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景
観
の
画
一
化
と
町
へ
の
愛
猜

京
都
の
場
合
（
上
）

一
時
、
山
陰
・
山
陽
方
面
に
よ
く
調
査
旅
行
に
出
か
け

た
時
期
が
あ
っ
た
。
国
鉄
沿
線
の
い
く
つ
か
の
町
を
訪

ね
歩
い
て
、
ふ
と
あ
る
町
の
町
角
や
駅
前
広
場
に
立
ち

止
ま
っ
た
一
瞬
、
現
在
自
分
が
ど
こ
の
町
に
い
る
の
か
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
戸
惑
っ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
そ
っ
く
り
の
駅
前
風
景
や
何
々
銀
座
と
呼

ば
れ
る
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
や
す
っ
ぽ
い
商
店
街
に
出
＜

わ
し
た
。
ま
た
、
ビ
ル
か
雑
然
と
建
ち
並
ぶ
国
道
沿
い

の
風
景
か
ら
も
、
そ
の
地
方
の
特
色
を
感
じ
と
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
立
派
な
ビ
ル
の
建
つ
都
心
街
も
、

人
間
や
車
の
い
れ
も
の
と
い
う
よ
う
な
無
表
情
な
景
観

を
呈
し
て
い
た
。
ま
だ
特
色
が
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
て

い
る
山
陰
・
山
陽
の
町
に
し
て
こ
の
有
り
様
で
あ
る
。

（
京
都
市
都
市
計
画
局
風
致
課
主
幹
）

こ
の
よ
う
な
無
表
情
な
画
一
化
し
た
景
観
が
全
国
の

都
市
を
お
お
い
尽
く
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
人
々
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
住
む
町

を
、
地
域
を
愛
す
る
手
掛
か
り
ま
で
も
失
い
つ
つ
あ
る

こ
と
に
、
全
く
気
付
い
て
は
い
な
い
。
多
く
の
場
合
、

町
や
村
な
ど
の
物
的
な
地
域
と
い
う
も
の
は
、
目
に
見

え
る
景
観
と
い
う
か
た
ち
を
通
し
て

r

そ
こ
に
住
む
人

た
ち
の
心
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
住
民
の
心
と
地
域
と

を
結
ん
で
い
る
そ
の
景
観
が
特
色
を
失
い
、
ど
こ
の
町

も
村
も
同
じ
よ
う
な
風
景
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
た

ら
、
是
が
非
に
も
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
い
と
す
る
地
域

へ
の
愛
着
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く
。

交
通
網
の
発
達
や
新
聞
。
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
っ
て
生
活
や
文
化
か
均

一
化
し
て
き
た
こ
と
、
そ
の
生
活
の
現
れ
と
し
て
の
都

大

西

国

太

郎

歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
学
ぶ
も
の

市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
も
と
づ
く
ル
ー
ル

市
景
観
が
似
て
き
て
も
何
の
不
思
謙
も
な
い
と
お
っ
し

ゃ
る
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ

と
‘
こ
の
状
況
を
肯
定
さ
れ
る
方
は
少
な
い
と
思
う
。

明
治
以
来
の
富
国
強
兵
の
時
代
か
ら
、
戦
後
三
十
年
代

に
は
じ
ま
る
高
度
経
済
成
長
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
わ

が
国
は
国
力
の
増
強
や
経
済
を
最
優
先
す
る
政
策
を
推

し
進
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
今
日
の
物
質
面
偏
重
の
杜

会
風
潮
を
も
た
ら
し
た
。

都
市
景
観
が
生
活
の
現
れ
と
す
る
な
ら
ば
、
貧
弱
な

無
表
情
な
景
観
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
と
文
化

の
貧
し
さ
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

京
都
の
人
は
、
東
京
や
大
阪
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
、

，
 

よ
く
「
ほ
っ
と
す
る
」
と
い
う
。
他
の
大
都
市
に
比
べ

て
、
京
都
に
は
、
ま
だ
空
間
的
に
も
経
済
的
に
も
利
用
一

し
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
社
寺
な
ど
の

空
間
的
な
ゆ
と
り
、
お
茶
•
お
花
・
伝
統
行
事
な
ど
に

み
る
遊
ぴ
の
要
素
も
多
く
、
時
間
の
流
れ
に
も
余
裕
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。

