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ま
ず一一
枚
の
荻
町
の
全
景
の
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
（
図
21
1、
2I
2)。
附
和
二
十
四
年
の
も
の
と
平
成

十
七
年
の
も
の
で
あ
る。
こ
れ
を
見
比
べ
て
変
化
し
た
と
息
う
だ
ろ
う
か。
そ
れ
と
も、
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と

息
う
だ
ろ
う
か。
変
わ
っ
た
と
す
れ
ば、
何
が
変
わ
っ
た
と
映
る
の
だ
ろ
う
か。
間
逃
い
探
し
の
よ
う
に、
こ
ま
か
く

見
て
い
け
ば、
こ
こ
に
建
物
が
増
え
た
と
か、
田
ん
ほ
が
減
っ
た
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
発
見
で
き
る
だ
ろ
う。
反

対
に
大
ら
か
な
気
持
ち
で
見
る
と、
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か、
と
も
言
え
る。
周
洲
に
高
い
ビ
ル
も
建

っ
て
い
な
い
し、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
合
掌
造
り
の
建
物
が
よ
く
残
っ
た
も
の
だ、
と。

節
二〗早
で
は
「
何
が
変
わ
っ
た
の
か」
と
い
う
間
い
に
答
え
る
材
料
を
提
供
す
る
た
め
に、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
荻
町
の
景
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か、
歴
史
的
な
変
化
も
踏
ま
え
な
が
ら
紹
介
し
た
い。

「
景
観」
と
は
何
か
と
い
う
議
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
木
や
学
会
で
尽
く
さ
れ
て
い
る。
景
観
は
「
も
の
の
見
方
だ」
と

い
っ
た
の
は
デ
ニ
ス
・
コ
ス
グ
ロ
ー
ブ
だ
が、
広
く
と
ら
え
る
と
第一
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
ま
な
ざ
し」
は
景
観
の

詔
識
そ
の
も
の
で
も
あ
る。
一
般
的
な
則
解
と
し
て
の
景
観
は
「
も
の
の
眺
め」
で
あ
る。
人
間
を
と
り
ま
く
環
炭
を

「
見
る」
こ
と
に
よ
っ
て
「
景
観」
が
牛
成
す
る。
こ
の
よ
う
な
景
観
に
つ
い
て
把
梶
す
る
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が

あ
る。
民
俗
学
的
に
「
な
ぜ」
「
ど
の
よ
う
に
し
て」
そ
の
景
観
が
成
り
立
ち
糾
持
さ
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
方

法
も
あ
れ
ば、
景
観
工
学
と
言
わ
れ
る
分
野
の
よ
う
に
「
ど
こ
か
ら」
「
何
が」
見
え
る
の
か
と
い
う
数
値
的
な
分
析

を
す
る
方
法
も
あ
る。
「
景
観」
の
本
家
で
あ
る
地
理
学
で
は
土
地
利
用
や
地
質
に
着
目
し
た
研
究
も
あ
る。
「
景
観」

景
観
と
変
化



I20 

図2-1 展望台からの風景（昭和24年）

細江光洋編著『lit界遺産白川郷 幻の躾落を追って50年』p.30より 一 部抜粋

図2-2 展望台からの風景（平成17年）
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の
と
ら
え
力
は
い
く
つ
も
あ
る
が、
本
書
で
は
実
際
に
荻
町
に
あ
る
「
モ
ノ」、

る
そ
れ
そ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い。
景
観
を
構
成
し
て
い
る
要
素
は、
合
掌
造
り
の
建
物
に
始
ま
っ
て

道
や
空、
川
ん
ほ
の
カ
エ
ル
に
全
る
ま
で
あ
げ
る
と
き
り
が
な
い
の
だ
が、
こ
こ
で
は
保
存
に
か
か
わ
る
変
化
を
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
建
物、
農
地、
水
路
な
ど
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る。

荻
町
の
景
観
を
考
え
る
と
き
に
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が、
そ
れ
が
保
存
の
対
象
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る。
「
保
什」
と
い
う
糊
き
か
ら
は
そ
れ
が
「
変
化
し
な
い
も
の」
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い。

し
か
し、
人
々
が
そ
こ
に
活春
ら
し
て
い
る
以
上、
景
観
は
営
に
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
り、
す
べ
て
が
全
く
変
化
し
な

い
状
態
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
景
観
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う。
そ
れ
で
は、
文
化
財
で
あ
り
世

界
遺
産
で
も
あ
る
「
景
観」
を
「
ま
も
る」
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で、
実
際
に
は
何
が
起
こ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
佃
々
の
要
素、
ひ
い
て
は
景
観
全
体
を
支
え
て
い
た
生
活
や
し
く
み
は
「
保
存」
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か、
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か。

「
景
観」
と
い
う
と
墜
苦
し
い
か
も
し
れ
な
い
が、
合
掌
造
り
の
建
物
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
変

化
し
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
る
さ
ま
や、
「
保
存」
が
そ
の
変
化
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ほ
し
た
の
か
を
見
て
い

き
た
い。

つ
ま
り
景
観
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い



っ―っ～ー

合
掌
造
り
の
建
物
と
は

は
じ
め
て
合
掌
造
り
の
建
物
を
見
た
人
は
そ
の
人
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
だ
ろ
う。
合
掌
造
り
の
処
物
が
う
ず
く
ま
っ

て
並
ん
で
い
る
様
子
が
宮
崎
駿
の
映
圃
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ」
に
出
て
く
る
巨
大
惜
虫
の
「
オ
ー
ム」
の
よ
う
だ
と

感
想
を
述
べ
た
人
が
い
る
が、
そ
の
茅
屋
板
の
鼠
感
と
質
感
は
何
度
見
て
も
す
こ
い
と
息
う
も
の
で
あ
る。

さ
て、
わ
れ
わ
れ
建
築
の
素
人
に
は
も
っ
と
も
わ
か
り
に
く
い
「
世
界
遺
廂
の
価
値」
が、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
も

絶
鈴
し
た
「
構
造
の
す
ば
ら
し
さ」
で
あ
る。
筒
単
に
い
う
と、
巨
大
な
合
掌
造
り
の
屋
根
の
部
分
は
中
が
広
い
空
間

に
な
っ
て
お
り、
そ
の
大
窄
間
を
確
保
す
る
た
め
に
構
造
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る。
切
妻
造

ヵ

り
の
民
家
の
屋
恨
は
粋
通、
束
を
立
て
て
尻
恨
を
支
え
る
が、
そ
う
す
る
と
屋
根
裏
の
空
間
の
亜
直
力
向
に
束
が
立
ち

並
ん
で
し
ま
う。
し
か
し、
合
党
材
と
梁
で
三
角
形
に
す
れ
ば
三
角
の
中
は
ガ
ラ
ン
と
し
た
大
空
間
が
確
保
で
き
る
の

で
あ
る
（
図
2|
3)。
合
掌
造
り
の
建
物
を
三
階
廷
て、
五
附
建
て、
と
い
う
人
も
い
る
が、
「
ア
マ」
と
呼
ば
れ
る

屋
根
の
部
分
は
養
蚤
に
使
う
た
め
簡
単
な
板
で
区
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
で、
も
と
も
と
は
生
活
す
る
場
所
で
は
な
い。

合
掌
造
り
の
建
物
で
も
う
ひ
と
つ
お
も
し
ろ
い
点
は、
下
の
「
箱」
の
部
分
と
屋
根
の
部
分
の
連
結
部
が
い
っ
さ
い

囚
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る。
「
合
常」
と
呼
ば
れ
る
太
い
構
造
材
は
そ
の
先
端
が
爪
楊
枝
の
よ
う
に
尖
っ
て

（「
コ
マ
ジ
リ」
と
言
う）、
卜
の
ウ
ス
バ
リ
の
窪
み
に
釘
も
縄
も
使
わ
ず
に
自
分
の
重
み
で
乗
っ
か
っ
て
い
る
だ

（
図
2|
4)。
実
は
合
掌
の
屋
根
の
部
分
は
村
の
人
々
が
自
分
た
ち
で
つ
く
り、
家
の
人
が
生
活
す
る

け
な
の
で
あ
る

い
て

2

建

物
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叉首（合掌）

図2-3 合掌造りの構造（上）と 一般の民家の構造（下）
参考：斎藤英俊「合理性から生まれた合掌の美」f朝日ビジュアルシリ ー ズ
本辿産No.9 白）1 |郷・ 五箇Ill』朝日新聞社（平成14年）、 p.8

El 

に
「
養
蚕
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
千
七

の
大
工
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

あ
る。
屋
恨
の
合
掌
材
は
縄
や
ネ
ソ
と

呼
ば
れ
る
マ
ン
サ
ク
の
木
で
縛
っ
て
固

定
さ
れ
て
お
り、
こ
れ
で
衝
撃
を
吸
収

す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い。

風
の
強
い
日
に
合
常
追
り
の
建
物
に
泊

ま
っ
て
い
る
と、
合
掌
材
が
前
後
に
軋

む
「
ギ
ィ
ー、
ギ
ィ
ー」
と
い
う
恐
ろ

し
い立日
が
す
る
が、
こ
れ
が
合
掌
造
り

の
強
さ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る。

合
掌
造
り
の
屋
根
の
起
源
に
つ
い
て

宮
澤
は、
こ
の
大
空
間
を
つ
く
る
た
め

百
年
ご
ろ
の
あ
る
時
期
に一
気
に
で
き

上
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る」
と
推
論
し

?i
 

て
い
る。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
合
掌
造
り

が
で
き
上
が
っ
た
の
か
と
い
う
埋
由
は

一
階
の
「
箱」
の
部
分
は
富
山
や
高
山
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図2-4 合掌のコマジリ（神[Il家、 平成19年）

図2-5 合掌造りの大空間（神田家、 平成19年）
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超
え
て
い
る。

謎
に
包
ま
れ
て
き
た
が、
宮
澤
ら
長
年
続
け
て
き
た
合
掌
造
り
の
建
物
の
研
究
者
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る。
投
蛋
と
密
扱
に
結
び
つ
い
て
発
述
し
た
合
掌
造
り
の
建
物
だ
が、
聞
い
た
話
で
は
白
川
村
で

最
後
ま
で
捉
棄
を
や
っ
て
い
た
人
が
や
め
た
の
が
昭
和
四
十
七
年
で、
そ
れ
以
来
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う。
養

蚤
の
衰
退
に
伴
い、
ア
マ
は
物
附
等
に
変
化
し、
平
成
十
三
年
に
は
合
常
造
り
の
軸
部
修
理
の
院
に
居
室
と
し
て
利
川

で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
が
登
場
し
た。
ま
た、
当
初
は
合
掌
造
り
家
屋
に
は
「
マ
ヤ」
と
呼
ば
れ
る
馬
や
牛
を
飼
う

場
所
が
人
1
の
脇
に
あ
り、
以
前
は一
絣
の
家
屋
で
生
活
し
て
い
た
の
だ
が、
農
耕
に
牛
馬
を
使
わ
な
く
な
る
に
つ
れ

て
マ
ヤ
は
居索
手や
風
呂
場
や
洗
面
所
な
ど
に
変
わ
っ
て
い
っ
た。
昭
和
中
ご
ろ
か
ら、
投
蚕
業
や
農
業
か
ら
建
設
業
や

観
光
菜
へ
と
住
ん
で
い
る
人
の
生
業
が
大
き
く
変
化
し
た
結
呆、
建
物
の
使
い
方
も
変
化
し
た
の
で
あ
る。
以
在
六
十

一
棟
あ
る
荻
町
の
合
掌
造
り
の
建
物
の
う
ち、
民
．紹
や
飲
食
店
な
ど
観
光
業
関
連
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
半
数
を

き
た
い

ー

、

（
反
2
|
6

合
掌
造
り
と
は
何
か
と
い
う
間
い
に
宮
澤
は
「
合
掌
造
り
の
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
部
分
は、
茅
葺
き
の
大
き
な
屋
根
の

外
観
と
構
造
に
あ
る。
（
中
略）
合
掌
造
り
の
小
屋
組
み
を
変
え
て
瓦
蝉
き
や
鉄
板
疵
き
に
鉦
き
替
え
た
な
ら
ば、
合

掌
造
り
と
い
え
る
だ
ろ
う
か。
反
対
に
白
川
郷
や
五
箇
山
の
瓦
蝉
き
の
家
の
屋
根
を
茅
葺
き
の
大
き
な
歴
根
に
改
造
す

れ
ば
誰
も
が
合
掌
造
り
と
お
も
う
も
の
が
で
き
あ
が
る」
と
述
べ
て
い
る。
要
す
る
に、
屋
根
の
な
い
合
掌
造
り
の
建

物
な
ん
て
合
掌
造
り
に
は
見
え
な
い
よ、
と
い
う
わ
け
で、
合
掌
造
り
の
外
観
上
の
特
徴
は
そ
の
巨
大
な
屋
根
に
あ
る

こ
と
は
町
ら
か
で
あ
る。
建
物
の
利
川
が
時
代
と
共
に
変
わ
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が、
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
息
え
る
合
掌
造
り
の
屋
根
の
「
見
た
目」
も
実
は
変
化
し
て
い
る。
こ
こ
で
も
二
枚
の
写
真
を
比
べ
て
い
た
だ

2I
7)。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
「
ま
る
で
褐
色
の
毛
皮
そ
っ
く
り
だ」
と
絶
賛
し
た
と
こ
ろ
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図2-6 全体にクタッととした印象の屋根

「既作」白川村役場所蔵資料(llf-｛和41年）

の
毛
皮
の
「
毛
並
み」
が
古
い
ほ
う
は
少
し
荒

い
感
じ
が
す
る。
新
し
い
ほ
う
は
血
統
書
つ
き

の
よ
う
に
ス
ム
ー
ス
で
角
も
キ
ッ
チ
リ
し
て
い

る。
ま
た、
妻
面
も
古
い
合
掌
造
り
で
は
簾
の

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が、

新
し
い
も
の
は
板
壁
に
白
い
障
子
で、
ク
ッ
キ

リ
整
然
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う。
昭
和
六
十
二
年
の
調
査
で
は
合
掌
造

り
の
建
物
の、
「
茅・
障
子
戸・
板
壁
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
か
ら
な
る
明
快
な
デ
ザ
イ
ン
の
妻
面

と、
量
感
あ
ふ
れ
る
大
屋
根
の
形
態」
が
群
と

な
っ
て
印
象
的
な
景
観
を
つ
く
り
出
し
て
い
る

と
こ
ろ
を
そ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
て
い
る。
し

か
し、
現
在
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
妻
面
の
障
子

向

窓
に
関
し
て
宮
澤
は
「
ど
う
も
こ
の
窓
は
合
掌

追
り
本
来
の
姿
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る。
合
掌

造
り
が
変
わ
っ
て
き
た
過
程
の
ひ
と
つ
の
姿
で

あ
る」
と
し
て
い
る。
荻
町
で
は
夕
方
に
な
る
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図2-7 荻町の合掌造りの建物
修理を終えたばかりの建物で、 屋根の茅もきっちり刈り込まれt並みが良い

（平成16年）

と
屋
根
裏
に
白
熱
灯
を
と
も
し、
障
子
の
部

分
が
ぼ
う
っ
と
光
る
幻
想
的
な
景
色
を
つ
く

り
出
し
て
い
る。
し
か
し
古
い
写
真
で
は
妻

面
に
盛
大
に
洗
濯
物
を
干
し
て
い
る
も
の
も

多
く
見
ら
れ、
幻
想
的
な
も
の
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
生
活
観
に
あ
ふ
れ
る
た
く
ま
し
い

外
観
だ
っ
た
と
い
え
る。

そ
の
ほ
か
茅
虹
き
の
建
物
で
目
に
つ
く
の

が
「
ミ
ニ
合
掌」
の
よ
う
な
小
さ
な
処
物
で

あ
る。
111
ぎ
わ
の
傾
斜
地
や
大
き
な
合
掌
造

り
の
主
屋
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
建
っ

て
い
る
の
は
火
事
な
ど
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め

と
も
言
わ
れ
て
い
る。
地
区
内
に
は
全
部
で

三
十
棟
以
上
あ
る
が、
こ
れ
ら
は
ハ
サ
小
屋、

板
倉
（
図
21
8)
な
ど
で
生
活
の
た
め
に

必
要
だ
っ
た
建
物
で
あ
る。
ハ
サ
小
屋、
板

倉
は
今
も
多
く
が
稲
の
乾
燥、
農
機
具
肌、

物
置
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る。
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図2-8 板倉（平成］1年）

合
掌
造
り
で
は
な
い
建
物
た
ち

「（
合
掌
で
は
な
い）
普
通
の
家
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
ね
え」

と
は
展
望
台
に
登
っ
た
観
光
客
の
多
く
が
発
す
る
言
葉
で
あ

る。
実
際、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
見
る
よ
り
も、
合
掌
造
り
で

は
な
い
建
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
（
図
2,
9)。
既
往
研
究
に

記
載
さ
れ
て
い
る
建
物
の
数
を
み
る
と、
合
掌
造
り
で
は
な

い
建
物
が
明
治
期
に
は
二、
三
棟
し
か
な
か
っ
た
の
が、
昭

和
二
十
六
年
で
は
五
十一
棟、
昭
和
三
十
三
年
に
は
百
四
十

一
棟、
平
成
七
年
は
三
百
十
二
棟
と
な
っ
て
い
る。
参
考
に

し
た
資
料
で
は
何
を
も
っ
て
「
家
屋」
と
し
て
い
る
の
か
が

違
う
た
め
単
純
に
は
比
校
で
き
な
い
も
の
の、
明
治
期
か
ら

の
百
年
ほ
ど
で
激
増
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る。
昭
和
二

十
七
年
に
稲
垣
は
「
草
葺
で
な
い
家
屋
は、
尾
神、
平
瀬、

荻
町、
鳩
谷
な
ど
に
そ
の
多
く
が
集
中
し
て
お
り、
そ
れ
ら

は
大
正
以
降
の
分
家
も
し
く
は
転
入
者、
す
な
わ
ち
兼
業
専

業
の
商
工
業
者
た
ち
の
形
づ
く
る
町
家
が
主
な
内
容
で
あ

る。
（
中
略）
農
家
の
中
に
も
草
疵
で
な
い、
板
輝
緩
勾
配
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図 2-9 地 区 内 あ る 合掌造 り 以外の建物 （平成 ］ 6 年 ）

