で
き
る
。
そ
の
た
め

に
川
が
少
々
あ
ふ
れ
て
も
段
丘
の
上
に

は
氾
濫
し
な
い
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
、

中
世
は
洪
水
が
少
な
い
の
で
す
。

土
木
技
術
の
向
上
と
天
井
川

秀
吉
時
代
か
ら
再
び
洪
水
が
増
え
ま

す
。
人
口
が
増
え
た
こ
と
と
、
秀
吉
は

土
木
魔
で
、
橋
は
つ
く
る
、
城
を
つ
く

っ
て
新
し
い
都
市
を
造
成
す
る
な
ど
、

大
土
木
工
事
を
ガ
ン
ガ
ン
や
り
ま
す
。

こ
れ
も
相
当
に
乱
伐
・
乱
開
発
し
た
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
人
口
が
増
え
る
と
、
や
は

り
山
間
地
を
開
発
し
て
新
田
や
新
畑
を

つ
く
る
。
木
が
茂
っ
て
い
る
所
や
山
地

斜
面
を
切
り
開
く
と
、
ど
う
し
て
も
土

壌
の
流
出
が
増
え
て
、
谷
底
に
礫
や
砂

が
溜
ま
り
あ
ふ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

今
度
は
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
堤
防

を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。
技
術
が
向
上
し

て
、
強
い
堤
防
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
堤
防
と
堤
防
の
間
（
堤
外
）
だ
け

に
川
の
氾
濫
が
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
す

る
と
、
ま
す
ま
す
河
床
が
上
が
る
。
そ

人
々
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
洪
水
を
防

い
で
、
貸
し
を
つ
く
る
支
配
の
た
め
。

人
民
の
生
活
に
直
結
す
る
か
ら
、
す
ご

い
支
配
力
を
持
ち
得
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
太
閤
様
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ

に
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
弘
法
様

（
空
海
）
が
有
名
な
の
は
、
香
川
県
な
ど

各
地
で
池
を
つ
く
っ
て
、
旱
魃

か
ん
ば
つ

を
防
い

だ
か
ら
で
す
し
。
人
民
に
と
っ
て
は
、

自
分
た
ち
に
最
も
大
事
な
こ
と
を
し
て

く
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
英

雄
に
も
な
る
し
、
信
仰
に
も
結
び
つ
い

て
く
る
の
で
す
。

雨
季
の
水
は
激
し
く
、
大
量
に
流
れ

る
。
と
こ
ろ
が
雨
が
少
な
い
冬
に
な
る

と
、
扇
状
地
河
川
で
あ
る
鴨
川
は
、
河

底
が
全
部
砂
利
だ
か
ら
水
は
ザ
ル
み
た

い
に
地
下
へ
浸
透
し
て
い
く
。
お
そ
ら

く
水
は
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
く
ら
い

の
川
原
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
人
工
的
に
浸
み
込
ま
な
い
よ

う
に
し
た
の
は
、
明
治
以
降
の
河
川
改

修
に
よ
り
ま
す
。
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）

の
水
害
の
後
に
は
、
床
張
り
と
い
う
工

事
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
川
床
に
い
ろ

ん
な
材
料
を
入
れ
て
地
下
に
浸
み
込
ま

な
い
よ
う
に
し
て
、
水
が
維
持
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
大
半
の
水
は

も
っ
と
も
っ
と
地
下
へ
浸
み
込
ん
で
、

水
量
は
少
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
よ
。

戦
後
の
京
都
治
水

京
都
、
特
に
鴨
川
の
特
殊
性
が
顕
著

に
現
わ
れ
た
も
の
に
、
十
五
年
戦
争
直

前
期
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
の
大
水
害

と
治
水
計
画
が
あ
り
ま
す
。

軍
備
増
強
の
た
め
に
国
債
を
発
行
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
事
資
金
を
集
め
る

の
で
す
が
、
鴨
川
の
改
修
予
算
は
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
通
る
の
で
す
。
京
都
の