幸
い
に
し
て
わ
が
京
都
は
、
伝
統
的
な
市
民
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
に
支
え
ら
れ

r

京
都
の
歴
史
的
な
自
然
的
な

特
性
を
大
き
く
こ
わ
す
こ
と
な
く
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
が
今
日
の
京
都
ブ
ー
ム
を
呼
び
、
年
間

三
千
八
百
万
人
に
も
及
ぶ
観
光
客
を
京
都
に
ひ
き
つ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

京
都
市
も
、
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
支
え
ら
れ
、
昭

和
の
は
じ
め
か
ら
の
風
致
地
区
、
昭
和
四
十
一
年
制
定
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修景前

祇固新橋地区の修禁実例

（タクシー会社のガレージ跡地に辿物を新染

するにあたって、町並みと調和するよう本 2

階建茶屋様式として外観を格えた例）
廂寧坂付近の町並み

の
古
都
保
存
法
に
よ
る
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
地
区
、

近
く
は
昭
和
四
十
七
年
の
市
街
地
景
観
条
例
に
も
と
づ

く
美
観
地
区
や
巨
大
工
作
物
規
制
区
域
、
清
水
産
寧
坂

や
祇
園
新
橋
に
指
定
さ
れ
た
特
別
保
全
修
景
地
区
等
に

よ
っ
て
、
重
点
的
に
、
京
都
ら
し
さ
と
い
わ
れ
る
歴
史

的
自
然
的
な
特
性
の
保
全
に
努
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
京
都
の
よ
さ
を
守
る
ル
ー
ル
は
、
市
民
的
な
コ
ン
セ

ン
サ
ス
と
、
規
制
を
受
け
る
側
の
地
域
の
住
民
の
方
々

の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
有
効
に
機
能
す
る
。

町
並
み
保
存
は
町
づ
く
り

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
保
全
対
策
の
な
か
で
も
、
特

に
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
別
保
全

修
景
地
区
を
経
て
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
の
選
定
を
受
け
て
い
る
清
水
産
謬
坂
（
昭
和
五
十

一
年
選
定
）
‘
祇
園
新
橋
（
昭
和
五
十

l

年
選
定
）
嵯
峨

烏
居
本
（
昭
和
五
十
四
年
選
定
）
の
三
地
区
で
進
め
ら

れ
て
い
る
町
並
み
保
存
事
業
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の

地
区
の
住
民
の
方
々
と
の
度
重
な
る
触
れ
合
い
か
ら
、

多
く
の
こ
と
を
学
び
と
ら
せ
て
も
ら
っ
た
°
そ
の
な
か

で
も
、
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
町
並
み
保
存
は
、
一
種

の
町
つ
く
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
産
寧
坂
地
区
で
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
か

あ
っ
た
。
こ
の
地
区
の
場
合
に
は
、
町
並
み
保
存
の
方

向
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
観
光
に
よ
る
地
域
発
展
の
方

向
を
は
っ
き
り
と
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
か
ら
、

町
内
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
は
あ
る
が
、
観
光
客
に

ょ
一
，
て
う
る
お
い
を
受
け
て
い
る
店
が
相
当
あ
る
。
そ

の
方
向
は
そ
れ
な
り
に
わ
か
る
が
、
地
域
発
展
の
方
向

を
縛
る
の
は
不
安
だ
と
す
る
意
見
が
飛
び
だ
し
て
き
た
。

観
光
客
相
手
で
な
い
「
般
地
域
並
み
の
商
業
活
動
、
た

と
え
ば
電
気
器
具
店
と
か
美
容
院
を
目
分
の
子
供
や
孫

の
代
に
や
ろ
う
と
し
て
も
事
実
上
や
り
よ
う
が
な
い
。

業
種
選
択
の
自
由
ま
で
縛
る
の
は
お
断
り
だ
と
す
る
意

見
で
あ
る
。

こ
の
不
安
は
、
一
部
の
人
た
ち
に
よ
る
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
町
内
会
単
位
や
有
志
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
熱