の
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も、
全
村
に
わ
た
っ
て
少
数
に
過
ぎ

ず、
そ
の
い
ず
れ
も
が
町
家
と
同
様
大
正
以
降
に
建
て
ら
れ向

る
か、
ま
た
は
他
村
よ
り
移
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う」

と
し、
さ
ら
に
「
そ
の
町
屋
の
大
部
分
は
小
規
模
且
つ
粗
策

な
構
造
し
か
も
た
ぬ
も
の
で、
そ
の
役
弱
さ
は
戦
後
わ
れ
わ

れ
が
都
市
で
見
恨
れ
た
バ
ラ
ッ
ク
を
房
罪
さ
せ
る」
と
あ
り、

大
正
期
か
ら
分
家
や
商
工
業
者
の
家
屋
と
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
の、
外
観
は
か
な
り
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る。
こ
う
し
た
茅
蝉
き
で
は
な
い
建
物
の
う
ち
八
棟
は

「
荻
町
集
落
の
家
屋
の
形
式
の
変
化
を
具
休
的
に
示
す
も
の

で
あ
り、
ま
た、
現
在
で
は
集
落
の
景
観
に
調
和
し
て
い
る」

の
で、
伝
統
的
建
追
物
に
指
定
さ
れ
保
存
の
対
象
と
な
っ
て

い
る。
つ
ま
り、
合
掌
造
り
の
建
物
だ
け
で
な
く、
明
治
か

ら
附
え
続
け
た
板
屋
根
や
ト
タ
ン
屋
根
の
建
物
も
「
荻
町
の

建
物
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か」
を
示
す
重
要
な

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
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新
た
に
合
掌
造
り
の
建
物
を
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
訳

荻
町
で
は
新
し
く
合
掌
造
り
の
建
物
を
つ
く
つ
て
は
い
け
な
い。
文
化
財
関
係
者
な
ら、
「
あ
た
り
ま
え
だ
ろ」
と

言
う
だ
ろ
う
し、
一
般
の
人
は
「
な
ぜ」
と111心
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る。
新
し
い
合
掌
造
り
の
建
物
を
伝
統
的
な
工
法
で

建
て
て
は
い
け
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か。

実
は
軋
界
辿
産
に
登
録
さ
れ
る
ま
で
は、
合
掌
造
り
の
建
物
の
新
築
や
移
築
は
行
わ
れ
て
い
た。
西
山
に
よ
る
と、

昭
和
五
十
四
年
か
ら
平
成
七
年
ま
で
に
枡
築
さ
れ
た
合
常
追
り
の
建
物
は
八
棟
あ
り、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
土
産
物
屋

や
飲
食
店
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う。
ま
た、
指
足
さ
れ
た
伝
統
的
建
造
物
の
数
も
昭
和
五
ト一
年
当
時
は
九
卜

四
棟
だ
っ
た
も
の
が、
附
和
六
十
二
年
の
見
直
し
調
査
の
時
点
で
八
棟
が
崩
壊·
解
休
な
ど
で
な
く
な
り、
祈
た
に
三

十
□
棟
が
加
え
ら
れ
合
計
百
十
七
棟
と
な
っ
た。
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
八
棟
に
関
し
て
そ
の
経
綺
は
町
ら
か
で
な
い

が、
崩
壊
だ
け
で
な
く
「
鮒
休」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
選
定
後
の

十
年
ほ
ど
は
合
掌
造
り
の
建
物
の
移
築
や
新
築、
附
休
な
ど
必
炭
に
応
じ
た
動
き
が
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る。

こ
こ
で、
地
区
の
建
物
を
分
類
す
る
晶
紙
に
つ
い
て
説
明
す
る。
少
し
や
や
こ
し
い
の
が
「
合
掌
造
り
で
あ
る
か
な

い
か」
「
伝
統
的
建
造
物
で
あ
る
か
な
い
か」
「
主
控
か
附
屈
厨
か」
「
茅
＂耳
き
か
茅
輝
き
で
な
い
か」
の
四
通
り
あ
る

こ
と
で
あ
り、
そ
れ
ぞ
れ
が
複
雑
に
人
れ
f
に
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
（
表
2|
l)。
つ
ま
り、
合
掌
造
り
の
処
物

で
あ
っ
て
も
「
伝
統
的
建
造
物」
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
し、
合
掌
造
り
の
建
物
で
は
な
い
ト
タ
ン
虹
き

の
建
物
で
も
「
伝
統
的
建
追
物」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る。
合
掌
造
り
の
建
物
で
あ
っ
て
も

「
伝
統
的
建
造
物」
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
な
っ
て
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表 2-1 建 物 の分類
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か
ら
地
区
に
移
築
さ
れ
た
新
し
い
合
掌
造
り
が
あ
る
た
め
て
あ
る 。

こ
れ
ら
は
現
在
士
肝
物
屋
な
ど
に
な
っ
て
お
り 、
伝
統
的
建
造
物
で

な
い
と
い
う
の
は
見
た
目
で
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い 。

実
は
「
建
て
て
は
い
け
な
い」
と
明
文
化
さ
れ
た
の
は 、

附
の
登
録
に
向
け
て
の
人
幅
な
規
制
の
見
直
し
の
と
き
で
あ
る 。
附

和
五
十一

年
に
つ
く
ら
れ
た
白
川
村
荻
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
保
介
叶
圃
が
机
界
追
産
登
録
の
前
の
平
成
六
年
に
改
訂
さ
れ
た 。

内
容
は
仝
而
的
に
占
き
変
え
ら
れ 、

保
存
計
両
で
は
「
切
よ
合
常
造
り」

伝
統
的
建
造
物
に
関
し
て
も
旧

こ
閃
し
て

•

I
 

「
外
観
及
ひ
泊
路
上

よ
り
容
易
に
観
察
で
き
る
内
部
の
現
状
を
維
持
す
る
こ
と」

い
る
の
に
対
し 、
妍
保
存
計
圃
で
は

観
の
維
持
を
目
的
と
し
た
修
理
を
行
う」

と
根
拠
に
払
づ
く
も
の
と
す
る」

「
現
状
の
構
造
及
ひ
歴
根 、
外

「
復
原
は 、
科
学
的
調
査

と
な
っ
て
い
る 。

枇
界
遺

と
し
て

あ
く
ま
で
も
H

に
見
え
る
外
観
を
保
存
す
る
と
い
う
「
フ
ァ
サ
ー
ド

保
存」
に
重
点

を
お
き
つ
つ 、
復
原
は
痕
跡
調
壺
な
ど
を
も
と
に
「
科
学
的」
に
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
は 、
本
来
の
「
伝
統
的
建
辿
物
群

保
存
地
に
制
度」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
方
針
に
変
更
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る 。
ま
た
枡
築
に
関
し
て
も
新
し
い
保
存
計
画
の
巾
で
「
か
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つ
て
あ
っ

た
家
屋
を
科
学
的
根
拠
に
払
づ
い
て
復
原
す
る
も
の
以
外
は、

合
掌
造
り
に
似
せ
た
も
の
を
造
る
こ
と
は
で

き
な
い
」

と、

偽
物
の
防
止
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

斎
隊
は
こ
の
偽
者
防
止
の
条
文
を
日
本
で
は
じ
め
て
の
修
景
基
準
で
他
に
例
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
し、

新
築

の
禁
化
に
つ
い
て
観
光
日
的
で
合
掌
造
り
の
建
物
を
新
築
す
る
こ
と
は
「
現
代
と
い
う
時
代
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

を
失
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
C

も
う
少
し
筒
単
に
い
う
と、

地
区
に
新
し
く
つ
く
る
合
掌
造
り
の
処
物

は
「
ほ
ん
も
の
」

で
は
な
い
。

ま
し
て
や
そ
っ

く
り
同
じ
工
法
で
処
て
れ
ば
「
ほ
ん
も
の
」

と
「
祈
し
い
も
の
」

の
区

別
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
間
氾
な
の
で
あ
る
。

文
化
財‘

特
に
匪
界
辿
産
で
は
木
書
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ

う
に
「
ほ
ん
も
の
」

で
あ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

建
物
を
修
理
す
る
場
合
も
「
ど
の
材
料
が
祈

し
く
袖
わ
れ
た
の
か
」

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
し、

本
来
の
材
料
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
正

し
い

汀
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
ほ
ん
も
の
か
ど
う
か
」

と
い
う
も
の
は
「
概
念」

と
し
て
は
な
る
ほ
ど
、

「
追
廂」

は
そ
う
や
っ

て
価
伯
が
保
た
れ
て
い
る
の
だ
な、

と
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し、

実
院
に
荻
町
の
「
集

落」

を
見
た
場
合、

何
が
ほ
ん
も
の
で
何
が
は
ん
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か。

話
は
そ
う
的
叩
で
は
な
い
。

今
の
と

こ
ろ、

荻
町
の
場
合
は
「
伝
統
的
建
追
物」

に
指
定
さ
れ
て
い
る
建
物
が
「
ほ
ん
も
の
」

と
い
う
考
え
方
で
進
め
ら
れ

て
い
る
と
い
っ

て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う。

も
し
規
闘
が
な
く
て、

荻
町
に
二
r
11
棟
以
卜
あ
る
ト
タ
ン
屋
根
の
建
物
が
す
べ
て
合
掌
造
り
の
建
物
に
変
わ
っ

て
し

ま
っ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

荻
町
は
人
き
な
茅
の
屋
根
で
ギ
ュ

ウ
ギ
ュ

ウ
の
お
し
あ
い
へ

し
あ
い
と
い
う
状
況
に
な
っ

て
し
ま
う。

そ
ん
な
景
色
は
ほ
ん
も
の
の
荻
町
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
い

う
わ
け
で、

あ
る
時
点
で
そ
れ

以
上
附
え
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
こ
と
が
必
災
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
あ
る
時
点」

と
い
う
の
が
微
妙
だ
が、
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図 2-1 0 上町 に 昭和 40 年代に移築 さ れ た合掌造り の建物
住民 に と っ て は 「帰 っ てきたな 」 と ホ ソ と す る 屈色 （平成 ］ l 年 ）

一
棟
は一
章
の
集
落
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
「
そ
ら
き

そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
が
重
要
伝
統
的
建
造
物
に
指
定
さ

れ
た
と
き
で
あ
り、
た
と
え
観
光
目
的
で
あ
っ
て
も

実
は
観
光
用
に
移
築
さ
れ
た
合
掌
造
り
の
建
物
が

荻
町
の
代
表
的
な
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る

か

ん

ま

ぢ

上
町
と
い
う
場
所
が
あ
る
（
図
2

ー

10)。
田
を
前
景

に
し
て
大
き
な
合
掌
造
り
が
三
棟、
少
し
ず
つ
位
僧

を
ず
ら
し
て
並
ん
で
い
る。
建
築
主
が
移
築
の
と
き

に
も
っ
と
も
美
し
い
構
図
と
な
る
よ
う
に
配
忠
し
た

結
果、
こ
の
景
色
が
で
き
上
が
っ
た。
こ
の
三
棟
は

い
ず
れ
も
附
和
四
十
年
代
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で、

伝
統
的
建
造
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る。
航
空
写
真

で
見
る
と、
も
と
か
ら
あ
る
上
町
の
合
掌
造
り
の
建

物
は
山
際
に
か
た
ま
っ
て
い
て、
ま
っ
す
ぐ
な
道
に

並
行
に
建
て
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
建
物
が「
自
然
発
生」

し
た
並
び
方
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る。
こ
の
う
ち
の

対
象
と
な
っ
て
い
る。

昭
和
四
卜
年
代
ま
で
に
移
築
さ
れ
た
も
の
は
保
存
の
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た
ま
ご
す
け
！」
の
有
家
ヶ
原
と
い
う
集
落
の
北
さ
ん
の
合
棠
造
り
の
建
物
で、
名
前
を
と
っ
て
「
基
多
の
庄」
と
い

う
レ
ス
ト
ラ
ン
に
な
っ
て
い
る。
平
成
十
三
年
に
観
光
客
と
白
川
村
の
人
を
対
象
に
「
荻
町
の
中
で
美
し
い
と
思
う
景

観」
を
撮
影
し
て
も
ら
う
調
査
を
行
っ
た。
こ
の
と
き、
多
く
の
白
川
村
民
が
こ
の
場
所
を
撮
影
し、
そ
の
理
由
と
し

て
「
こ
の
景
色
を
見
る
と
家
に
婦
っ
て
き
た
な
と
ホ
ッ
と
す
る」
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た。
高
山
方
面
か
ら
荻
町

に
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
も
う
家
だ、
と
い
う
目
印
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る。
つ
ま
り、
観
光
用
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
も、
年
月
を
経
て、
白
川
村
に
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
も
な
く
て
は

な
ら
な
い
景
色
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る。

枇
界
逍
産
で
取
り
ざ
た
さ
れ
る
「
ほ
ん
も
の
か
ど
う
か」
と
い
う
視
点
は
と
て
も
概
念
的
で、
議
論
を
難
し
く
哲
学

的
に
す
る。
建
っ
て
か
ら
何
年
す
れ
ば
ほ
ん
も
の
に
な
る
の
か、
投
蚕
用
に
建
て
る
の
で
あ
れ
ば
ほ
ん
も
の
な
の
か、

と
「
ほ
ん
も
の」
に
関
し
て
は
「
建
て
て
は
い
け
な
い」
側
と
「
建
て
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か」
と
い
う
側
の
主
張

は
か
み
あ
わ
な
い
水
掛
け
論
と
な
る。
文
化
財
や
枇
界
逍
陪
と
い
う
の
は
あ
る
設
定
さ
れ
た
価
値
付
け
や
評
価
の
結
呆

で
あ
っ
て、
あ
く
ま
で
も
「
も
の
の
見
方」
の
ひ
と
つ
で
あ
る。
こ
こ
に
あ
げ
た
「
ホ
ッ
と
す
る
景
色」
の
例
か
ら
は

「
ほ
ん
も
の
に
せ
も
の
論」
だ
け
で
は
な
い、
も
う
少
し
別
の
「
も
の
の
見
方」
も
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る。

規
制
と
増
築
と

ー
事
例
そ
の一

荻
町
の
民
宿
に
泊
ま
っ
て
嬉
し
い
の
は、
ほ
と
ん
ど
の
家
の
ト
イ
レ
や
洗
面
所、
お
風
呂
な
ど
の
水
回
り
が
大
変
消

潔
で
使
い
や
す
い
こ
と
で
あ
る。
ト
イ
レ
は
た
い
て
い
温
水
洗
浄
の
つ
い
た
便
座
で
快
適
こ
の
う
え
な
い。
と
こ
ろ
が、

こ
の
ト
イ
レ
や
風
呂、
洗
面
所
は
合
掌
造
り
の
建
物
を
増
築
し
た
部
分
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い。
荻
町
を
訪
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図2-1 1 増築 さ れ た 合掌造 り の建物

布側の ト タ ン ／冦根の と こ ろ がJ:1許築部分 （平成 11 年）

合
掌
造
り
の
建
物
の
贈
築
は、
主
に
妻
而
に一
階

ぉ
ち
ゃ

建
の
木
造
ト
タ
ン
屋
板
の
落
屋
と
呼
ば
れ
る
部
分
を

付
け
足
す
も
の
で
あ
る
（
図
2|
11)。
伝
統
的
建
造

物
に
関
す
る
保
存
仏
準
で
は
も
と
の
床
而
柏
の
二
分

の一
を
越
え
な
い
範
圃
で
増
築
を
し
て
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る。
つ
ま
り、
も
と
も
と
あ
る
合
掌
造

り
の
建
物
の
半
分
の
而
柏
を
つ
け
た
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る。
民
宿
や
飲
食
店
に
使
川
さ
れ
て
い
る
合
掌

造
り
の
建
物
は
も
と
の
居
室
部
分
を
宿
泊
や
休
憩
に

使
用
す
る
た
め、
家
族
の
住
む
と
こ
ろ
を
確
保
す
る

た
め
に
増
槃
が
必
要
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る。
家
族

が
仕
む
場
所
は
少
し
で
も
広
く
し
た
い
か
ら、
晶
池

の
H1
杯
ま
で
増
築
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り、

現
在
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た。
西
山
は
景
観
変

化
の
炭
因
と
し
て
増
築
を
詳
し
く
分
析
し、
妻
面
に

落
屋
を
増
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
掌
の
プ
ロ
ポ
ー

れ
る
私
た
ち
も
増
築
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
わ
け
で

あ
る。
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シ
ョ
ン
が
悪
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
伝
統
的
建
造
物
の
改
変
に
つ
い
て
は
ま
ず
白
川
郷
荻
町
集
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
（
以
下
「
守
る
会」）

で
審
議
を
し、
さ
ら
に
学
識
経
験
者
や
村
の
他
地
区
の
代
表
者
が
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
「
伝
建
徘」
と
呼
ば
れ
る
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
審
議
会
で
年
二
阿、
喧
々
閲
々
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
る。
合
掌
造
り
の
建
物
の
増
築

に
つ
い
て
も
面
積
が
二
分
の一
以
内
と
い
う
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
か
ど
う
か、
あ
る
い
は
そ
の
増
築
は
悲
準
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
妥
当
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
長
時
間
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る。
「
伝
処
審」
の
増
築
に
関
す
る
議