治
水
は
、
そ
う
い
う
軍
国
主
義
の
進
行

と
い
う
時
代
的
な
制
約
を
背
負
っ
て
い

る
の
で
す
。
高
橋
是
清
が
大
蔵
大
臣
の

と
き
に
は
半
分
く
ら
い
し
か
国
家
予
算

を
回
さ
な
い
と
言
っ
て
い
た
の
を
、
説

得
し
て
い
る
内
に
高
橋
が
二
・
二
六
事

件
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

軍
備
増
強
と
一
体
に
な
っ
て
、
京
都
の

治
水
予
算
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

戦
争
中
に
も
２
回
く
ら
い
洪
水
が
あ

っ
て
堤
防
が
壊
れ
た
り
し
ま
す
が
、
そ

う
い
う
も
の
は
国
の
お
金
で
補
修
し
て

い
ま
す
。
や
は
り
京
都
は
帝
都
と
い
う

暗
黙
の
了
解
が
あ
る
の
と
、
こ
う
い
う

非
常
事
態
だ
か
ら
川
を
放
っ
て
お
い
た

ら
国
民
の
戦
意
を
喪
失
す
る
か
ら
と
、

京
都
に
金
を
回
し
て
、
川
を
改
修
さ
せ

た
の
で
す
。
金
を
取
っ
て
く
る
大
義
名

分
は
天
皇
陛
下
の
お
膝
元
、
帝
都
で
す
。

し
か
も
、
懸
案
の
都
市
計
画
も
一
緒

に
や
っ
て
し
ま
お
う
と
考
え
た
。
少
し

欲
張
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
疏
水
を
埋

め
て
道
路
を
通
し
、
京
阪
電
車
を
地
下

鉄
化
し
よ
う
と
ね
。
そ
う
い
う
都
市
計

画
や
景
観
の
問
題
ま
で
含
め
て
改
修
事

業
を
や
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
予
算

が
膨
大
に
膨
れ
上
が
っ
た
。



四条大橋のそばに現存する仲源寺には、目疾地蔵尊が祀られて
いる。顔が判別できないほどすり減っているのは、何度も水害
に遭遇したからだろうか、との思いが湧いてくる。

25 時間・空間で読み解く鴨川

所
も
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ
る
内
水
氾
濫
、
要

す
る
に
河
川
が
溢
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

支
流
や
下
水
・
排
水
溝
が
あ
ふ
れ
る
と

い
う
形
で
氾
濫
が
起
こ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
一
番
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

京
都
で
も
内
水
氾
濫
が
、
真
剣
な
課
題

に
な
っ
て
い
て
、
地
下
鉄
と
か
ビ
ル
の

地
下
街
や
地
下
駐
車
場
の
浸
水
被
害
が

心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

危
険
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て

も
、
ど
う
や
っ
て
防
ぐ
か
と
い
う
方
法

が
な
か
な
か
な
く
て
、
運
動
場
と
か
公

共
施
設
の
地
下
に
貯
水
タ
ン
ク
を
つ
く

っ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
と

う
て
い
間
に
合
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
私
は
、
ど
う
し
た
ら
市
民
が