心
な
討
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
や
は
り
他
の
地

域
に
は
な
い
町
並
み
の
雰
囲
気
と
い
う
有
利
な
条
件
を

生
か
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
地
域
の
発
展
に
な
る
こ

と
を
確
認
さ
れ
、
地
元
と
の
話
し
合
い
に
―
つ
の
進
展

を
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
う
一
っ
、
市
の
案
を
受
け
入
札
る
か
否
か
を
選
択

す
る
に
あ
た
っ
て
、
地
元
の
人
た
ち
が
心
配
さ
れ
た
の

は
、
地
価
か
下
が
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
C

そ
の
当
時
、
地
価
は
年
率
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
六

地
域
発
展
の
方
向
を
選
択
し
た
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に

大
き
い
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
五
・
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
い
う
小
さ
い
地
域
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

私
は
、
住
民
に
よ
る
「
町
づ
く
り
」
意
識
の
萌
芽
を
見

た
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
四
階
建
て
ビ
ル
反
対
運
動
が
町
並
み
保
存
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
祇
園
新
橋
地
区
で
は
、
地
価
と
町

並
み
保
存
を
め
く
っ
て
熱
心
な
討
議
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
。
四
条
通
り
の
北
に
位
置
す
る
こ
の
地
区
は
、
四

条
通
り
か
ら
北
上
す
る
バ
ー
・
ス
ナ
ッ
ク
の
侵
食
と
｀
・

ピ
ル
化
の
波
に
い
ま
に
も
の
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。
昭
和
四
十
九
年
頃
、
＇
こ
の
か
い
わ
い
の
地
価
は
、

坪
二
百
万
円
前
後
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
産
寧
坂
地
区

よ
り
も
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
地
価
に
つ
い
て
の
地
域

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
っ
た
。

「
地
価
が
騰
貰
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
ビ
ル
の
進
出

を
招
き
結
局
先
住
者
の
自
分
た
ち
が
追
い
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
地
価
は
下
が
っ
て
も
よ
い
。
」
と
の
明
快
な

結
論
に
到
達
さ
れ
た
町
内
（
東
山
区
元
吉
町
）
も
あ
り
、

徐
々
に
地
域
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
形
成
さ
れ
て
い
っ

こ。f
 そ

の
後
、
元
吉
町
の
人
た
ち
に
よ
る
特
別
保
全
修
景

地
区
指
定
の
要
請
、
周
辺
町
内
の
人
た
ち
に
よ
る
地
区

指
定
反
対
運
動
な
ど
が
起
こ
り
、
う
余
曲
折
の
末
、
一
年

ぶ
り
に
昭
和
四
十
九
年
几
月
地
区
指
定
に
こ
き
つ
け
た
。

地
区
指
定
後
、
四
条
通
り
か
ら
の
商
業
化
の
波
は
、

こ
の
祇
園
新
橋
地
区
で
衣
と
心
を
か
え
て
、
徐
々
に
北

上
し
て
き
て
い
る
。
十
年
・
ニ
十
年
後
の
祇
園
新
橋
地

大
都
市
市
街
地
）
の
高
騰
を
続
け
て
い
た
。
京
都
市
の

特
別
保
全
修
景
地
区
の
指
定
を
受
け
る
と
地
価
は
大
幅

に
下
落
し
て
い
く
と
の
意
見
か
出
て
き
た
。
説
明
会
等

に
不
動
産
業
者
が
入
り
込
み
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
あ
お

っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し

r

地
価
に
よ
る
利
益
は
、

土
地
を
売
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
土

地
を
本
当
に
売
っ
て
出
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
人
た

ち
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
地
域
の
地
価
は
特
色
あ
る
観
光
地
と
し
て
支