論
と
し
て
興
味
深
い
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う。

A
さ
ん
は
平
成
十
三
年
に
現
状
変
更
の
巾
請
を
出
し
た。
そ
の
内
容
は
合
掌
造
り
の
屋
根
を
二
間
（
約
三
・
六
メ
ー

ト
ル）
分
仲
ば
し
た
い
と
い
う
希
望
で
あ
る。
変
更
の
希
望
を
出
し
た
当
主
の
父
親
が
附
和
四
十一
年
に
改
築
し
た
と

き
に、
そ
の
部
分
を
合
掌
屋
根
に
し
た
か
っ
た
の
だ
が、
当
時
は
資
金
と
資
材
が
な
く
て
断
念
し、
後
に
屋
根
だ
け
を

ト
タ
ン
か
ら
茅
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
合
掌
造
り
の
部
分
と
軒
を
そ
ろ
え
て
施
工
し
た。
し
か
し、
屋
根
を

合
掌
に
し
な
い
う
ち
に
昭
和
五
十一
年、
伝
統
的
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め、
合
掌
造
り
の
屋
根
が
途
中

か
ら
ト
タ
ン
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
外
観
の
ま
ま
今
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
て、
見
た
日
が
良
い
と
は
い
え
な
い。
ト

タ
ン
の
と
こ
ろ
を
茅
益
き
に
す
れ
ば
明
ら
か
に
「
見
た
目」
は
良
く
な
る
の
で
あ
る。

伝
統
的
建
造
物
は
「
現
状
の
構
造
及
び
屋
根、
概
観
の
維
持
を
目
的
と
し
た」
修
珊
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り、

「
現
状」
と
い
う
の
は
伝
統
的
建
追
物
指
定
時
と
い
う
こ
と
に
な
る。
た
だ
し、
「
後
tit
の
改
造
や
修
埋
で
伝
統
的
建
造

物
の
価
値
を
甚
だ
し
く
損
ね
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は、
復
原
修
理
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
が、
個
別
的
な
経
緯

や
事
恰
も
柑
重
す
る」
と
も
な
っ
て
い
る。
伝
建
審
で
の
説
明
で
は
A
家
で
は
合
掌
の
屋
根
が
長
か
っ
た
と
い
う
「
事



1 37 なじ
、）?

t·F9
 

ク
牙

L
p、
9ユ”
I
J'’- 観

実」
は
な
い
が、
も
と
も
と
大
き
く
す
る
つ
も
り
で
改
築
を
し
て
い
た
と
い
う
「
意
思
の
根
拠」
は
あ
る、
さ
て
ど
う

し
た
も
の
か、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た。
結
局、
「
意
思
の
根
拠」
を
軒
の声向
さ
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
か
ら
「
科
学
的」

か
つ
詳
釧
に
把
握
し、
さ
ら
に
今
後
地
区
内
で
同
じ
よ
う
な
事
例
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
許
可
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た。
も
し
行
政
の
担
当
者
や
文
化
財
保
設
の
山
Yj

門
家
で
な
け
れ
ば、
明
ら
か
に
合
掌
造
り
の
建
物
の
外

観
が
良
く
な
る
今
回
の
変
更
の
ど
こ
が
そ
ん
な
に
間
題
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
に
追
い
な
い。
し
か
し、
「
規
制」

を
述
用
す
る
と
い
う
の
は
戚
に
厳
し
い
も
の
で、
主
般
的
な
見
た
目
の
良
し
悪
し
は
根
拠
に
は
な
り
得
ず、
附
文
化
さ

れ
た
基
北
の
文
脈
に
沿
っ
て
況
明
で
き
る
か
ど
う
か、
と
い
う
と
こ
ろ
が
最
大
の
焦
点
と
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
例

で
あ
る。

規
制
と
増
築
と
|
|
事
例
そ
の
二

次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
伝
統
的
建
造
物
以
外
の一
般
家
屋
の
新
築
や
改
築
で
あ
る。
こ
こ
数
年、
荻
町
は
建
築
ラ
ッ

シ
ュ
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
た
く
さ
ん
の
建
物
が
新
築
さ
れ
た。
も
ち
ろ
ん
「
新
築」
と
は
い
う
も
の
の、
基
準
が

あ
る
の
で、
む
や
み
に
建
て
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず、
今
ま
で
あ
っ
た
建
物
を
壊
し
て
そ
の一
・
五
倍
の
大
き
さ

ま
で
な
ら
建
て
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る。
し
か
し
荻
町
に
行
っ
て、
か
な
り
大
き
な
真
新
し
い
建
物
を
見
て

「
こ
こ
は、
以
前
は
ど
ん
な
建
物
だ
っ
た
か
な」
と
首
を
ひ
ね
る
の
は
旬
度
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
改
築
や
断
築
も、

も
ち
ろ
ん
守
る
会
と
村
の
教
育
委
員
会
の
許
可
を
も
ら
わ
な
い
と
勝
手
に
は
建
て
る
こ
と
が
で
き
な
い。
昭
和
六
十
年

に
つ
く
ら
れ
た
「
景
観
保
存
基
準」
に
は
伝
統
的
建
造
物
は
も
ち
ろ
ん、
新
し
く
建
て
る
建
物
に
つ
い
て
も
非
常
に
こ

ま
か
く
外
観
の
材
料
や
仕
椋
が
定
め
ら
れ
て
い
る。
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こ
こ
で
も
桔
準
を
ち
ゃ
ん
と
ク
リ
ア
す
る
物
件
は
守
る
会
で
了
承
さ
れ
る
が、

少
し
「
ひ
ね
っ

た
」

巾
請
が
出
る
と

先
ほ
ど
の
伝
建
審
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ど
の
よ
う
に
審
議
さ
れ
て
い
る
の
か
興
味
深
い
一

例
と
し
て
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
選
定
後
に
移
築
さ
れ
た
1
州
を
道
路
沿
い
に
移
動
さ
せ、

改
修
（
新
築）

し
て
飲
食
店
を
間

き
た
い
と
い
う
巾
闇
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

こ
れ
は
今
あ
る
建
物
の
向
き
を
変
え
て
道
路
沿
い
に
少
し
動
か
し
た
い

と
い
う
災
望
で
あ
っ

た
。

阿
き
を
変
え
る
の
は
雪
の
処
判
の
た
め、

道
路
沿
い
に
動
か
す
の
は
（
多
分）

商
売
の
た
め
、

改
築
に
当
た
っ

て
は
今
の
材
料
を
極
力
使
う
し、

建
物
は
ち
ゃ
ん
と
基
準
に
あ
っ

た
デ
ザ
イ
ン
に
し
ま
す、

と
い
う
内

容
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
す
る
議
論
を
抜
粋
し
て
み
よ
う。

学
識
経
験
者

す
が、

あ
そ
こ
は
特
別
だ
と
後
で

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す。

景
観
は
良
く
な
る
と
息
い
ま
す
よ
。

厭
則
溢
の

れ
な
い
よ
う
に
。

そ
の
理
屈
を
他
の
す
べ
て
に
適
川
さ
れ
た
ら
困
る

地
区
の
建
築
担
当
者

こ
れ
が
伝
建
選
定
以
前
の
配
附
な
ら
ば
そ
れ
を
州
す
の
は
ま
ず
い
と
息
う
の
で
す
が、

こ

れ
が
伝
廷
選
定
十
年
後
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
な
か
で、

そ
れ
を
動
か
す
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
い
う
こ

と
を
言
え
る
か
と
。

委
員
一

自
分
の
敷
地
内
の
車
匝
や
納
屋
の
川
途
の
す
り
凡口
え
も
間
氾
か
と
も
息
う
の
で
す
け
ど
も。

学
識
経
験
者

保
有
計
画
そ
の
も
の
で
は
家
屋
を
店
鋪
に
使
う
こ
と
に
間
阻
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

B
も
店
舗
に

し
た
わ
け
で
す
か
ら
。

で
す。

こ
れ
そ
の
も
の
は
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
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学
識
経
験
者

売
ら
な
い
貸
さ
な
い
壊
さ
な
い
に
し
て
も、
売
ら
な
い、
貸
さ
な
い
に
関
し
て
は
法
律
で
は
規
制

で
き
な
い
わ
け
で
す
よ
ね。
こ
れ
を
守
る
会
で
や
っ
て
も
ら
う
の
は
非
常
に
貴
重
な
こ
と
な
わ
け
で
す。

さ
て
こ
れ
を
ど
う
す
る
か。

委
員
二

例
外
的
に
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
雪
の
話
だ
け
で
あ
れ
ば
向
き
を
変
え
る
と
い
う
だ

け
で
い
い
わ
け
で、
見
た
感
じ
は
良
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す。
す
り
替
え
た
形
で
こ
う
い
う
も
の
が
増
え

る
と
困
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね。

委
員
三

そ
の
可
能
性
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
う
よ。
車
庫
も
っ
と
る
で、
な
ん
や
ら
に
化
け
た
わ
と
い
う
こ
と

も
あ
る。
修
娯
と
い
う
意
味
で
は
良
く
な
る
可
能
性
は
あ
る
け
れ
ど
も、
他
の
人
た
ち
に
波
及
す
る
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
は
追
随
が
心
配。

学
識
経
験
者

積
極
的
な
評
価
と
し
て
は
家
並
み
の
連
続
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と、
後
ろ
に
駐
車
場
を
つ
く
る、

憐
と
の
取
り
合
い
の
間
姐
も
あ
っ
て、
い
く
つ
か
条
件
を
つ
け
て
許
可
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
か。

先
ほ
ど
の
合
掌
造
り
家
附
の
巾
閲
と
同
じ
く、
こ
こ
で
も
「
景
観」
的
に
は
良
く
な
る
け
れ
ど、
例
外
と
し
て
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か、
皆
を
説
得
さ
せ
る
だ
け
の
理
山
付
け
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
議
論
の
焦
点
が
あ
る。

審
議
会
で
は
こ
の
よ
う
に
と
き
に
は
こ
ま
か
な
佃
人
的
な
事
情
に
配
慮
し
な
が
ら
も、
柔
軟
に
か
つ
厳
し
く
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
巾
請
に
対
処
し
て
い
る
の
で
あ
る。

巾
賂）． 
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「
修
景」
と
い
う
言
＂集
を
間
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か。
造
園
や
都
市
計
画
の
分
野
で
は、
建
物
の
ま
わ
り
な
ど

に
デ
ザ
イ
ン
を
施
し
柏
栽
な
ど
の
賂
備
を
す
る
こ
と
を
「
修
景」
と
言
っ
た
り
す
る。
一
方、
「
歴
史
的
ま
ち
な
み」

の
場
合
に
は
伝
統
的
な
も
の
以
外
の
建
物
や
施
設
を、
伝
統
的
な
景
観
に
調
和
す
る
よ
う
に
規
制
を
設
け
る
こ
と、
あ

る
い
は
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
を
「
修
景」
と
い
う。
い
ず
れ
も
現
在
よ
り
良
い
景
色
に
す
る
た
め
に、
す
で
に
あ
る
状

況
に
手
を
加
え
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る。

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
だ
け
で
な
く、
多
く
の
「
歴
史
的
ま
ち
な
み」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
は、
な
ぜ
か
白
々

し
い
印
象
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る。
さ
ら
に
は、
伝
統
的
建
造
物
群
保
仔
地
区
に
行
く
と、
保
仔
地
区
の
境
界
が
見
た

だ
け
で
わ
か
る
場
合
す
ら
あ
る。
保
仔
地
区
は
き
れ
い
に
「
修
鼠」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
「
歴
史
的」
な
も
の

は
古
い、
古
い
ま
ち
な
み
に
は
占
い
建
物
が
あ
る
は
ず、
と
息
っ
て
来
て
み
た
ら
修
理
さ
れ
修
景
さ
れ
ピ
カ
ピ
カ
に
な

っ
た
「
歴
史
的」
な
娯
色
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
「
何
だ
か
ウ
ソ
っ
ぽ
い」
と
な
る
わ
け
で
あ
る。
逆
に
「
本
当
に
古

く
て
朽
ち
果
て
そ
う
で
訓
も
米
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ」
を
観
光
で
訪
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
だ
か
ら、
「
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
る
観
光
地
で
あ
る」
と
い
う
時
点
で
そ
の
「
ウ
ソ
っ
ぽ
さ」
は
つ
い
て
ま
わ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る。

五
ー
嵐
は
「
景
観
の
デ
ザ
イ
ン
が
叫
号
的
な
操
作
に
収
束
し
て
い
く」
こ
と
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
か、
「
歴
史
的
ま

ち
な
み」
か
ら
受
け
る
不
自
然
な
印
象
は、
お
そ
ら
く
「
保
存
対
象
と
し
て
の
伝
統
的
建
造
物
群」
が
「
歴
史
風
の
ま

ち
な
み」
と
い
う
記
号
と
し
て
拡
大
附
輻
さ
れ
た
結
呆
で
あ
る
と
も
い
え
る。

白
川
村
荻
川
伝
統
的
建
遥
物
群
楳
存
地
区
保
存
計
両
で
は「
歴
史
的
風
政
を
損
ね
る
状
態
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は、
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周
囲
の
景
観
に
調
査
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
修
景
を
行
う」
と
な
っ
て
お
り、
具
体
的
に
は
保
存
基
準
に
従
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る。
保
存
悲
準
で
は
翡
伝
統
的
建
造
物
に
閃
し
て
も
材
料、
色、
形
の
詳
細
な
基
準
が
設
け
ら
れ、
全

休
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
「
山
小
屋
風」
の
仕
物
に
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る。
こ
の
た
め、
こ
こ
十
年
ほ
ど
で
祈

築
の
「
山
小
屋
風」
の
建
物
が
地
区
内
に
建
ち
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た。
ち
な
み
に
こ
の
「
保
存
基
部」
が
で
き
る
前
に

建
て
ら
れ
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
非
伝
統
的
建
造
物
に
は、
稲
坦
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
バ
ラ
ッ
ク」
の
よ
う
な
ト
タ
ン

壁
の
も
の
も
あ
る
し、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
は
農
協
と
公
民
館
が
あ
る。
荻
町
で
も
御
多
分
に
洩
れ
ず、
基
準
に
ま

っ
た
く
合
っ
て
い
な
い
の
は、i
に
公
共
建
築
で
あ
る。
余
談
に
な
る
が、
現
在
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
陸
屋
根
で
「
景
観」

的
に
は
良
く
な
い
と
非
難
の
的
に
な
っ
て
い
る
農
協
も
昭
和
二
十
五
年
の
建
築
当
初
は
下
見
板
張
り
の
木
造
建
築
で
あ

っ
た
（
図
21
12)。
も
し
こ
の
建
物
が
残
っ
て
い
れ
ば、
同
じ
よ
う
な
「
山
小
屋
風」
が
並
ぶ
通
り
の
印
象
は
大
き
く

変
わ
っ
た
に
追
い
な
い。
い
ず
れ
に
せ
よ、
今
後
非
伝
統
的
建
造
物
が
基
準
に
従
っ
て
次
々
に
建
て
払日
え
ら
れ
れ
ば、

近
い
将
来
荻
町
は
修
景
さ
れ
た
「
山
小
屋
風」
と
「
合
掌
造
り」
と
い
う
二
種
類
の
建
物
の
み
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る。さ

て、
修
景
の
も
う
ひ
と
つ
の
悩
ま
し
い
ポ
イ
ン
ト
は
「
色」
で
あ
る。
色
に
関
し
て
基
禅
で
は、
新
築
は
自
然
色

ま
た
は
占
色
治、
増
改
築
は
占
色
派
と
な
っ
て
い
る。
こ
の
「
古
色」
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
続
け
ら
れ
て

き
た。
本
来
で
あ
れ
ば
「
生
木」
の
ま
ま
劣
化
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が、
防
腐
な
ど
の
目
的
で
材
料
に
何
ら
か
の

処
理
を
す
る
必
炭
が
あ
る。
こ
の
た
め、
は
じ
め
の
こ
ろ
は
か
な
り
鮮
や
か
な
「
黄
土
色」
の
家
屋
が
出
現
し
て
い
た。

ど
う
も
変
な
色
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で、
世
界
辿
産
合
掌
造
り
保
存
財
団
や
白
川
村
教
育
委
員
会
で
さ
ま
ざ
ま

に
試
し
た
結
呆、
最
近
に
な
っ
て
「
伝
建
色」
と
い
う
も
の
が
定
め
ら
れ、
基
本
的
に
は
そ
の
な
か
か
ら
色
を
選
ぶ
よ



図 2-1 2 新築時の農協 (|·→ • 昭和 25 年 、 白 川 村役場所蔵責料） と

現在の農協 (lヽ;- . 平成 19 年 ）
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っ

た
ぞ
」

「
修
娯
し
た
ぞ」

と

う
に
な
っ

た
。

こ
の
「
デ
ン
ケ
ン
シ
ョ

ク
」

の
ひ
と
つ
は
マ
ッ
ト
な
こ
げ
茶
色
で
、

い
う
雰
間
気
が
微
妙
に
伝
わ
っ

て
く
る
仕
上
げ
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
「
修
見
」

に
つ
い
て
、

は
じ
め
の
「
ウ
ソ
っ

ぽ
い

印
象」

に
話
を
戻
そ
う。
「
修
い
い」

と
い
う
の
は
「
お

化
机」

て
も
あ
り、

桑
頑
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
泣
和
感
の
も
と
が
あ
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

間
題
は
「
修
景」

と
い
う

行
為
か
た
と
え
素
韻
を
収
り
紐
う
「
お
化
粧」

で
あ
ろ
う
と
も、

多
木
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
い
っ
た
ん
ま
が
い
も
の

が
文
化
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
え
ば、

ほ
ん
と
う
の
木
で
あ
る
か
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
区
別
よ
り
も、