水
害
の
危
険
を
自
覚
す
る
か
、
に
つ
い

て
考
え
て
い
ま
す
。

鴨
川
が
今
の
よ
う
に
美
し
い
川
に
な

っ
て
、
京
都
の
シ
ン
ボ
ル
に
ま
で
な
っ

た
の
は
、
自
然
に
な
っ
た
わ
け
じ
�
な

い
。
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
の
治
水
事

業
と
い
う
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今

の
京
都
の
鴨
川
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
こ
で
堤
防

が
切
れ
た
の
か
、
ど
こ
の
場
所
に
、
ど

ん
な
工
事
を
し
た
の
か
と
い
う
の
は
、

記
録
に
留
め
、
市
民
が
知
っ
て
お
く
べ

き
で
す
。
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
の
水

害
と
改
修
事
業
を
記
念
す
る
も
の
、
河

川
改
修
事
業
完
工
の
碑
な
ど
、
戦
時
下

の
影
響
で
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
ま
せ

ん
。

こ
う
い
う
経
緯
の
の
ち
、
１
９
３
８

年
（
昭
和
13
）
に
鉄
の
供
給
が
ス
ト
ッ
プ

し
て
地
下
鉄
は
完
全
に
挫
折
し
て
し
ま

い
ま
す
。
全
部
完
結
さ
せ
る
べ
き
だ
っ

た
の
が
、
社
会
が
変
化
し
た
た
め
に
完

全
に
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
。

単
に
川
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、

こ
う
い
う
川
と
人
と
の
歴
史
を
知
る
こ

と
は
、
川
の
有
り
様
を
理
解
す
る
上
で

大
切
な
の
で
す
。

災
害
の
記
憶
を
学
び
と
し
て

確
か
に
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
の
、

大
水
害
以
降
、
鴨
川
に
関
し
て
い
う
と
、

大
被
害
を
出
す
よ
う
な
水
害
は
一
度
も

起
こ
っ
て
い
な
い
。
昭
和
10
年
の
大
水

害
の
治
水
事
業
と
い
う
の
は
非
常
に
大

き
な
、
決
定
的
な
役
割
を
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
京
都
の
大
水
害

６
月
の
豪
雨
に
よ
り
、
鴨
川
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
死

傷
者
12
名
（
桂
川
や
天
神
川
な
ど
他
河
川
の
洪
水
も

含
め
た
京
都
市
全
域
で
は
83
名
）
を
出
し
、
家
屋
や

橋
梁
が
多
数
流
失
す
る
な
ど
の
大
災
害
と
な
っ
た
。

鴨
川
改
修

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
の
洪
水
を
契
機
と
し
て
、

翌
年
か
ら
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）
ま
で
、
抜
本
的

な
河
川
改
修
を
実
施
。
最
近
で
は
「
花
の
回
廊
」
整

備
（
三
条
か
ら
七
条
間
）、
通
水
能
力
の
低
い
陶
化

橋
付
近
の
河
川
改
修
な
ど
を
計
画
的
に
進
め
た
。

し
か
し
河
道
計
算
の
結
果
、
ま
だ
危

険
な
場
所
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
鴨
川
は
安
全
だ
と
考
え
て
い

る
人
は
い
な
い
し
、
起
こ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
辺
で
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
場

災
害
と
恵
み
の
装
置

川
を
怖
が
っ
た
り
災
害
の
話
が
中
心

で
す
が
、
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

や
は
り
京
都
の
水
、
川
っ
て
い
う
の
は
、

京
都
の
文
化
を
支
え
て
き
た
。
京
都
は

鴨
川
の
水
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
茶
道

が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、
酒
も
、
豆

腐
と
い
っ
た
食
文
化
も
同
様
で
す
。
友

禅
と
い
う
織
物
だ
っ
て
、
川
の
き
れ
い

な
水
で
洗
っ
て
こ
そ
色
が
出
る
と
い
わ

れ
る
わ
け
で
す
。

ま
さ
に
京
都
の
い
ろ
い
ろ
な
伝
統
文

化
は
川
、
特
に
鴨
川
の
水
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
京
都
に
は
自
然

系
の
博
物
館
が
一
つ
も
な
い
で
し
ょ
う
。

歴
史
や
文
化
財
を
展
示
す
る
博
物
館
は

た
く
さ
ん
あ
る
の
に
。

や
は
り
川
の
災
害
と
恵
み
を
し
っ
か

り
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
装
置
と
し

て
、
鴨
川
博
物
館
な
り
治
水
展
示
館
が

必
要
で
す
。

災
害
史
と
い
う
立
場
か
ら
い
う
と
、

津
波
や
地
震
の
記
念
碑
や
慰
霊
碑
は
た

く
さ
ん
存
在
し
て
そ
の
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
ら
に
近
い
も
の
が
、
水
害
に
お
け

る
禹
廟
で
す
。
ま
だ
あ
ま
り
注
目
さ
れ

て
い
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
重
要
な
シ

ン
ボ
ル
、
そ
し
て
文
化
財
に
な
り
得
る

と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
12
月
６
日