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
町
並
み
が
こ

わ
さ
れ
、
中
途
半
端
な
景
観
を
呈
し
て
き
た
と
き
こ
そ
、

地
価
が
下
落
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
説
得
し
て

い
た
。
そ
の
当
時
は
、
こ
の
産
寧
坂
地
区
の
こ
と
が
相

圭
大
き
く
マ
ス
コ
ミ
に
と
り
あ
け
ら
れ
、
私
は
逆
に
店

舗
を
開
き
た
い
と
い
う
入
た
ち
が
、
土
地
・
建
物
を
買

い
に
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
e

事
実
、
そ
の
と
き
一
件
だ
け
で
は
あ
っ
た
が
、
か
つ
て

こ
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
入
か
工
芸
品
を
扱
う
土
産
物

店
を
開
く
た
め
準
備
さ
れ
て
い
た
。
建
物
の
外
観
に
つ

い
て
も
‘
市
の
行
政
指
導
を
積
極
的
に
受
け
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
い
ま
ま
で
店
舗
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な

か
っ
た
が
、
最
近
観
光
客
が
増
え
、
宕
だ
け
で
生
活
し

て
ゆ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

r

と
市
の
説
明
会
で
正

直
に
お
っ
し
ゃ
る
老
夫
婦
も
あ
っ
た
り
し
て
、
地
域
の

人
た
ち
は
、
肌
で
じ
か
に
地
域
の
動
き
を
感
じ
と
り
、

地
価
が
下
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
は
杞
憂
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

地
域
の
入
た
ち
か
、
不
安
を
乗
り
越
え
討
議
を
経
て

区
の
将
来
を
見
込
ん
で
、
是
非
に
と
こ
の
地
の
町
家
を

買
い
と
り
、
外
観
を
生
か
し
て
営
業
を
は
し
め
て
い
る

料
理
屋
さ
ん
な
ど
、
そ
の
数
は
ま
だ
少
な
い
が
、
こ
の

地
に
ふ
さ
わ
し
い
営
業
活
動
を
も
く
ろ
む
人
た
ち
が
現

れ
て
き
た
。
こ
の
祇
園
新
橋
・
産
寧
坂
両
地
区
と
も
、

昭
和
五
十
一
年
九
月
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
と
し
て
の
選
定
を
受
け
、
国
の
財
政
援
助
が
は

じ
ま
っ
て
い
る
。

町
並
み
保
存
が
成
功
し
た
場
合
、
そ
の
地
域
に
保
存

,
 

.. 

の
方
向
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
ま
た
積
極
的
な
選

択
が
地
域
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
の
、

保
存
へ
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
人
は
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
意
見
は
、
．
一
面
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
た
と
え
に
も

似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
必
然
性
は
、
地
域
の
人
た

．
．
．
．
．
◇
・
・
・

ち
が
苦
汁
を
な
め
て
自
ら
見
つ
け
出
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
。
祇
園
新
橋
の
場
合
で
い
え
ば
、
世
間
一
般
の
常

識
で
は
、
周
囲
か
ら
の
バ
ー
・
ス
ナ
ッ
ク
の
侵
食
、
ビ
ル

化
の
波
に
従
っ
て
お
け
ば
、
衰
微
し
つ
つ
あ
る
お
茶
屋

か
ら
有
利
に
転
業
も
で
き
、
地
価
上
昇
の
分
け
前
に
も

あ
ず
か
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地

域
の
人
た
ち
は
、
世
間
一
般
の
道
を
と
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
世
間
の
常
識
に
抗
し
、
発
想
の
転
換
に
よ
っ
て
、

あ
え
て
自
ら
の
必
然
性
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
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定

価

一

五

0
円
（
送
料
二
九
円
）

年

間

購

読

料

一

、

八

0
0
円

集

後

記

0
本
号
で
は
「
祭
礼
の
保
存
と
地
域
文
化
」
「
歴

史
的
町
並
み
の
保
存
に
学
ぶ
も
の
」
と
、
共
に

比
較
的
最
近
に
お
い
て
保
存
に
力
が
注
が
れ
関

心
を
集
め
て
い
る
事
柄
を
論
じ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
地
域
で
の
特
色
あ
る
文
化
振
興