あ
る
材
料
が
す
で
に
公
認
の
文
化
か
ら
出
妙
的
な
価
伯
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
間
題
と
な

る
C

木
や-
い
を
無
邪
気
に
使
う
こ
と
も
『9,
1
然
ら
し
さ』

と
い

う
二
次
的
紅
味
を
も
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
」

と
い
う

部
分
に
あ
る
と
息
わ
れ
る
。

先
の
几
十
嵐
は
こ

う
し
た
「
記
号」

に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
が、

そ
れ
で

は
荻
町
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
テ
ザ
イ
ン
な
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
荻
附
は
枇
界
逍
産
で
あ
る
と
い

う
点
で
超

強
力
な
叫
砂
化
が
起
こ
っ

た
わ
け
で、

こ
れ
を
枡
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り、

押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ

「
に
統
的
な
農
村
」

と
い
う
「
テ
ー
マ
(

II

I中

り）
」

を
り
え
ら
れ
た
場
所
と
な
っ

て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る。

「
デ
ン
ケ
ン
シ
ョ

ク
」

も
そ
う
だ
が、

荻
附
で
は
と
き
に
は
地
元
の
人
同
士
の
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
と
話
し
合

い
を
経
て
保
仔
の
た
め
の
仏
州
が
ま
も
ら
れ
た
糾
呆、

今
の
「
景
観
」

が
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

現
在
の
「
カ
キ

ワ
リ
的
」

な
雰
閲
気
に
異
を
附
え
る
の
は
愉
凩
で
あ
る
。

し
か
し、

糾
し
い
建
物
を
建
て
る
と
き
に
そ
の
ほ
か
に
ど
の

よ
う
な
選
訳
肢
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か。

乱
暴
に
言
え
ば、
「
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
」

も
の
、
「
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
な
い
」

も

の
の
ふ
た
つ
の
方
向
竹
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う。
「
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
」

も
の
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
安
藤
忠
祉
の

「
国
際
こ
ど
も
図
書
館」

の
よ
う
に
ガ
ラ
ス
の
箱
が
ひ
と
つ
、

ふ
た
つ

景
色
の
中
に
つ
き
さ
さ
っ

て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
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う
か。
あ
る
い
は
木
造
だ
け
れ
ど
も
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
例
性
的
な
建
物
が
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か。
「
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
て
な
い」
も
の
と
し
て
は
白
川
村
の
他
の
地
域
の
よ
う
に
「
0
0
ハ
ウ
ス」
の
よ
う
な
軽
量
鉄
骨
の
建
売
住
宅、
ロ

グ
ハ
ウ
ス
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
屋
根
で
建
ち
並
ぶ
な
か
に
合
掌
造
り
の
仕
物
が
あ
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か。
あ
る
い

は
「
テ
ー
マ
パ
ー
ク」
と
割
り
切
っ
て、
ト
タ
ン
屋
根
の
建
物
に
住
ん
で
い
る
人
を
強
制
移
仕
さ
せ、
「
合
掌
造
り
の

と
言
わ
れ
る
と
答
に
窮
す
る
の
で
あ

建
物」
だ
け
に
な
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か。
「
で
は
あ
な
た
な
ら
ど
う
す
る

る。屁
判
屈
と

れ
そ
う
だ
が、
荻
町
は
「
枇
界
砒
産」
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
っ
た
場
所
な
の
だ
し、
「
カ
キ
ワ
リ
的」

で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か、
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。
「
保
存
地
区」
の
姿
も
少
し
引
い
て、
「
平
成
に
お
け
る
保
存

地
区
の
特
徴
的
な
修
景
さ
れ
た
漿
観」
と
し
て
と
ら
え
れ
ば、
保
存
の
た
め
の
努
力
と
「
修
景
枯
準」
が
つ
く
り
出
し

た
景
観
も
味
わ
い
深
い
も
の
に
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い。
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農
地
の
な
い
「
農
村
景
観」
は
な
い。
「
軋
界
追
産
白
川
郷」
の
価
伯
の
ひ
と
つ
は
「
特
異
な
農
村
景
観」
な
の
で、

農
地
は
開
界
追
窮
の
価
値
を
担
保
す
る
不
可
欠
な
炭
素
で
も
あ
る。
荻
町
の
農
地
は
田
と
畑
で
あ
る。
田
は
江
戸
期
に

は
悩
府
の
t
地
間
発
の
方
針
に
よ
っ
て、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
は
耕
地
整
狸
組
合
に
よ
っ
て
閲
田
が
進
み、
こ
れ
ま

で一間
日
の
堺
大
期
が
あ
っ
た。
畑
は
山
沿
い
の
焼
畑
が
盛
ん
で、
享
保
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
四
倍
に
増
大
し
た
と

さ
れ
て
い
る。

あ
る。
荻
町
の
場
合
は

こ
れ
ら
の
農
地
の
現
状
は
ど
う
か
と
い
う
と、
川
に
関
し
て
は、
休
耕
田
が
増
加
し
た
こ
と
が
大
き
な
変
化
と
言
え

る。
荻
町
の
田
ん
ぽ
は
人
る
と
ズ
プ
ズ
ブ
と
ひ
ざ
の
上
ま
で
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
湿
田
が
多
く、
作
業
が
と

て
も
大
変
で
あ
る
（
図
2

ー

13)。
減
反
政
箪
の
と
き
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
で、
湿
田
で
は
な
く
他
の
地
区
に
所
打
し
て
い

る
耕
地
繋
則
さ
れ
て
JJI
作
の
し
や
す
い
川
を
残
し
て
お
こ
う
と
い
う
判
断
が
働
い
た
こ
と
も、
荻
町
に
休
耕
田
が
増
加

す
る
要
囚
と
な
っ
た。

休
耕
川
に
は
肛
刈
は
し
て
い
る
も
の
の
特
に
何
も
梢
え
て
い
な
い
と
こ
ろ、
埋
め
て
駐
車
場
に
し
て
し
ま
っ
た
と
こ

ろ、
「
以
観
作
物」
を
植
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
あ
る。
「
景
観
作
物」
と
は
「
景
観
を
意
識
し
た
作
物」
の
こ
と
で、

巾
に
は
肥
料
や
除
草
な
ど
の
効
果
が
あ
り、
「
見
て
良
し、
土
に
も
良
し」
と
い
う一
石
二
鳥
の
効
果
を
持
つ
も
の
も

を
紐
識
し
た
結
果
と
し
て、
ハ
ス、
ソ
バ、
コ
ス
モ
ス
な
ど
が
柏
え
ら
れ
て
い
る

農

地 3
そ
の
ほ
か
の
要
素
l
農
地・
水
路



図 2-1 3 湿 田 で の耕作の様子
白川 村役楊所蔵資料 （年代不詳）

図 2-1 4 景観作物
後方の白い花が ソ バ。 手前 は コ ス モ ス （平成 13 年）

ー 4 6 



1 47 第 2 斌 “

ヽ

9.
9

 

r、
1
J
j
 

観

図 2-1 5 コ ス モ ス 畑 で撮影 （平成 ］ 1 年 ）

（
図
2
|
14)
。
「
休
耕
田
に
は
何
を
植
え
る
と

『
景
観』

的
に
良
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
問

い
に
教
科
書
的
に
答
え
る
と
す
る
と、

コ
ス
モ

ス
は
外
来
種
だ
し、

農
地
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と、

焼
畑
で
昔
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
ソ
バ
か

な
あ、

と
な
る
。

し
か
し、

コ
ス
モ
ス
は
観
光

客
に
は
人
気
で
コ
ス
モ
ス
畑
に
ど
か
ど
か
と
入

り
込
ん
で
写
真
撮
影
を
し
て
い
る
光
景
も
見
ら

れ
る
（
図
2
ー
15)
。

こ
こ
で、

外
来
種
の
こ
と

に
少
し
ふ
れ
る
と、

荻
町
で
は
「
花
い
っ
ぱ
い

連
動」
を
平
成
に
入
っ
て
か
ら
展
間
し
て
い
て、

鉗
年
役
場
か
ら
イ
ン
パ
チ
ェ
ン
ス
、

マ
リ
ー，
ゴ

ー
ル
ド、

サ
ル
ビ
ア
が
婦
人
会
な
ど
に
提
供
さ

れ
て
き
た
。

荻
町
の
人
は
じ
つ
に
マ
メ
で、

花

ガ
ラ
摘
み
な
ど
手
入
れ
を
怠
ら
な
い
の
で
綺
麗

な
花
が
い
つ

ま
で
も
咲
き
続
け
て
い
る
。
「
口恥

観
作
物」

は
休
排
田
に
し
て
荒
ら
し
て
お
く
な

ら
少
し
で
も
花
の
咲
く
も
の
を
と
い
う
意
識
か
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ら
植
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り、
「
食
べ
る」
こ
と
よ
り
「
見
せ
る」
こ
と
が
第一
義
で
あ
る。

し
か
し、
見
せ
る
た
め
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら、
「
農
村
景
観」
に
と
っ
て
は
花
を
植
え
る
よ
り
も
「
田
ん
ぼ
と
合
棠

造
り
の
建
物」
の
ほ
う
が
木
来
的
で、
「
稲」
以
上
の
景
観
作
物
は
な
い
と
も
い
え
る。
田
が
急
激
に
減
少
し
た
こ
と

⑱
 

を
受
け
て、
平
成
十
三
年
の
白
川
村
荻
町
農
村
空
間
整
備
事
業
で
は
こ
う
し
た
休
耕
田
の
分
布
を
把
握
す
る
と
共
に、

改
良
の
望
ま
れ
る
湿
田
等
に
つ
い
て
調
木且
を
行
っ
た
（
図
2|
16)。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
荻
町
で
も
田
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
い
う
動
き
が
具
休
的
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る。
平
成
十
年
か
ら
は
枇
界
遺
産
合
常
造
り
保
存
財
団
が
「
休

耕
田
活
性
化
事
業」
と
し
て
休
耕
田
の
復
活
を
試
み
て
い
る。
展
望
台
か
ら
見
た
と
き
に
最
も
目
立
つ
場
所
に
あ
る
休

耕
旧
を
耕
作
し、
収
穫
さ
れ
た
米
を
匪
界
退
面
で
と
れ
た
「
結
米」
と
し
て
売
り
出
そ
う、
と
い
う
も
の
で
あ
る。
一

部
は
業
者
に
委
託
し
て
い
る
が、
普
段
せ
せ
ら
ぎ
駐
車
場
で
車
の
交
通
整
理
を
し
て
い
る
職
員
を
先
生
に
し
て、
財
団

の
職
員
総
出
で
田
植
え
も
稲
刈
り
も
行
っ
て
い
る
（
図
2

ー

17)。
こ
れ
に
関
し
て
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
る。
「
恨
界
逍

産
米」
を
売
り
出
そ
う
と
い
う
と
き
に、
教
育
委
員
会
の
当
時
の
担
当
者
が
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
も
な
い
の
に
売
れ
る
か

な」
と
心
配
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る。
本
人
も
農
業
を
し
て
い
る
た
め、
ブ
ラ
ン
ド
米
で
な
い
の
に
売
れ
る
か
な
と
い

う
心
配
な
の
だ
が、
「
枇
界
逍
産」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
は
「
コ
シ
ヒ
カ
リ」
を
凌
ぐ
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う。

も
う
ひ
と
つ
は
統
波
大
学
の
世
界
追
飴
専
攻
の
授
業
で、
送
ら
れ
て
き
た
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
入
り
の
「
結
米」
を
見
せ
て、

お
土
飴
に
買
う
か
ど
う
か
間
い
た
と
こ
ろ、
認
外
に
も
「
買
わ
な
い」
が
大
多
数
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る。
埋
由
は
隼
純

で
「
重
い
か
ら」
「
お
せ
ん
べ
い
に
な
っ
て
い
れ
ば
買
う
の
に」
「
も
っ
と
か
わ
い
い
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
す
れ
ば
買
う
の
に」

と
の
こ
と
で、
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
だ
っ
た
ら
買
う
の
に」
と
い
う
意
見
は
な
か
っ
た
も
の
の、
な
か
な
か
「
枇
界
辿
産
米」

の
前
途
は
厳
し
い
か
も
し
れ
な
い。
と
も
あ
れ、
荻
町
を1心
い
浮
か
べ
な
が
ら
食
べ
る
「
結
米」
は
美
味
し
い
こ
と
は
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図 2-1 6 複田 事業対象農地 景観上 か ら も 営農復活 が望 ま れ る 農地 （部分）

白 川 村 、 （ 財 ） 農村 開 発 企 画 委 員 会 な ど に よ る 『 白 川 村荻llIII此村空 間 整備事業』
（平成 14 年） p.96-97 よ り 一 部抜粋お よ び加筆

図 2-1 7 世界遺産 白 川郷合掌造 り 保存財団 に よ る 休耕田 活性化事業

職 員 総 出 の 田 植 え （平成 1 7 年）
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水

路

確
か
で
あ
る。

休
耕
田
の
復
活
に
ま
つ
わ
る
お
も
し
ろ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
他
に
も
あ
る。
「
枇
界
遺
産
米」
に
先
駆
け
て、
守
る
会

で
も
財
団
と
力
を
合
わ
せ
て
休
耕
田
を
復
活
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
あ
り、
ど
う
せ
つ
く
る
な
ら、
と
「
ア
イ
ガ
モ
農

法」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た。
田
ん
ぽ
の
ま
わ
り
に
網
を
め
ぐ
ら
し
雑
章
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
の
だ
が、
網
の
隙

間
か
ら
し
よ
っ
ち
ゅ
う
カ
モ
が
逃
げ
出
す
た
め、
守
る
会
の
会
長
自
ら
が
カ
モ
を
捕
ま
え
に
奔
走
し、
本
業
が
手
に
つ

か
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
開
い
た。
そ
の
後
め
で
た
く
カ
モ
は
食
さ
れ
た
そ
う
だ
が、
翌
年
か
ら
は
ア
イ
ガ
モ
農
法
は

な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る。
こ
ん
な
ふ
う
に、
休
耕
川
の
復
活
に
向
け
て
も、
具
休
的
な
取
り
組
み
が
文
字
通
り
「
汗

を
流
し
て」
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

最
近
荻
町
で一
部
の
関
係
者
や
価
究
者
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
が、
水
路
な
ど
の
「
水」
に
関
連
す
る
要
素
で
あ

る。
水
は
荻
町
で
は
飲
料
水、
川
ん
ぽ
の
水
の
ほ
か
に
雪
を
溶
か
す
と
い
う
大
き
な
役
割
が
あ
る。
「
雪
マ
タ
ジ」
と

い
う
言
葉
を
地
元
の
人
は
使
う
が、
「
雪
マ
タ
ジ
が
悪
い」
と
言
え
ば
「
雪
の
始
末
が
し
に
く
い」
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る。
建
物
の
と
こ
ろ
で
も
取
り
上
げ
た
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
審
議
会
で
も、
「
雪
マ
タ
ジ」
を
よ
く

し
た
い
と
い
う
の
は
時
方、
現
状
変
更
の
大
き
な
狸
由
と
し
て
卜
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る。
た
と
え
ば、
自
分
の
家
の

屋
根
の
雪
が
憐
の
家
の
敷
地
に
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
変
更
の
理
由
と
し
て
は
相
当
切
実
な
も
の
な
の
で
あ

る。
「
水
戦
争」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど、
現
在
で
も
融
雪
の
た
め
の
水
確
保
の
苦
労
は
続
い
て
い
る。

荻
町
に
は
全
長
延
べ
十
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
わ
た
っ
て
水
路
が
網
目
状
に
走
っ
て
い
る。
明
治
二
十一
年
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図 2-1 8 水路 （下 ゴ ソ 、 平 成 1 1 年）

（
一

八

八

八
）

い
る
水
路
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
場
所
に
残

っ
て
お
り、
今
で
も
き
れ
い
な
水
が
流

れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
図
2|
18)。
荻
町
に
筒
易
水
道
が
整

備
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
三
年
だ
が、

そ
れ
ま
で
水
路
は
生
活
の
上
下
水
道
を

兼
ね
て
い
て、
各
家
庭
で
は
「
ミ
ン
ジ

ャ」
と
呼
ば
れ
る
炊
事
場
に
水
を
引
き

込
み
「
ミ
ズ
ブ
ネ」
に
水
を
た
め
て
炊

事
川
に
利
用
し
て
い
た。
水
路
は
合
掌

造
り
の
建
物
の
炊
事
場
か
ら
炊
事
場
へ

と
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る。
水
路
の

水
は
今
で
も
農
排
用
だ
け
で
な
く、
山

菜
の
ア
ク
抜
き
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い

る
（
図
2
ー

19)。

水
路
以
外
に
特
徴
と
さ
れ
る
の
が

「
シ
ュ
ウ
ズ」
と
呼
ば
れ
る
湧
水
地
で

の
組
絵
図
に
描
か
れ
て
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あ
る。
水
路
の
脇
に
石
で
囲
ま
れ
た
り、
簡
単
な
屋
根
を
架
け
た
り
し
た
池
の
よ
う
な
場
所
が
あ
る
が、
水
が
流
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
澄
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
そ
こ
が
シ
ュ
ウ
ズ
で、
水
が
湧
い
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
（
図
2

ー

20)。
最
近
の
西
山
ら
に
よ
る
調
査
で
地
区
内
に
二
十
箇
所
あ
ま
り
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が、

今
で
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
と
い
う。

そ
の
ほ
か
の
「
水」
の
閃
係
で
は
池
が
あ
げ
ら
れ
る。
以
前
は
誰
も
が
池
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く、
「
タ
ナ
池」
「
雪

m
 

池」
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
池
を
近
所
の
人
も
共
同
で
使
っ
て
い
た。
タ
ナ
池
で
は
汚
い
も
の
を
洗
っ
た
り
し
て
い
た