を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
際
の
核
と
な
る
も
の

だ
が
、
地
域
住
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
支
え
が

き
め
手
と
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

〇
各
地
の
特
色
あ
る
文
化
施
設
を
親
し
み
や
す
、

く
紹
介
し
て
き
た
「
美
術
館
・
博
物
館
・
文
化

施
設
め
ぐ
り
」
は
、
こ
れ
か
ら
は
単
に
施
設
だ

け
で
な
く
、
特
色
あ
る
地
域
の
文
化
活
動
事
例

を
幅
広
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
今
回
を
最
終
と

し
た
い
。
清
原
さ
ん
御
苦
労
様
で
し
た
。

0
な
お
次
号
か
ら
編
集
担
当
を
小
原
孜
郎
氏
に

引
き
継
ぎ
ま
す
。
約
一
年
半
に
わ
た
る
御
支
援

に
感
謝
し
、
本
誌
の
新
た
な
発
展
を
期
待
し
ま

す

。
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一
方
、
こ
の
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
は
、
都
市
計
画

の
分
野
か
ら
強
い
関
心
と
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
都
市
開
発
は
、
駅
前
の
再
開
発

に
み
る
よ
う
に
、
既
存
の
建
物
・
道
路
割
な
ど
地
上
の

物
件
す
べ
て
を
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ご＇

京
都
に
ふ
さ
わ
し
い
保
存
方
式

嵯峨烏居本の町並み

（愛宕神社の一の鳥居付近）

う
と
し
て
い
る
景
観
の
画
一
化
現
象
、
こ
れ
と
並
行
し

て
進
行
す
る
住
民
の
地
域
へ
の
無
関
心
、
こ
れ
ら
に
対

し
て
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
は
‘
―
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
全
国
各
地
で
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
上
よ
う
や

く
実
現
を
み
て
い
る
町
並
み
保
存
の
事
例
を
み
る
と
き
、

町
並
み
保
存
が
単
な
る
物
理
的
修
復
事
業
で
は
な
く
‘

そ
の
地
域
の
人
た
ち
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で

あ
り
、
地
域
の
人
た
ち
の
存
在
感
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意

識
に
ま
で
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
こ
れ
は
特
殊
な
環
境
で
の
特
殊
解
で
は
決

し
て
な
く
、
一
般
の
都
市
や
集
落
に
お
け
る
自
治
意
識

の
芽
生
え
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
各
都
市
に
お
い
て

住
環
境
を
ま
も
る
建
築
協
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
徐
々

に
広
が
り
つ
つ
あ
る
「
自
ら
の
環
境
は
自
ら
の
協
定
に

よ
’
っ
て
ま
も
る
」
と
い
う
自
主
協
定
的
思
考
は
、
伝
統

的
な
町
並
み
保
存
の
思
想
と
本
質
的
に
何
ら
変
わ
る
と

こ
ろ
は
な
い
。

町
並
み
保
存
や
自
主
協
定
的
な
運
動
、
あ
る
い
は
各

種
の
住
民
運
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
住
民
の
自
治
意

識
・
行
政
へ
の
参
加
意
識
は
、
貴
重
な
経
験
を
経
て
ま

す
ま
す
た
か
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
住
民
の
貴
重
な
意

識
を
行
政
は
吸
い
上
げ
、
形
の
あ
る
施
策
と
し
て
打
ち

出
す
義
務
が
あ
る
。
現
在
の
地
方
自
治
体
は
徒
手
空
拳

に
も
似
た
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
住
民
の
望
む
町
づ

く
り
（
現
代
の
町
並
み
）
を
進
め
る
た
め
に
は
、
地
方

分
権
の
獲
得
こ
そ
必
要
で
あ
る
。
新
し
い
日
本
の
活
力

は
、
地
方
分
権
獲
得
へ
の
過
程
に
お
け
る
住
民
・
自
治

体
の
汗
と
脂
の
燃
焼
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。

- 1 3― 

疎
地
域
に
残
る
も
の
が
多
く
、
生
活
環
境
施
設
整
備
の

お
く
れ
が
目
立
ち
、
歴
史
的
町
並
み
を
抱
え
る
市
町
村

に
共
通
す
る
長
期
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
九
月
、

四
国
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
歴

史
的
景
観
都
市
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
も
、
最
重
要
な

課
題
と
し
て
討
議
さ
れ
、
人
間
生
活
の
場
で
あ
る
歴
史

的
町
並
み
に
は
、
生
活
環
境
施
設
の
整
備
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
強
く
国
に
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 ”‘ 