と
い
う。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
屋
に
融
雪
池
が
設
け
ら
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
に、
水
に
閃
し
て
は
水
路、
シ
ュ
ウ
ズ、
池
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が、
こ
こ
で
も
修
景
の
間
題
が
浮
上
し

て
い
る。
現
在
の
水
路
は
モ
ル
タ
ル
を
使
わ
な
い
石
の
空
積
み
の
も
の、
t‘
U
字
溝
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が、
さ

き
ほ
ど
の
西
山
ら
の
調
査
で
間
迎
に
さ
れ
て
い
る
の
が
玉
石
で
修
景
さ
れ
た
水
路
で
あ
る。
規
格
化
さ
れ
た
玉
石
を
他

の
場
所
か
ら
買
っ
て、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
下
地
の
う
え
に
装
飾
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
た
め、
石
そ
の
も
の
は
水
路

や
石
坦
の
構
造
的
に
は
役
に
立
っ
て
お
ら
ず、
こ
う
し
た
石
で
飾
ら
れ
た
修
景
水
路
は
「
緊
張
感
が
な
く
間
の
び
し
て

見
え
る」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る。
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
制
度
で
は
建
物
だ
け
で
な
く
樹
木
や
石
垣、
水
路
な

ど
を
「
環
炭
物
件」
と
し
て
保
存
対
象
に
指
定
し
て
い
る。
荻
町
で
も
平
成
六
年
の
保
存
計
圃
の
改
訂
時
に
東
側
二
百

九
|
メ
ー
ト
ル、
両
側
二
臼
六
ト
メ
ー
ト
ル
の
「
大
溝」
と
呼
ば
れ
る
水
路
が
環
橙
物
件
と
し
て
指
定
さ
れ
た。
保
存

叶
圃
で
は
水
路
は
「
現
状
維
持
を
原
則
と
す
る
が、
現
状
が
胚
史
的
風
致
を
損
ね
る
状
態
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
科

学
的
調
査
と
恨
拠
に
桔
づ
い
て、
修
屎、
復
旧、
整
備
す
る」
と
あ
る
の
だ
が、
環
檄
物
件
に
指
定
さ
れ
て
い
る
大
溝

は
多
く
の
部
分
が
「
間
の
び
し
て
見
え
る」
新
し
い
玉
石
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く
り
直
さ
れ
て
い
る
（
図
2|
21)。
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図 2-1 9 「 ミ ズ ブ ネ 」 で 山菜のア ク ヌ キ （平成 1 1 年）

図 2-20 シ ュ ウ ズ （神 田 家 、 平成 1 1 年 ）
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図 2-21 環境物件 に指定 さ れ て い る 大溝

（平成 1 1 年 ）

図 2-22 U 字溝 の水路 （ 平 成 1 1 年 ）

マ
ニ
ア
ッ
ク
か
も
し
れ
な
い
が、
調
壺
で一
日
水
路
ば
か
り
を
見
て
歩
い
て
い
る
と、
こ
う
し
た
こ
ま
か
い
違
い
が
良

く
わ
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る。
印
象
と
し
て
は
新
し
い
「
間
の
び
し
た
玉
石」
の
も
の
よ
り
も、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

U
字
溝
で
も
ま
わ
り
が
章
地
だ
と
良
く
見
え
る
こ
と
も
あ
る
（
図
2

ー

22)。
ま
た、
「
間
の
び
し
た
玉
石」
の
も
の
で

も
天
端
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
叩路
出
し
て
い
な
け
れ
ば
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
気
も
す
る。
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
わ
な
い
空
石
積
み
は
石
の
間
か
ら
雑
雌
が
た
く
さ
ん
生
え
て
く
る
の
で
手
入
れ
が
と
て
も
大
変
で

あ
る。
そ
し
て
建
物
と
同
様、
こ
う
し
た
「
見
方」
は
水
路
ば
か
り
見
て
い
る
か
ら
生
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
て、
多
く

の
観
光
客
に
と
っ
て
は
「
石」
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
か
も
し
れ
な
い。
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図 2-24 い ろ い ろ な放水銃
J:. : ]［府行 llI (；肯 ‘i召 、斗勺皮 12 り：： ）
l：： ： 美 山 町 （平成 13 と年） 図 2-23 荻町の放水銃 （平成 19 年．）

荻
町
に
行
く
と、
高
さ一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

三
角
形
の
と
ん
が
り
屋
根
の
小
さ
な
小
屋
を
あ

ち
こ
ち
で
見
か
け
る。
こ
れ
は
放
水
銃
で、
火

災
の
と
き
に
こ
こ
か
ら
も
の
す
ご
い
勢
い
で
水

が
出
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
（
図
2

ー

23)。

こ
の
放
水
は一
年
に一
度
「一
斉
放
水」
と
い

う
形
で
訓
練
が
行
わ
れ、
当
日
は
た
く
さ
ん
の

観
光
客
が
詰
め
掛
け
る
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る。

問
題
な
の
は
こ
の
と
ん
が
り
屋
根
で、
地
区
に

五
十
九
陥
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
の
放
水
銃
は

「
合
掌
造
り
に
似
せ
た
デ
ザ
イ
ン」
な
の
で、

よ
ろ
し
く
な
い
と
い
う
指
摘
を一
部
か
ら
受
け

て
い
る。
保
存
計
画
で
「
合
掌
造
り
に
似
せ
た

も
の
を
造
る
こ
と
は
で
き
な
い」
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る。
同
じ
世
界
遺
産
の
五
箇
山
の

菅
沼
で
は
放
水
銃
は
ス
テ
ン
レ
ス
製、
京
都
の

放
水
銃
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美
山
町
で
は
木
製
の
「
山
小
屋
風」
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る

調
和
す
る
の
は
ど
の
デ
ザ
イ
ン
だ
ろ
う
か。

授
業
で
五
箇
山
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
と
荻
町
の
合
掌
風
の
も
の
と
ど
ち
ら
が
好
き
か、
選
ん
で
理
由
を
述
べ
な
さ
い
と

い
う
簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
を
出
し
た
こ
と
か
あ
る。
文
化
財
を
学
ん
で
い
る
学
生
な
の
で、
「『
文
化
財
修
景
的』
に
五
箇

山
の
ほ
う
が
正
し
い」
こ
と
は
了
鮒
の
う
え
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る。
そ
の
結
果
は
荻
町、
五
箇
山
と
意
見
が
半
々
に
分

か
れ
た。
荻
町
は
「
結
果
は
ど
う
あ
れ
景
観
に
配
慮
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る」
「
か
わ
い
い
か
ら
好
き」、

柑
倉
で
は
「
放
水
銃
と
い
う
桃
能
が
す
ぐ
わ
か
る」
「
お
手
入
れ
が
簡
単
そ
う」
な
ど
が
選
ん
だ
埋
由
で
あ
っ
た。
も

ち
ろ
ん
「
正
し
い
か
ら
好
き」
と
い
う
学
生
も
い
た
が、
多
く
は
「
正
し
い」
と
「
好
き」
は
違
う
と
い
う
こ
と
の
よ

う
で
あ
る。

荻
町
に
は
放
水
銃
の
ほ
か
に
消
火
栓
が
三
十
四
砧
あ
る。
鋳
物
で
で
き
た
こ
の
消
火
栓
は
ど
こ
か
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
印
象
さ
え
受
け
る
（
図
2|
25)。
平
成
十
三
年
の
観
光
客
を
対
象
に
し
た
写
真
撮
影
調
査
で
観
光
客
が
好
ん
で
撮
影

し
て
い
た
の
は
放
水
銃
よ
り
も
消
火
栓
と
い
う
結
果
が
出
た。
実
は
消
火
栓
と
放
水
銃
は
い
ず
れ
も
昭
和
五
十
二
年
以

降
の
防
災
施
設
等
整
備
事
業
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で、
消
火
栓
の
ほ
う
が
ず
っ
と
古
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。

放
水
銃
の
難
し
い
と
こ
ろ
は、
入
れ
物
の
中
に
入
っ
て
い
る
「
銃」
を
む
き
出
し
に
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い

た
め
収
納
す
る
箱
が
必
叩女
で、
見
た
日
か
ら
は
機
能
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
と、
雪
が
積
も
る
た
め
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

上
台
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず、
か
な
り
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る。
同
じ
よ
う
な
施
設
に
霞
線

の
地
中
化
に
伴
っ
て
登
場
し
た
変
圧
器
が
あ
け
ら
れ
る。
電
線
の
地
中
化
は
最
近
の
「
景
観
整
備」
の
必
須
ア
イ
テ
ム

に
な
っ
て
い
る
が、
荻
町
で
も
地
中
化
の
結
果、
こ
げ
茶
色
に
塗
ら
れ
た
か
な
り
大
き
な
変
圧
器
と
同
じ
く
こ
げ
茶
色

（
図
2
|
24)。
果
た
し
て、
「
歴
史
的
な
景
観」
に
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図 2-26 変圧器

（ 平 成 19 年 ）

図 2-25 荻町の消火栓

（平成 1 9 年 ）

の
照
明
が
新
た
に
設
樅
さ
れ
た
（
図
2

ー

26)。
こ
れ
も
審
議

会
な
ど
で
検
討
さ
れ
た
結
果
の
デ
ザ
イ
ン
と
色
で
あ
る。
景

観
に
配
慮
す
る
た
め
に
霞
線
を
地
巾
化
し、
そ
の
た
め
に
さ

ら
に
景
観
に
配
慮
す
る
こ
と
が
贈
え
た
と
い
う
感
じ
も
す

る。い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
新
し
い
施
設
の
「
修
景」
は

と
て
も
難
し
い。
エ
ア
コ
ン
の
室
外
機
も
荻
町
で
は
こ
げ
茶

色
に
ペ
イ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が、
他
の
伝
建
地
区
で

は
木
製
の
間
い
を
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
修
景」
の
工
夫

が
な
さ
れ
て
い
る。
「
日
立
た
な
く
す
る
こ
と」
「
隠
す
こ
と」

を
優
先
す
れ
ば
「
機
能」
は
見
え
な
く
な
る。
で
も
「
隠
し

た
な」
と
い
う
の
が
わ
か
る
と
「
わ
ざ
と
ら
し
い」
と
い
う

印
象
も
り
え
か
ね
な
い。
鋳
物
の
消
火
栓
の
よ
う
に
余
ば
な

「
修
景」
が
な
い
ほ
う
が、
機
能
が
わ
か
り
な
お
か
つ
溶
け

込
ん
で
違
和
感
が
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る。
荻
町
で
は

個
々
の
事
例
に
対
し
て
い
つ
も
慎
重
に
議
論
さ
れ
て
お
り、

そ
の
結
果
の
現
在
の
姿
が
あ
る
の
だ
か
ら
と
や
か
く
言
う
こ

と
は
で
き
な
い
が、
放
水
銃
ひ
と
つ
と
っ
て
も
こ
れ
だ
け
の
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「
デ
ザ
イ
ン」
や
「
見
方」
が
あ
る
の
か
と
思
う
と
お
も
し
ろ
く
も
あ
る。

駐
車
場
と
交
通
問
題

荻
町
で
こ
こ
二、
二
年
の
最
も
ホ
ッ
ト
な千111
1』
は
「
交
通
間
姐」
で
あ
る。
全
景
の
写
具
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に

担
界
遺
産
地
区
の
真
ん
中
を
ま
っ
す
ぐ
な
道
が
通
っ
て
い
る
が、
連
休
な
ど
オ
ン
シ
ー
ズ
ン
に
は
観
光
客
の
車
が
渋
滞

の
列
を
な
し、
住
ん
で
い
る
人
の
出
入
り
が
で
き
な
い
と
い
う
す
さ
ま
じ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た。
こ
れ
は
困
る
と
い

う
こ
と
で、
酎
と
北
の
二
箇
所
を
通
行
止
め
に
し
て
観
光
客
の
車
を
地
区
外
の
駐
車
場
へ
誘
導
し、
術
環
バ
ス
で
観
光

客
を
連
ぶ
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド」
に
む
け
て
の
取
り
組
み
が
辿
め
ら
れ
て
き
た。

こ
の
「
農
村
景
観」
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
非
靴
さ
れ
が
ち
な
ま
っ
す
ぐ
の
IEI
因
道
（
現
在
は
村
道）
は
明
治
二

十
三
年
(-
八
九
0)
に
つ
く
ら
れ、
明
治一一
下
土」、
八
年
(-
九
0
四、
五）
に
は
九
尺
幅
（
約
ニ
・
七
メ
ー
ト
ル）

g
 
に、
附
和
二
十
三
年
に
四•
五
ー
五
．
0
メ
ー
ト
ル
に、
そ
し
て
現
在
は
幅
員
六
メ
ー
ト
ル
と
徐
々
に
拡
幅
さ
れ
た。

そ
の
後、
附
和
四
十
年
に
は
舗
装
さ
れ、
平
成
に
人
っ
て
か
ら
道
の
両
側
の
融
雪
構
に
タ
イ
ル
模
様
の
蓋
が
さ
れ、
さ

ら
に
霞
線
を
地
中
化
す
る
予
定
で、
順
調
に
お
化
粧
も
進
ん
で
い
る。
こ
の
旧
因
道
に
つ
い
て
は
賛
否
の
あ
る
と
こ
ろ

だ
が、
保
存
計
画
で
は
こ
の
直
線
が
「
あ
ま
り
に
も
異
質」
で
「
近
枇
の
村
落
景
観
を
大
き
く
損
ね
て
い
る」
が、

「
開
通
以
来、
す
で
に一
枇
紀
ほ
ど
を
経
て
い
て、
こ
の
集
落
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実」
と
し、
異
質
さ

を
強
調
し
つ
つ
も、
一
圃
紀
の
歴
史
は
脈
重
す
べ
き
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る。

渋
滞
の
主
な
原
因
と
な
っ
た
の
は
荻
lHJ
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
あ
た
り
の
旧
固
道
沿
い
に
整
価
さ
れ
た
駐
車
場
で、
駐

車
場
が
あ
れ
ば
観
光
客
は
ど
ん
ど
ん
地
区
に
入
っ
て
く
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る。
こ
れ
は
昭
和
四
十
四
年
に
観
光
客
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図 2-27 旧国道の渋滞 （平成 11 年）

図 2-28 せ せ ら ぎ駐車場 （平成 1 3 年）
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川
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で、
現
在
は
荻
町
区
が
管
理
を
し
て
い
る。
大
型
車
も
停
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め、
旧
国
道

を
大
き
な
バ
ス
が
行
き
交
う
よ
う
に
な
っ
た。
こ
の
駐
車
場
の
他
に
こ
こ
数
年
は
田
ん
ぼ
を
つ
ぶ
し
て
個
人
で
駐
車
場

を
始
め
た
と
こ
ろ
も
増
え
て
き
た
た
め、
「
交
通
間
題」
が
も
う
逃
げ
よ
う
の
な
い
差
し
追
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
た。
虹
車
場
が
増
え
た
直
接
の
原
囚
は
建
設
業
界
の
不
振
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る。
観
光
化
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
荻
町
で
も、
実
際
に
は
公
共
小
業
な
ど
に
か
か
わ
る
建
設
業
に
従
事
す
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る。
平
成
十＇

五
年
以
降
の
公
共
事
業
の
不
振
が
建
設
業
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
倒
産
す
る
会
社
も
あ
る
な
か
で、
明
日
の

生
活
を
何
と
か
す
る
た
め
に
休
訓
川
を
駐
車
場
に
し
て
観
光
客
か
ら
料
金
を
集
め
る
と
い
う
家
が
出
は
じ
め
た
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
の
っ
び
き
な
ら
な
い
事
梢
を
背
景
に
小
規
模
の
駐
車
場
が
賠
加
し
た
た
め、
以
前
か
ら
く
す
ぶ
っ
て

い
た
交
通
規
訓
間
姐
が一
気
に
浮
卜
し
た。
こ
の
交
通
間
題
に
関
し
て
は
平
成
十
三
年
度
の
国
土
交
通
省
の
「
交
通
実

験」
を
経
て、
荻
町
交
通
対
策
委
員
会
や
守
る
会、
教
育
委
員
会
な
ど
の
地
道
な
話
し
合
い
が
何
度
も
重
ね
ら
れ
た
結

呆、
平
成
十
八
年
度
か
ら
と
り
あ
え
ず、
日
を
決
め
て
交
通
規
制
と
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た。
平
成
十
九
年
度
は
主
に
／川
月
第
三
金
耀
日、
土
附
日
を
「
交
通
対
策
日」
に
し
て
観
光
車
両
の
規
制
を
行
っ
て

い
る。
交
通
規
制
に
関
す
る
住
民
説
明
の
会
合
で
は、
「
粧
界
逍
陀
を
ま
も
っ
て
い
く
に
は
必
要
だ
と
思
う」
「
今、
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に
米
て
い
る」
と
い
う
前
向
き
な
意
見
が
あ
る一
方
で、
「
借
金
を
多
く
持
つ
中
で、
先

の
見
え
な
い
規
制
は
怖
い」
「
駐
車
料
金
を
仙
上
げ
す
る
こ
と
で
白
川
の
イ
メ
ー
ジ
が
悲
く
な
る
の
で
は」
と
い
っ
た

g
 

不
安
の
声
も
出
た
と
い
う。
こ
の
交
通
間
題
に
関
し
て
は
国
交
省、
土
木
系
の
研
究
者、
文
化
財
の
関
係
者
な
ど
実
に

多
く
の
「
専
門
家」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
「
こ
の
ま
ま
で
は
荻
町
は
だ
め
に
な
る」
と
苦
言
を
呈
し、
一
様
に
「
こ