各
地
の
歴
史
的
町
並
み
を
尋
ね
歩
い
て
、
京
都
に
立

ち
寄
る
新
聞
・
雑
誌
の
記
者
た
ち
か
ら
、
京
都
へ
来
て

ほ
っ
と
す
る
と
い
う
感
想
を
き
く
こ
と
が
多
い
。
映
画

の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
町
並
み
、
単
調
な
町
並
み
を
見
て

歩
き
、
京
都
の
産
寧
坂
に
来
て
は
じ
め
て
落
ち
つ
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
き
生
き
と
し
た
生
活

が
あ
り
、
そ
の
町
並
み
の
生
活
に
と
け
込
ん
で
い
く
こ

と

が

で

き

る

と

彼

ら

は

い

う

。

‘

.

京
都
の
町
並
み
は
、
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
・

現
在
と
生
き
続
け
て
き
た
町
並
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

生
き
生
き
と
し
た
生
活
が
あ
り
、
そ
の
生
活
の
跡
が
、

歴
史
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
記
者
た
ち
を
安

心
さ
せ
、
町
並
み
に
と
け
込
ま
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
産
寧
坂
で
は
、
江
戸
期
の
む
し
こ
造
り
．
『

町
家
が
、
明
治
・
大
正
期
に
二
階
に
も
人
が
住
め
る
本

ー
ト
の
ビ
ル
に
建
て
替
え
た
り
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建

設
に
み
る
よ
う
に
、
プ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
山
や
丘
を
削
り
、

平
坦
な
土
地
に
真
四
角
の
ビ
ル
を
建
て
て
い
く
、
い
わ

ゆ
る
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
方
式
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
人
々
は
味
気
な
い
画
一

化
し
た
環
境
を
押
し
付
け
ら
れ
、
団
地
病
な
ど
と
い
う

有
り
難
く
な
い
病
気
ま
で
出
て
く
る
始
末
で
あ
る
。

既
成
市
街
地
の
再
開
発
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
方
式
を
反
省
し
、
古

い
建
物
で
も
修
復
し
て
使
え
る
も
の
は
使
い
、
地
域
に

あ
る
小
さ
な
杜
寺
や
ほ
こ
ら
、
史
跡
庭
園
な
ど
も
開
発

に
と
っ
て
負
の
要
素
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
域

の
貴
重
な
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
活
用
し
、
地
域
の
個
性
を

生
か
し
た
開
発
・
整
備
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る

考
え
方
が
、
徐
々
に
広
が
り
は
じ
め
て
い
る
。
歴
史
的

町
並
み
の
保
存
事
業
が
そ
れ
を
先
行
的
に
実
践
し
て
い

る
と
の
見
方
が
あ
る
。

近
年
、
歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
対
し
て
よ
う
や
く

関
心
が
た
か
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
き
良
き
も

の
に
対
す
る
郷
愁
や
、
都
市
化
の
波
に
い
ま
に
も
の
み

込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
歴
史
的
町
並
み
を
早
急
に
保

存
す
べ
し
と
す
る
観
点
の
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ

の
町
並
み
保
存
は
、
地
域
と
人
間
生
活
と
の
か
か
わ
り

合
い
と
い
う
現
代
的
課
題
に
対
し
て
、
多
く
の
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
生
き
た
教
師
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し

て
い
る
人
が
多
い
。
先
に
述
べ
た
、
将
来
の
都
市
再
開

発
の
あ
り
方
に
―
つ
の
示
唆
を
与
え
る
な
ど
、
現
代
都

市
の
抱
え
る
課
題
に
答
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
本
誌
先
月
号