の
ま
ま
軍
を
入
れ
放
阻
に
し
て
い
て
は
そ
の
う
ち
観
光
客
か
ら
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
て、
結
果
的
に
自
分
た
ち
の
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道
の
デ
ザ
イ
ン

首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
よ」
と
脅
し
と
も
つ
か
な
い
文
句
を
村
に
向
か
っ
て
投
げ
か
け
て
い
る。
住
ん
で
い
る

人
の
意
見
も
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
中
で
守
る
会
や
村
の
担
当
者
た
ち
は
実
現
に
向
け
て、
胃
が
痛
く
な
る
よ
う
な
苦
労
を

重
ね
た
結
果
の
平
成
十
八
年
度
か
ら
の
試
行
で
あ
る。

も
う
ひ
と
つ
「
道」
で
取
り
上
げ
た
い
の
は、
農
林
水
産
省
の
事
業
で
整
備
さ
れ
た
遮
歩
道
で
あ
る。
平
成
三
年
度

に
完
成
し
た
集
落
の
中
央
あ
た
り
か
ら
和
田
家
に
向
か
う
板
敷
き
の
道
は
ま
る
で
「
尾
瀬」
の
よ
う
な
雰
囲
気
で、
歩

く
と
バ
タ
ン
バ
タ
ン
と
い
う
音
が
す
る
（
図
2_
29)。
こ
れ
は
文
化
財
関
係
者
に
と
っ
て
は
放
水
銃
と
同
じ
「
間
違
っ

た
修
景」
で
あ
る。
こ
ん
な
木
の
追
は
こ
れ
ま
で
荻
町
に
な
か
っ
た
の
だ
し、
「
金
に
あ
か
せ
て
何
て
も
の
を
つ
く
つ

て
し
ま
っ
た
の
だ、
農
水
省
は
ー」
と
い
う
具
合
で
あ
る。
こ
の
非
難
の
是
非
は
さ
て
お
く
が、
た
し
か
に
カ
ク
カ
ク

と
し
た
板
の
道
の
尼
状
も
ど
こ
か
ぎ
こ
ち
な
く、
集
落
の
1
に
不
思
議
な
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
い
る。
ち
な
み
に
枇

界
此
産
の
コ
ア
ゾ
ー
ン
で
は
な
い
が、
荻
町
の
柚
を
流
れ
る
庄
川
沿
い
に
は
国
土
交
通
省
が
緑
が
か
っ
た
石
敷
ぎ
の
遊

歩
道
を
整
価
し
て
い
る
（
図
2

ー

30)。
こ
ち
ら
は
ほ
と
ん
ど
利
川
す
る
人
も
な
い
の
で
あ
ま
り
日
に
触
れ
な
い
が、
怪

し
げ
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
は
拙
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る。
各
地
の
歴
史
的
ま
ち
な
み
で
は
こ
う
し
た
お
金
の
出
所

（
つ
ま
り
竹
轄
省
庁）
の
追
い
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
の
迎
い、
考
え
方
の
違
い
と
い
う
の
は
顕
著
で
あ
る。
荻
町
で
は
な

い
が、
特
に
多
い
の
が
「
歴
史
風」
と
い
う
名
H
で
国
交
省
が
も
と
も
と
石
敷
き
で
は
な
か
っ
た
場
所
に
「
石
見且」
を

整
仙
し
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る。
「
ほ
ん
も
の
で
は
な
い」
と、
文
化
財
関
係
者
は
そ
れ
を
見
て
激
怒
し
て
い
る

が、
一
般
の
観
光
客
に
は
「
歴
史
的
な
雰
凹
気」
と
し
て
了
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う。
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と
ら
し
く
な
く、

鋪
装
に
側
し
て
も
荻
町
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
検
村
が
な
さ
れ
て
い
る。
保
存
計
圃
で
は
「
未
舗
装
の
地
追
は
そ
の
ま
ま

と
し、
鳳
舗
装
の
道
路
に
つ
い
て
は
舗
装
改
修
時
に
胚
史
的
娯
観
を
考
成
し、
地
道
風
の
什
卜
げ
と
す
る」
と
な
っ
て

い
る。
実
際
に
は
地
区
内
で
は
ほ
と
ん
ど
の
追
は
附
和
四
1
年
代
ま
で
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め、

「
地
道」
の
と
こ
ろ
は
川
の
叶
氾
な
ど
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る。
石
貼
り
は
ダ
メ、
土
の
道
で
は
ぬ
か
る
ん
で
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で、
村
は
囚
り
呆
て、
い
ろ
い
ろ
な
鋪
装
材
を
試
し
た
よ
う
で
あ
る。
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ

う
に、
す
べ
て
の
要
ぷ
に
関
し
て
「
修
景」
と
い
う
衿
え
力
を
ど
の
よ
う
に
鮒
釈
し
て
適
川
す
れ
ば
よ
い
の
か、
わ
ざ

ほ
ん
も
の
ら
し
く
見
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か、
悩
み
は
尽
き
な
い。

図2-29 和 田 家 に 向 か う 木道

（平成 ］0 年）

図2-30 庄川 沿いの道

（平成 1 1 年 ）
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森
林
の
外
観
の
変
化

荻
町
の
全
屎
を
見
る
と、
合
掌
造
り
の
紐
物
の
集
落
は
森
林
に
囲
ま
れ
て
い
る。
こ
の
森
林
は
担
界
遺
産
の
位
置
付

け
で
は
「ハ
ソ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン」
（
緩
衝
地
瞥）
と
呼
ば
れ
る
地
域
で、
村
の
景
観
条
例
に
よ
っ
て
「
梱
史
的
文
化
的

景
観
保
設
地
区」
に
指
定
さ
れ
て
い
る。
主
に
辿
廂
の
周
辺
地
区
な
ど
で、
保
護
に
関
連
し
て
重
要
な
場
所
は
バ
ッ
フ

四

ァ
ー
ゾ
ー
ン
と
し
て
設
定
す
る
の
で
あ
る。
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
森
林
は、
実
は
最
も
変
化
が
大
き
い
も

の
の
ひ
と
つ
で
あ
る。
集
落
を
取
り
圃
む
森
林
は
江
戸
時
代
か
ら
刷
和
初
期
に
か
け
て
生
活
に
欠
か
せ
な
い
場
所、
い

わ
ゆ
る
「
星
111」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
現
在
ほ
と
ん
ど
利
川
さ
れ
て
い
な
い。
同
じ
よ
う
な
変
化
は
日
本
の

各
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る。
本
占
で
は、
そ
う
し
た
日
本
の
あ
ち
こ
ち
の
11
村
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
森
林
の
変
化

が
荻
川
で
も
起
こ
っ
て
き
た
様
子
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い。

絵
図
か
ら
見
た
林
相
の
変
化

白
川
村
[叡
の
森
林
は
江
戸
時
代
に
四愈
府
の
直
轄
地
で
あ
り、

天
保
そ
れ
ぞ
れ
の
山
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る

凶

2
ー

31)。
絵
図
は
及
し
く
彩
色
さ
れ
て
い
て、
当
時
の
森
林
の
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る。
さ
ら
に、
叫
治
の

山
林
字
図
が
村
役
場
に
保
応1
さ
れ
て
い
る
の
で、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
当
時
の
森
林
の
様
子
（
林
机）
を
拙
測
し
て
み

た
い。
史
料
は
享
保
年
度
Ill
林
納
閻
圃、
火
保
年
疫
山
地
給
闘
面
葛
の
そ
れ
ぞ
れ
荻
町
を
対
象
と
し
た
も
の、
大
野
郡

4

森

林
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表 2-2 森林の表示 区 分 と 利 用 ・ 林 相 の 対応

混 交 枯 ◄ » 互地

問
代

亨 保

天 保

飢ば＊

在9留I」1

朗治

木ij (l)伐採

伯林

山必I])栽培

狂J及財I])!栞取

は1])1菜応

焼畑

ヵ ャ パ

咋 木 立 ll」

木ili

（ 企 山 ）

林
梵

利
用

そ
の
他

宮 tA IU枯

-IIIII'り'’’ ’“=·

’~、ヤ県、 平が一-¢-がこでム・

柴木立山

柴山

J:;.1!」

互山 乏池

焼畑

焼庄

煉畑屯

-」 91-•仕

；ご

”:？’

こ塁

に笠

序！図-膿

こ人

イ
メ
ー

ジ

（
明
治
二
十一
年
〔一
八
八
八〕

白
川
村
字
荻
町
字
圃

g
 

調
製）
で
あ
る 。
こ
れ
ら
の
絵
図
を
よ
く
見
る
と
「
焼

ぞ
う

さ

た
て
ヤ
ま

畑
バ」
「
雑
木
立
山」
な
ど
の
区
分
が
記
さ
れ
て
い
る 。

こ
の
区
分
は
享
保
二
種
類 、

類
と
増
加
し
て
い
る 。
享
保
で
は

だ
け
だ
っ
た
も
の
が 、

~
j

ま

�

ー
�
，

天
保
六
種
類 、

天
保
で
は

「
柴
木
山」
「
雑
木
立
山」
「
桑
山」

明
治
七
種

「
植
林」

「
焼
畑
バ」

言早
山」

お

と
め
や
ま

「
御
留
山」 、

「
焼
畑
場」
「
芝
地」
「
草
山」
「
木
山」

「
山
林」
「
官
林」
と
な
っ
て
い
る 。

山
業
を
主
と
す
る
地
域
の
百
姓
の
生
活
の
た
め
に
都
府

は
森
林
を
区
分
し 、
区
分
に
よ
っ
て
段
階
に
応
し
た
利

g
 

用
を
許
可
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
た 。
享
保
か

ら
天
保
に
か
け
て
の一
世
紀
ほ
ど
の
間
に 、

区
分
の
細
分
化
が
進
み 、

「
焼
畑」

明
治

「
柴
山」

江
戸
時
代
に
は 、

こ
う
し
た

そ
の
た
め
に
林
柑
に
大
変
化

g
 

が
起
こ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る 。

が
あ
り 、

乱
が
見
ら
れ
る
と
想
像
さ
れ
る
が 、

明
治
期
に
は
器
領

の
官
林
へ
の
移
行
や
そ
の
後
の
官
林
の
払
い
下
げ
な
ど

当
時
の
森
林
表
示
区
分
に
は
あ
る
程
度
の
混

こ
れ
ら
の
森
林
表
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示
区
分
に
よ
る
利
用
の
差
か
ら
お
お
ま
か
な
林
相
は
推
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る。
表
2|
2
は
三
つ
の
時
代
の
森
林

凶

表
示
区
分
と
そ
の
森
林
の
利
用
を
対
応
さ
せ、
利
用
か
ら
当
時
の
林
相
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
た
も
の
で
あ
る。

先
ほ
ど
の
区
分
の
な
か
で、
御
留
山
と
雑
木
立
山
の
二
種
類
が
背都
府
の
林
業
施
策
に
お
い
て
施
業
の
対
象
と
な
っ
て

凶

3

い
た。
御
留
山
と
は
百
姓
な
ど
の
立
ち
人
り
が
禁
じ
ら
れ
た
緑
府
の
山
で、
再
三
に
わ
た
っ
て
白
木
稼
ぎ
の
禁
止
や
新

炭
材
の
採
取
の
禁
止
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
た。
御
留
山
は
そ
の
利
用
や
場
所
が
決
し
て
固
定
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

見
方
も
あ
る
が、
他
の
区
分
に
対
し
て
比
較
的
上
木
が
伐
採
さ
れ
ず
に
残
っ
て
お
り、
最
も
針
菓
樹
の
割
合
の
多
い
林

相
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。
雑
木
立
山
は
幕
府
所
有
で
は
あ
る
が、
山
内
良
木
の
う
ち
ヒ
ノ
キ、
ヒ

バ、
サ
ワ
ラ、
コ
ウ
ヤ
マ
キ、
ク
ロ
ベ
ヒ
ノ
キ
の
五
木
の
伐
採
を
禁
止
し、
他
の
落
築
樹
は
薪
炭
用
と
し
て
利
用
す
る

g
 

こ
と
が
可
能
な
山
で
あ
っ
た。
こ
の
た
め、
林
相
は
御
留
山
に
比
べ
林
床
の
開
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る。
柴
木
立
山、
草
山
は
人
々
が
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た。
延
享
三
年
（一
七
四
六）
の
植
付
令
で
は
小
木

立
柴
山
に
も
ヒ
ノ
キ、
サ
ワ
ラ、
ヒ
バ、
ク
ロ
ベ、
ス
ギ
の
サ山
を
植
え
る
よ
う
に
と
あ
り、
多
少
の
針
築
樹
が
見
ら
れ

た
可
能
性
も
あ
る
が、
留
山
や
雑
木
立
山
に
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
無
立
木
地
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
椎
測
さ
れ
る。

以
上
の
よ
う
に
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て、
森
林
の
利
用
と
為
政
者
の
規
制
や
意
向
が
相
ま
っ
て
多
様
な
林
柑
が
見

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る。
天
保
十
四
年
（一
八
四
三）
の
文
書
に
「
山
綸
薗
等
之
儀、
年
暦
相
立
追
々
変
化
い
た
し、

雑
木
林
御
林
は
勿
論、
御
留
山
と
候
場
所
も、
連
々
白
木
等
柑
稼、
草
山
同
様
に
相
成、
又
は
前
々
草
山
之
場
所
を、

百
姓
共
勝
手
を
以、
木
立
に
い
た
し
置」
と
あ
る。
御
留
山
で
さ
え
も、
白
木
稼
ぎ
な
ど
で
利
用
さ
れ
て
草
山
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば、
草
山
と
し
た
と
こ
ろ
を
勝
手
に
木
立
に
し
て
し
ま
っ
て
困
っ
た
も
の
だ、
と
い
う
内

容
で、
山
の
区
分
が
ま
も
ら
れ
て
お
ら
ず
「
百
姓
共」
の
利
用
に
よ
っ
て
林
相
が
変
化
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る。
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江
戸
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
森
林
の
利
用

江
）
か
ら
附
相
初
期
に
か
け
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
日
的
で
森
林
が
利
川
さ
れ
て
い
た。
森
林
の
利
川
は
木
材
の
伐
採、

キiv
と
ご

柏
林
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
林
業
と、
山
桑
の
栽
培、
絣
炭
材
の
採
取、
林
の
採
収、
焼
畑、
カ
ヤ
バ
と
し
て
の
利
用
で

あ
る。
こ
の
ほ
か
に
狩
猟
や
木
の
丈
の
採
収
な
ど
も
あ
っ
た。
お
も
し
ろ
い
の
は
森
林
の
区
分
の
と
こ
ろ
で
少
し
触
れ

た
よ
う
に、
こ
う
し
た
利
川
は
「
白
奸」
と
収
り
締
ま
る
役
所
の
い
た
ち
ご
っ
こ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
「
百

姓」
の
和
川
を
規
制
す
る
お
ふ
れ

―m
llf
四

出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
森
林
が
百
姓
に
と
っ
て
も
雌

府
に
と
っ
て
も
大
切
な
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る。

森
林
の
利
用
と
し
て
ま
ず
息
い
つ
く
の
が
林
業
で
あ
る。
木
材
の
伐
採
は
長
享
二
年
(-
四
八
八）
に
白
川
村
鳩
谷

の
杉
で
1
野
附
迎
か
を
建
て
た
と
い
う
出
述
が
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る。
そ
の
後
大
き
な
木
か
ら
伐
採
が
巡
ん
だ

結
果、
延
宣，J
三
年
（一
七
四
六）
高
山
御
役
所
か
ら
三
郎
に
出
さ
れ
た
樹
団
の
植
付
令
に
は
「
惣
て
我
前
々
の
御
古
木

m
 

も
盈
山
に
相
成、
前
々
の
様
成
占
木
も
無
之、
自
然
と
稼
ぎ
か
た
う
す
く·:」
と
あ
る
よ
う
に、
三
百
年
ほ
ど
の
間
に

め
ぽ
し
い
木
を
す
べ
て
切
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
切
っ
た
か
ら
に
は
植
え
な
け
れ
ば
と、
享
保
六
年

(
-

t-―
-
)
を
皮
切
り
に
延
亭
二
年
（一
七
四

六）、
党
政
六
年
（一
七
九
四）、
安
政
六
年
(-
八
五
九）
に
伐
採

跡
な
ど
に
伍
木
を
柏
え
て、
柏
え
た
川
木
を
ま
も
る
よ
う
に
と
い
う
文
書
が
出
さ
れ
た。
安
政
六
年
(-
八
五
九）
の

m
 

林
業
を
奨
励
す
る
文
渭
に
は
「
今
ま
で
植
え
て
き
た
造
林
地
は
混
交
林
と
な
っ
て
お
り：．」
と
あ
り、
こ
う
し
た
伐
採

と
机
林
政
策
の
繰
り
返
し
の
結
呆、
混
交
林
が
彩
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る。
切
っ
た
り
植
え
た
り
の
繰
り
返
し
は
明

治
に
入
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
な
か
っ
た。
「
村
有
林
設
附
規
程」
に
は
明
治
三
十
六
年
(-
九
0
三）
か
ら
附
和
四
年
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即

（一
九
二
九）
ま
で
節
年
梢
樹
を
行
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る。
明
治・
大
正
時
代
に
わ
た
る
森
林
の
所
有
権
を

め
ぐ
る
混
乱
の
中
で
も
植
林
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

森
林
の
区
分
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に、
白
川
郷
は
多
く
の
山
村
の
例
に
漏
れ
ず
焼
畑
が
盛
ん
だ
っ
た。
「
昔
は
ど

図

こ
も
か
し
こ
も
ナ
ギ
バ
タ
か
カ
ヤ
バ
で
山
の
卜
の
ほ
う
ま
で
ず
っ
と
よ
う
み
え
た」
と
あ
る
よ
う
に、
焼
畑
は
森
林
の

大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
た。
焼
畑
は
ナ
ギ
ハ
タ
と
呼
ば
れ、
人
会
山
を
利
用
し
て
行
わ
れ
て
い
た。
立
木
を
切
り
倒

し、
虹
を
焼
い
て
か
ら
三、
四
年
か
ら
長
い
と
こ
ろ
で
十
年
ほ
ど
作
物
を
替
え
な
が
ら
畑
作
を
し、
地
力
が
衰
え
た
あ

と
は
ク
サ
バ
や
カ
ヤ
バ
と
し
て
利
川
さ
れ
た。
つ
ま
り、
森
林
の
眺
め
も
箪
地
か
ら
広
葉
樹
林
へ
と
二
十
年
か
ら
三
十

年
の
サ
イ
ク
ル
で
変
化
し
て
い
た
と
い
え
る。
荻
町
で
は
元
禄
七
年
（一
六
九
四）
の
検
地
で
焼
畑
が
約一
・
八
ヘ
ク

m
 

タ
ー
ル
だ
っ
た
も
の
が
安
水一二
年
（一
七
じ
四）
に
は
六
・
□
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
増
加
し
て
い
る。
元
緑
九
年
（一
六
九

八）、
元
緑
十
六
年
(-
七
0:.）、
宝
暦
元
年
(-
七
五
O)
に
は
必
要
以
上
に
焼
か
な
い、
屈
出
を
す
る
な
ど
の
内

容
で
取
締
り
の
文じ
I

が
出
さ
れ
て
い
る。
円
三
に
わ
た
る
収
締
り
は
そ
れ
だ
け
焼
畑
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
も

あ
る。
そ
の
後
も
附
和
の
初
め
ま
で
焼
畑
は
紐
け
ら
れ
た。
梨
格
に
扱
す
る
111
裾
は一
面
コ
ガ
ヤ
が
生
育
す
る
カ
ヤ
バ

で、
焼
畑
の
あ
と
の
や
せ
た
土
地
に
自
然
と
コ
ガ
ヤ
が
生
え
て
き
て
そ
れ
を
広
げ
て
カ
ヤ
バ
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

心

で
あ
る。
胄
時
の
写
真
を
見
る
と、
山
似
が
依
地
に
な
っ
て
お
り、
建
物
の
裏
手
が
す
ぐ
に
森
林
と
な
っ
て
い
る
現
在

よ
り
も
附
る
＜
間
け
た
印
象
で
あ
る
（
図
21
32)。
カ
ヤ
バ
は
そ
の
後
激
減
し
た
が、
合
掌
集
落
の
保
存
運
動
を
受
け

て
附
和
五
十
六
年
に
は
社
団
法
人
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
に
よ
り
上
町
上
に
広
さ一
万
二
千
七
百
十
六
平

方
メ
ー
ト
ル
の
カ
ヤ
ハ
が
造
成
さ
れ
た。
ま
た、
平
成
八
年
に
は
天
生
峠
に
コ
ガ
ヤ
が
移
柏
さ
れ、
カ
ヤ
刈
り
講
習
会

の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る。

を
定
期
的
に
実
施
す
る
な
ど
カ
ヤ
バ
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図 2-32 明善寺

後 ろの Illが草地 に なって し ヽ る （ 年 代不詳、 l{:I J 1 1 村役場所蔵）

焼
畑
や
カ
ヤ
バ
の
他
の
利
用
と
し
て
薪
炭
材
や

林
の
採
取
が
あ
げ
ら
れ
る。
「
里
山」
に
関
し
て

は
荻
町
も
例
外
で
は
な
く、
化
石
燃
料
や
虚
気
が

将
及
す
る
ま
で
は
も
っ
ば
ら
山
か
ら
燃
料
を
得
て

い
た。
現
在
で
も
薪
は
囲
炉
裂
や
お
風
呂
を
沸
か

す
た
め
に
使
っ
て
い
る
家
も
あ
り、
集
落
内
で
薪

を
重
ね
て
収
納
す
る
「
キ
ダ
ナ」
と
呼
ば
れ
る
小

屋
が
あ
る。
し
か
し
聞
い
た
話
で
は、
こ
れ
ら
の

薪
の
多
く
は
道
毘
工
事
の
開
削
時
に
切
り
出
さ
れ

た
も
の
を
購
入
し
て
お
り、
現
在
山
に
新
を
収
り

に
行
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る。ま
た、
天
保
の
絵
図
で
は一
箇
所
「
桑
山」
の

表
示
が
あ
る
が、
森
林
は
合
掌
造
り
の
建
物
と
切

り
離
せ
な
い
捉
蜃
の
た
め
の
山
桑
を
栽
培
す
る
場

所
で
も
あ
っ
た。
山
桑
は
葉
が
小
さ
い
品
種
で
樹

高
は
数
メ
ー
ト
ル、
古
木
に
な
る
と
十
メ
ー
ト
ル

に
達
す
る
も
の
で、
多
く
は
苗
を
山
地
の
湿
潤
な
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傾
斜
地
や
焼
畑
の
囚
辺
に
植
え
込
ん
で
い
た。

ワ
ラ」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
自
然
生
長
の
桑
の
栽
培
地
は
大

旧

正
五
年
(-
九一
六）
か
ら
附
和
十
五
年
(-
九
四
0)
に
か
け
て
村
全
休
で
約
半
分
に
減
少
し、
そ
の
後
も
養
蚕
の

哀
退
に
伴
い、
焼
畑
場
に
な
る
か、
あ
る
い
は
放叩11、
売
却
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た。
現
在
の
山
の
植
生
に
桑
は

残
っ
て
い
る
も
の
の、
全
く
利
川
さ
れ
て
い
な
い。

昭
和
期
か
ら
現
在
ま
で
の
森
林
の
変
化

麻

次
に
附
和
期
か
ら
現
在
ま
で
の
変
化
の
様
f
を
見
て
み
よ
う。
図
2

ー

32
は
期
善
寺
を
炉！
し
た
も
の
だ
が、
よ
く
見

る
と
背
後
の
山
に
樹
木
が
な
く‘
l
る
＜
台
地
卜
に
間
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
全
景
写
真
か
ら
も
わ
か
る
が、
今

で
は
こ
ん
も
り
と
樹
木
が
茂
っ
て
い
て
ま
る
で
異
な
る
最
色
に
な
っ
て
い
る。
こ
の
時
期
最
も
大
き
く
変
化
し
た
の
は

訊
地
で、
全
娯
の
写
真
を
比
べ
る
と
附
和．^
卜
七
年
で
は
背
後
の
山
の
約
半
分
に
州
地
が
見
え
て
い
た
も
の
が、
平
成

|]
年
に
は
わ
ず
か一
％
に
減
少
し
て
い
る。
現
在
の
森
林
に
は
パ
ッ
チ
状
に
な
っ
た
杉
の一
斉
林
が
あ
る
が、
こ
れ

ら
は‘
じ
に
戦
後、
附
和
の
後
平
か
ら
平
成
に
か
け
て
囚
の
林
業
構
造
の
改
革
に
伴
っ
て
植
林
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
民

介
地
の
茅
場、
桑
の
跡
地
に
机
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と、
村
行
林
に一
定
面
積
を
確
保
し
て
植
え
て
い
る
も
の
が
あ
り、

こ
の
た
め、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
パ
ッ
チ
を
示
し
て
い
る。
し
か
し、
附
和
斤
十
五
年
ご
ろ
ま
で
に
造
林
而
栢
は
激

減
し、
こ
こ
数
年
村
で
は
ス
ギ
は
造
林
さ
れ
て
い
な
い。
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
と
造
林
後
の
手
人
れ
も
ほ
と
ん
ど
行
わ

れ
て
い
な
い
状
況
で、
こ
の
た
め
平
成
卜
三
年
の
白
川
村
第
五
次
総
合
計
圃
で
は
林
業
の
振
興
に
よ
る
「
森
林
風
景
の

全」
と
し
て
「
早
急
に
森
林
全
域
に
お
い
て
間
伐
を
実
施」
す
る
こ
と
か
桔
本
計
圃
の
小
で
述
べ
ら
れ
て
い
る。

以
卜
の
よ
う
に、
昭
相
初
期
ま
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
森
林
が
利
川
さ
れ
て
い
た
が、
そ
の
後
そ
れ
ら
が
衰
退
ま
た
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は
泊
滅
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た。
な
か
で
も
特
徴
と
な
っ
て
い
た
の
が
草
地
で、
焼
畑
が
な
く
な
り、
カ
ヤ
バ
も
少
な

く
な
っ
た
結
果、
森
林
の
様
子
は
大
き
く
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る。
か
つ
て
は
ス
ケ
ス
ケ
の
明
る
い
林
だ
っ
た
も
の

が
こ
ん
も
り
と
し
た
厚
み
の
あ
る
森
林
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
要
囚
は、
林
業
の
構
造
改
革
と
襄
退、
化
石
燃
料、
化
学
肥
料
の
普
及
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に、
こ
う
し
た
多
様
な
利
用
と
そ
の
後
の
変
化
は
荻
町
特
有
の
も
の
で
は
な
い。
荻

町
で
は
文
化
財
指
定
や
世
界
追
産
登
録
の
影
罰
を
受
け
ず
に、
大
き
な
社
会
の
流
れ
と
共
に
自
然
に
変
化
を
し
た
唯一

の
景
観
吸
素
が
森
林
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
現
在
の
森
林
は
使
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
が、
枇
界
辿
産
の
「
背
屎」
と
し
て
の
役
割
を
新
た
に
担
っ
て
い
る
と
も
い
え
る。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
さ

ま
さ
ま
な
要
素
の
よ
う
に
「
修
景」
を
森
林
で
も
考
え
る
と
す
れ
ば、
「
よ
り
美
し
い
背
景」
と
す
る
べ
く、
紅
菓
す

る
樹
種
を
残
し
て
い
く
風
致
的
な
施
業
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。
森
林
な
ら
ば、
「
見
せ
る」
た
め
の
演
出

で
紺
菓
す
る
樹
種
が
附
え、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
柏
え
ら
れ
た
と
し
て
も、
「
景
観
作
物」
と
違
っ
て
さ
ほ
ど
不
自
然
な
印

象
は
与
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
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明
治
二
十一
年
(-
八
八
八）
の
土
地
利
用

明
治
期
の
土
地
利
用
で
は、
集
格
の
真
ん
中
の
部
分一
面
が
田
で
そ
の
ま
わ
り
に
大
き
く
畑
が
広
が
っ
て
い
る。
屋

敷
地
は
現
在
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
旧
の
中
に
点
在」
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く、
道
沿
い
に
並
ん
で
い
て、
そ
の

ま
わ
り
は
畑
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。

全
休
の
骨
格
と
し
て
は、
神
社
と
和
田
家
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
し
て
東
通
り、
西
通
り
が
あ
り、
そ
れ
ぞ
れ
の
通
り
を

中
心
と
し
て
屋
敷
地
が
展
開
し
て
い
る。
白
川
八
幡
神
社
か
ら
右
が
東
ぶ
ら
（
東
村）、
西
が
西
ぶ
ら
（
西
村）
と
言

⑲
 

わ
れ、
江
戸
時
代
の
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る。
西
側、
東
側
そ
れ
ぞ
れ
に
寺
院
が
あ
る
が、
東
側
の
明

代
の
変
化
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う。

景
観
の
話
の
最
後
に、
明
治
の
絵
図
と
航
空
写
真
を
も
と
に
全
休
の
土
地
利
用
の
変
遷
を
見
て
い
き
た
い。
使
用
す

g
 

る
の
は
明
治
二
十一
年
(-
八
八
八）
の
大
野
郡
白
川
村
荻
町
組
全
岡
と
昭
和
三
十
二
年、
五
十
三
年、
平
成
十
二
年

の
航
空
写
真
で
あ
る。

巻
碩
の
図
「
土
地
利
用
の
変
造」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
の
土
地
利
川
を
森
林、
田、
畑、
屋
敷
地、
駐
車
場、
道、

で
色
分
け
し
た
も
の
で
あ
る。
パ
ラ
パ
ラ
マ
ン
ガ
の
よ
う
に
こ
の
四
つ
の
図
を
見
て
み
る
と、
こ
の
百
年
で
集
落
が
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
の
モ
ザ
イ
ク
状
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
く
だ
ろ
う。
そ
れ
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
そ
れ
ぞ
れ
の
時

5

土
地
利
用
の
変
遷
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む
か」
と
し
て
い
る。

の
は、
偶
然
で
は
な
く、

m
 

延
亭
五
年
（一
じ
四
八）
の
創
建、
西
側
の
本
槌
寺
は
延
宝
八
年
（一
六
八
0)
に
東
本
粕
寺
派
か
ら
西
本
願

寺
派
に
転
派
し
て
お
り、
創
建
は
そ
れ
を
遡
る。
ま
た、
飛
州
志
に
は
荻
町
城
の
麓
に
御
所
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る、

れ
て
お
り、
こ
れ
に
対
し
て
『
斐
太
後
風
土
記』
に
は
そ
の
場
所
に
「
和
川
の
家
の
み、
今
に
の
こ
る
な
る
ら

つ
ま
り、
展
望
合
の
あ
る
荻
町
城
址
か
ら
和
田
家
が
他
の
家
々
を
従
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

か
つ、
利
川
家
の
前
面
に
広
が
る
川
畑
は
歴
史
的
に
意
味
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る。＞江

戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て、
と
に
か
く
川
も
畑
も
農
地
か
ど
ん
ど
ん
附
え
た
と
い
う
の
が
最
も
大
き
な
変
化
で
あ

ろ
う。
耕
作
地
で
は
元
緑
検
地
（

／ハ
九
五）
と
安
永
検
地
(-
七
七
三）
で
は
Ill
の
増
加
率
は
十
三
％
だ
が、
畑
は

百
四
十
四
％
も
附
加
し
て
い
る。
さ
ら
に、
焼
畑
に
い
た
っ
て
は、
溝
口
が
白
川
村
の
焼
畑
佃
究
の
中
で
享
保
か
ら
附

治
初
期
を
焼
畑
の
近
隣
肛
地
へ
の
拡
大
期
と
し、
元
緑
か
ら
安
永
に
か
け
て
爆
発
的
に
増
加
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に、
一
口
旱
丑�
％
も
増
加
し
て
い
る。
田
と
水
路
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も、
こ
の
時
代
の
田
の
附
加

に
伴
っ
て、
田
や
家
々
を
め
ぐ
る
水
路
網
が
発
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る。

ま
た、
こ
の
時
期
の
最
も
大
き
な
変
化
は、
梨
格
を
貰
く
旧
国
道
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る。
道
が
で
き
た
の
は
明
治

：エ
十
三
年
と
さ
れ
て
い
る
の
で、
叫
治
の
絵
図
の

1

1

年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る。
図
に
書
か
れ
た
時
点
で
は
「
予
定
地」

だ
っ
た
の
か
と
も
者
え
ら
れ
る
が、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
に
は
旧
日
道
沿
い
に
屋
敷
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る。
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昭
和
三
十
二
年
(-
九
五
七）
ま
で
の
変
化

明
治
川
か
ら
附
和
三
十
二
年
ま
で
の
最
も
大
き
な
変
化
は
田
の
増
加
で
あ
る。
地
区
の
北
端
の
下
ゴ
ソ
と
南
端
の
上

町
で
は
闊
地
整
狸
に
よ
っ
て
畑
か
ほ
ぽ
す
べ
て
川
に
枠
わ
っ
て
い
る。
こ
れ
に
よ
っ
て
荻
町
仝
休
の
川
の
面
積
は
飛
趾

的
に
増
加
し
た
が、
集
落
の
中
心
部
に
閃
し
て
は
田
と
畑
の
構
成
や
位
附
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い。
も
う
ひ
と

つ
の
変
化
は
旧
囚
道
沿
い
に
確
実
に
屋
敷
地
が
瑶
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
最
も
古
く
か
ら
田
が
開
け
て
い
た
集
落

の
貞
ん
中
の
部
分
に
建
物
が
増
加
す
る
こ
と
で、
明
治
に
見
ら
れ
た一
面
の
田
が
分
析
さ
れ
始
め
た
様
子
が
わ
か
る。

こ
の
時
期
に
は
庄
川
を
設
る
杭
と
し
て
白
荻
橋
が
完
成
し
た。
こ
の
白
荻
橋
を
皮
切
り
に
次
々
と
橋
が
架
け
ら
れ
た。

こ
の
こ
ろ
は
家
が
少
し
ず
つ
附
え、
橋
が
賂
仙
さ
れ
た
外
は、
大
き
な
変
化
の
気
配
は
な
い。
観
光
地
化
や
保
存
に
大

き
な
影
嬰
を
与
え
た
御
付
衣
ダ
ム
が
完
成
し
た
の
は
こ
の
直
後
の
附
机
三
十
八
年
で、
嵐
の
前
の
推
け
さ
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い。

昭
和
五
十
三
年
(-
九
七
八）
ま
で
の
変
化

こ
の
時
期
の
最
も
大
き
な
変
化
は
建
物
と
迫
路
で
あ
る。
附
和
四
十
年
代
ま
で
に
旧
国
道、
東
通
り、
西
通
り
な
ど

の
村
道
か
す
べ
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
拡
幅
さ
れ
た。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
舗
装
に
よ
っ
て、
こ
れ
ま
で
屋
敷
地
も

道
路
も
詞
じ
上
面
で
あ
っ
た
も
の
が、
祝
揺
的
に
は
道
路
と
土
而
に
分
離
さ
れ
た
こ
と
に
な
る。
そ
の
ほ
か
集
落
の
何

箇
所
か
に
駐
車
場
が
で
き
て
い
る。
昭
和
四
十
四
年、
最
も
古
く
か
ら
田
の
あ
っ
た
場
所
に
荻
町
区
営
駐
車
場
と
公
民

館
が
完
成
し
た。
ま
た、
荻
町
城
址
や
対
岸
の
合
掌
村
に
も
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
て
お
り、
観
光
地
化
が
始
ま
っ
た
こ
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と
が
上
地
利
用
か
ら
も
わ
か
る。
ま
た
妍
た
に
白
川
橋
も
完
成
し
た。
今
で
は
白
荻
橋
で
は
な
く
白
川
橋
が
主
に
使
わ

れ
て
い
る。

附
和
の
後
半
に
は
合
掌
造
り
の
建
物
は
激
減
し
た一
方
で、
合
掌
造
り
以
外
の
建
物
が
大
き
く
増
加
し
た。
昭
和
三

十
二
年
の
段
階
で
旧
囚
道
沿
い
か
ら
附
え
始
め
た
建
物
が、
東
と
西
に
分
か
れ
て
い
た
附
敷
地
の
間
を
埋
め
る
よ
う
に、

徐
々
に
田
畑
の
あ
っ
た
場
所
を
侵
食
し
な
が
ら
増
加
し
た。
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
と
し
た
屋
敷
地
と
田
の
モ
ザ
イ
ク
は
こ
の

時
期
に
で
き
あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る。

平
成
十
二
年
（
二
0
0
0)
ま
で
の
変
化

附
和
九
十
三
年
か
ら
平
成
十
□
年
は、
保
存
述
動
が
始
ま
り
重
製
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
後
の

変
化
と
い
う
こ
と
に
な
る。
一
番
11
に
つ
く
の
は
田
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る。
田
は
耕
作
放

棄
地
や
尻
敷
地
の
拡
大
に
よ
っ
て
著
し
く
減
少
し
た°)
荻
町
中
心
部
の
休
耕
田
は
箪
数
で
見
る
と
約
三
割
に
の
ほ
り、

邸

特
に
集
落
の
真
ん
中
の
部
分
の
不
竹
付
け
地
は
約
六
割
近
く
で、
他
の
場
所
に
比
べ
て
多
く
な
っ
て
い
る。
も
っ
と
も

古
く
か
ら
川
が
あ
っ
た
場
所
は
屋
敷
地
や
訓
作
放
菓
地
と
な
っ
て
し
ま
い、
ま
と
ま
っ
た
田
が
残
っ
て
い
る
の
は
上
町

や
ド
ゴ
ソ
と
い
っ
た
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
妍
し
く
間
か
れ
た
場
所
の
み
で
あ
る。
合
掌
造
り
の
建
物
の
減
少

は
保
介
活
動
に
よ
っ
て
と
ま
り、
川
合
常
造
り
の
建
物
の
増
加
も
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る。
し
か

し、
旧
ll
も
指
摘
す
る
よ
う
に
建
物
の
附
築
な
ど
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
に
よ
っ
て
建
て
詰
ま
り
が
始
ま
る
の
も
こ

の
時
期
で
あ
る。

第一
帝
で
も
述
べ
た
よ
う
に、
こ
の
時
期
に
は
村
も
荻
町
も
観
光
地
と
し
て
の
方
向
性
を
定
め、
そ
れ
に
向
か
っ
て
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土
地
利
用
と
景
観

行
砂
も
址
域
も
炎
き
進
ん
で
い
て、
保
存
と
観
光
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー
ル
の
整
備
が
行
わ
れ
た。
バ
イ
パ
ス

の
間
通
を
は
じ
め、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
対
料
の
せ
せ
ら
ぎ
駐
車
場
整
仙、
で
あ
い
橋
の
架
設、
弥
陀
島
公
園
整
価

な
ど、
庄
川
の
沿
岸
を
次
々
と
塗
り
替
え
る
整
備
が
行
わ
れ
る。
さ
ら
に
こ
の
図
の
範
訓
外
だ
が、
東
洵
北
陸
自
動
車

直
の
整
備
に
よ
っ
て
地
区
の
対
岸
の
1
は
大
き
く
削
り
収
ら
れ
た。

色
で
塗
り
分
け
た
土
地
利
用
の
変
化
を
見
る
と、
あ
ま
り
の
変
貌
ぶ
り
に、
い
っ
た
い
何
が
保
存
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
疑
間
も
わ
い
て
く
る。
特
に
保
存
が
始
ま
っ
て
か
ら
屋
敷
地
の
増
加
や
農
地
の
細
分
化
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
も、
少
な
く
と
も
保
存
に
よ
っ
て
ま
も
ら
れ
た
の
は
「
土
地
利
用」
で
は
な
か
っ
た
と
も
息
え
る
ほ
ど
で
あ
る。

し
か
し、
「
景
観」
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
＇具
上
か
ら
見
た
「
地
図
上」
の
上
地
利
用
の
変
化
と、
実
際
に
「
見
る」

景
色
と
は
か
な
ら
ず
し
も一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る。
人
間
が
眺
め
る
こ
と
で
「
景
観」
が
成
り
立
つ
と
考
え
れ
ば、

こ
の
「
土
地
利
用」
の
激
変
は
木
当
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、
景
色
と
し
て
ど
の
部
分
が
「
見
え
て」

い
る
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る。
ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば、
土
地
利
用
が
こ
れ
だ
け
変
化
し
て
い
る
の
は、
集
落
が

「
生
き
て
い
る」
こ
と
の
証
と
も
い
え
る。
道
路
が
整
伽
さ
れ、
建
物
が
増
え
て
観
光
業
が
盛
ん
に
な
る
様
子
な
ど
人

が
生
活
し
て
い
る
か
ら
こ
そ、
そ
う
し
た
集
落
の
「
生
き
た」
変
化
が
土
地
利
用
の
変
化
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う。
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表 2-3 景観の要素 と 生業の関係

照め ま で
第一次産衰

虹40年代 ま 口一次産 築
昭和50年代担降

第一次産業

観
光
業

林
業

接
蛋

焼
畑

米
作

観
光
業

林
業

独
蚕

焼
畑

米
作

観
光
簗

林
業

養
蚕

焼
畑

米
作

6

生
業
と
景
観

二
章
で
は
ま
も
ら
れ
て
い
る
景
観
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
具
体
的
に
把

握
し
た。

要
素
の
と
こ
ろ
で
取
り
上
げ
た
処
物、
農
地、
水
路、
森
林
と
生
業
と
の
か
か
わ

り
の
有
無
を
ま
と
め
る
と
表
2|
3
の
よ
う
に
な
る。
荻
町
の
生
活
は
挫
蚕
や
焼
畑、

稲
作
か
ら
建
設
業
や
観
光
業
へ
と
変
化
を
し
た。
実
は
こ
ま
か
く
見
て
い
く
と、
江

戸
闊
代
の
焔
硝
の
製
造
や
附
和
の
中
ご
ろ
盛
ん
だ
っ
た
畜
廂
業
な
ど
も
「
業」
と
し

て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
特
に
畜
産
業
は
「
白
川
牛」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
大
い

に
売
れ
た
ら
し
く、
現
在
も
地
区
の
中
に
畜
舎
が
残
っ
て
い
る
し、
牛
を
飼
っ
て
い

る
家
も
あ
る。
夏
場
は
他
の
第
落
で
「
放
牧」
さ
れ
て
い
る
の
で
い
な
い
こ
と
が
多

い
の
だ
が、
山
沿
い
の
牛
小
屋
で
飼
育
さ
れ
て
い
て、
歩
い
て
い
る
と
突
然
「
モ
ォ

ー」
と
い
う
大
き
な
牛
の
声
が
し
て
び
っ
く
り
す
る
こ
と
が
あ
る。

そ
れ
は
さ
て
お
き、
製
素
と
生
業
の
関
係
は
化
石
燃
料
が
入
り
焼
畑
が
な
く
な
っ

た
附
利
の
初
め
こ
ろ、
観
光
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
昭
和
四
十
年
ご
ろ
が
大
き
な
変
化

ま
ぐ
さ

の
時
期
と
い
え
る。
表
を
要
素
か
ら
み
る
と、
森
林
は
株
や
肥、
投
蚕
の
ヤ
マ
グ
ワ、

焼
畑
な
ど
林
業
だ
け
で
な
く
ほ
ぼ
す
べ
て
の
生
業
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
も
の
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が、
今
は
ま
っ
た
く
切
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
ま
た、
生
業
か
ら
見
て
い
く
と、
現
在
で
は
米
作
と
観
光
業

が
い
ろ
い
ろ
な
災
ぷ
と
1
係
を
持
っ
て
い
る。
川
畑
も
耕
し、
仮
も
何
い、
林
業
に
も
従
巾
し
て
い
た
こ
ろ
は
さ
ま
ざ

ま
な
炭
素
と
生
業
と
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
が、
そ
れ
ら
は
次
第
に
な
く
な
り、
い
ま
で
は
自
分
の
と
こ
ろ
で
食
べ
る

分、
民
祈
で
出
す
分
は
川
畑
を
耕
し
て
い
る
と
い
う
家
が
多
い。
し
か
し、
荻
町
が
他
の
と
こ
ろ
と
辿
う
の
は
「
観
光」

と
い
う
新
し
い
生
業
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る。
「
観
光」
は
そ
れ
ま
で
の
炭
素
を
す
べ
て
取
り
込
ん
で
成
り
立
っ
て
い

る。
さ
ま
ざ
ま
な
災
索
が
「
保
仔」
や
「
観
光」
を
名
H
に
修
以
と
い
う
お
化
粧
を
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
う

し
た
閃
係
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る。

し
ば
し
ば
間
題
に
さ
れ
る
の
は
「
以
観
の
た
め
に
川
さ
れ
た
田」
や
工食
蛋
を
し
な
い
合
掌
造
り
の
建
物」
な
ど、

見
せ
る
た
め
の
い
と
な
み
の
ゆ
が
み
に
つ
い
て
で
あ
る。
そ
も
そ
も
景
観
は
生
活
や
生
業
の
結
呆
と
し
て
生
成
し、

「
生
業」
↓
「
景
観」
と
い
う
方
印
性
を
付
つ。
生
成
し
た
も
の
に
お
化
祉
を
加
し
な
が
ら
そ
れ
を
生
業
に
す
る
と

「
景
観」
↓
「
生
業」
と
い
う
逆
方
向
に
ベ
ク
ト
ル
が
向
か
う
こ
と
に
な
る。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
景
さ
れ
た
も
の

に
感
じ
る
迎
和
感
に
も
つ
な
か
っ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る。
「
修
景」
は
ま
さ
に
「
ま
も
ら
れ
た」
「
観
光
の
た
め
の」

と
い
う
謡
味
を
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
与
え
る
行
為
に
他
な
ら
な
い。
こ
れ
は
景
観
が
遺
廂
と
し
て
ま
も
ら
れ、
観
光
地

と
し
て
化
き
て
い
く
以
上
は
必
然
で
あ
り、
そ
の
迎
和
感
を
も
っ
て
非
難
す
る
の
は
「
保
存」
や
「
観
光」
を
否
定
す

る
こ
と
に
も
な
る。
そ
し
て
「
保
存」
と
「
観
光」
を
否
定
さ
れ
た
ら
現
在
の
荻
町
に
は
何
が
残
る
の
だ
ろ
う
か。

さ
て、
そ
う
は
い
っ
て
も、
土
地
利
川
の
変
造
を
み
る
と
「
ま
も
ら
れ
た」
は
ず
の
荻
町
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る。
こ
こ
で
湧
く
の
は
い
っ
た
い
「
何
が」
ま
も
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
間
で
あ
る。

「
生
き
た
景
観」
は
近
代
化
の
流
れ、
迎
業
柚
造
の
変
化
に
伴
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す
る。
そ
れ
は
山
村
の
場
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白
川
村
の
他
の
集
落
に
起
こ
っ
た
「
廃
村」
と
い
う
極
端
な
結
呆
に
も
な
る。
つ
ま
り
何
も
し
な
く
て
も
大
き
く

変
化
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い。
し
か
し
荻
町
に
お
い
て
は
「
保
存」
が
も
た
ら
し
た
変
化
が
あ
る。

こ
の
章
の
冒
頑
に
あ
げ
た
写
真
に
戻
っ
て
い
た
だ
き
た
い。
古
い
ほ
う
は
土
地
利
用
で
み
る
と
ち
ょ
う
ど
大
き
く
変
化

す
る
薗、
そ
し
て
新
し
い
ほ
う
は
変
化
し
た
後
で
あ
る。
土
地
利
川
の
変
化
か
ら
受
け
た
印
象
と
は
大
き
く
異
な
り、

や
は
り
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
し
ゃ
な
い
か、
と
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か。
土
地
利
用
の
変
化
か
ら
は
屋
敷
地
が
増
大

し、
虹
巾
場
が
増
え、
古
く
か
ら
あ
っ
た．
r皿
の
田
が
釧
か
く
分
析
さ
れ
誡
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た。

し
か
し、
展
望
合
か
ら
の
万
真
を
見
る
と、
合
掌
造
り
の
建
物
を
ま
も
り、
日
立
つ
耕
作
放
棄
地
の
川
を
ふ
た
た
び
耕

作
し、
祈
し
い
辻
物
を
こ
げ
茶
色
に
栴
っ
た
効
果
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
も
の

の
見
方」
に
よ
っ
て
「
ま
も
ら
れ
た
も
の」
の
印
象
が
こ
ん
な
に
も
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る。

荻
側
は
か
つ
て
股
業
や
投
蚤
を
生
業
と
し
た
「
生
き
た
蚊
観」
が
現
在
は
観
光
業
を
生
業
と
し
て
「
生
き
て
い
る」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る。
こ
こ
に
保
存
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
観
光
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
「
景
観」、
観
光
資
源

と
し
て
の
「
景
観」
で
あ
る。
打
几
利
夫
と
い
う
圃
家
が
絵
を
椛
く
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
は、
荻
町
の
状

況
に
も
％
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い。

本
物
の
111
を
見
て
い
い
と
息
い、
そ
の
良
さ
を
絵
に
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
な
ら
相
当
屹
を
つ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
て
す。
人
切
な
の
は
ど
の
よ
う
に
峠
を
つ
い
た
ら
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
か、
そ
の
貞
実
か
伝
わ
る
か

m
 

と
い
う
こ
と。
そ
う
や
っ
て
嘘
を
つ
い
て
抽
出
さ
れ
た
形
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る。
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牛
き
た
鼠
観
は
絵
で
は
な
い
し、
「
嘘」
と
い
う
こ
と
ば
は
強
す
ぎ
る
け
れ
ど
も、
「
保
存」
や
「
観
光」
が
誰
か
に

対
し
て
「
見
せ
る」
こ
と
を
前
捉
に
し
て
い
る
か
ぎ
り、
「
ほ
ん
も
の
か
ど
う
か」
を
云
々
す
る
こ
と
は、
「
リ
ア
リ
テ

ィ
ー」
を
抽
出
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
に
忍
識
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う。

―!
0
0
六
年 、

【
脚
注
お
よ
び
文
献】

山
Denis
E .
 Cosg
rove
 (1998)
 Social
 For
mation

 and
 Sy
mbolic

 Landscape .
 

図
宮
澤
袢
上
『
合
掌
造
り
Q
&
A』、
白
川
村・
白
川
村
教
育
委
員
会 、
―-
0
0
九
年 ‘
i
O
1 ．
一
直
賃

閻
宮
澤
狩
十
『
合
党
造
り

を
机
則
す
る

j 、
白
川
村・
白
川
村
教
育
委
員
会 、
一

九
九
五
年、
几
四
頁 。

団
白
川
村・911
川
村
教
育
委いい〈
会
『
白
川
村
の
合
党
辿
り
集
洛」 、
一
九
八
七
年 。

向
前
掲
閻 、

口し
頁 。

仰
稲
垣
栄一 ·-
「
山
村
什
屈
の
成
立
根
拠
□
\

5」
『
建
築
史
研
究
10
/
12
/
15」 、

•
九
り一
ー一

九／
四
年 。

口
前
掲
向 。

閻
白
川
村
荻
附
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
叶
圃
ー

い 。

間
西
山
徳
明
「
観
光
間
発
地
域
に
お
け
る
文
化
変
容
と
演
出
成
畠
お
よ
び
以
観
竹
罪
川
圃
に
関
す
る
研
究」
学
位
論
文、
古小
都
大

学
大
学
院
�

学
仙
究
科 、

．
九
九
五
年 。

間
前
褐
切 ‘
- •
O
几
ー

ニ
0
六
貞 。

い
斎
藤
災
俊
「
歴
史
地
区
に
お
け
る
修
鈷
の
則
念
と
方
法
1

日
独
の
事
例
を
比
校
し
て
ー」

『
平
成
八 、
九
年
度
文
部
科
学
省
科

学
仙
究
骰
補
助
金
川
腔
学
術
研
究
成
果
報几口
凸
「
建
造
物
保
介
修
復
の
即
念
お
よ
び
方
法
に
関
す
る
研
究」」、
一
九
九
八
年 。

⑫
仏
統
的
建
造
物
と
環
境
物
件
に
関
し
て
は
平
成
卜

九
年
度
か
ら
全
休
の
見
附
し
調木IL
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る。
近
い
う
ち

に
「
科
学
的
な
根
拠」
に
仏
づ
い
た
指
定
の
見
直
し

が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

闘
訓
掲
凹 ゜

閻
五
十
嵐
太
郎
『
美
し
い
都
市・
醜
い
都
市」 、
中
公
新
翡
ラ
ク
レ 、

―
-
0
\
 

-
I‘。

フ
ト/

1

UT
 
ー

一
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