（
上
）
の
冒
頭
で
述
べ
た
全
国
の
都
市
を
お
お
い
尽
く
そ

噛

二
階
建
町
家
と
し
て
再
生
さ
れ
、
大
正
期
に
は
数
寄
屋

風
の
味
を
加
え
た
町
家
が
出
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

．
．
．
．
 

れ
ら
の
し
も
た
や
（
住
宅
）
の
一
階
が
店
舗
に
改
変
さ

れ
る
な
ど
、
生
活
の
必
要
に
応
じ
て
変
化
し
て
き
た
跡

を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
も
の

は
、
決
し
て
伝
統
の
基
本
を
は
ず
れ
ず
、
伝
統
の
心
を

生
か
し
た
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
京
都

市
で
は
、
こ
う
し
た
「
良
い
変
化
」
を
も
伝
統
様
式
の

範
ち
ゅ
う
に
含
め
て
保
存
を
は
か
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
京
都
で
は
、
江
戸
末
期
や
明
治
初
年

に
一
斉
に
復
元
す
る
と
い
う
方
式
は
と
ら
ず
、
こ
う
い

っ
た
町
並
み
の
歴
史
的
な
変
化
の
過
程
を
も
重
視
し
た

保
存
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

京
都
の
多
く
の
町
並
み
を
一
貫
し
て
調
査
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
京
都
大
学
西
川
幸
治
教
授
を
は
じ
め
と
す
る

研
究
室
の
方
々
の
的
確
な
調
査
研
究
と
、
わ
れ
わ
れ
行

政
側
の
日
々
の
実
践
的
経
験
、
こ
の
両
者
の
な
か
か
ら

大

西

国

太

郎

（
京
都
市
都
市
計
画
局
風
致
課
長
）

．
丁
且
量
一

鬱

・

京
都
の
場
合
（
下
）
—
_
ー

歴
史
的
町
並
み
の
保
存
に
学
ぶ
も
の

現
代
的
課
題
に
答
え
る
歴
史
的
町
並
み

`?  ， 

生
ま
れ
て
き
た
京
都
の
町
並
み
に
対
す
る
確
固
と
し
た

基
本
姿
勢
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
先
に
述
べ
た
広
い
意
味
で
の
伝
統
様

式
を
温
存
し
て
い
る
建
物
（
伝
統
的
建
造
物
）
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
姿
そ
の
ま
ま
に
修
理
し
、
保
存
を
は
か

っ
て
い
る
。
一
方
、
モ
ル
タ
ル
塗
や
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
ュ
な

ど
に
よ
っ
て
当
世
風
と
な
り
、
伝
統
的
な
様
式
が
く
ず

れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
建
物
（
伝
統
的
建
造
物
以
外
の
建

物
）
に
つ
い
て
は
、
伝
統
様
式
に
準
じ
て
順
次
修
景
を

は
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
地
域
に
は
活
発
な
営
業
活
動
や
生
き
生

き
と
し
た
生
活
が
展
開
し
て
い
る
た
め
、
年
次
を
き
め

て
一
斉
に
修
理
・
修
景
す
る
な
ど
の
事
業
方
式
は
地
域

の
活
動
に
支
障
を
き
た
す
た
め
採
用
せ
ず
、
生
活
や
営

業
上
の
必
要
か
ら
生
じ
た
改
修
・
模
様
替
え
の
時
点
を

と
ら
え
て
技
術
指
導
を
行
い
、
補
助
金
・
融
資
を
組
み

合
わ
せ
て
誘
導
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
る
。

歴
史
的
町
並
み
の
保
存
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
現

に
住
民
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
場
」
そ
の
も
の
の
保
存

で
あ
り
、
こ
の
歴
史
的
環
境
を
保
存
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
解
決
す
べ
き
様
々
な
課
題
と
障
害
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
日
照
・
採
光
・
通
風
な
ど
の
住
居
環
境
の
問
題
、

防
災
上
の
問
題
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

市
街
の
西
北
端
に
位
置
す
る
嵯
峨
鳥
居
本
地
区
に
お

い
て
は
、
下
水
道
・
交
通
施
設
な
ど
の
生
活
環
境
施
設

の
整
備
が
お
く
れ
、
そ
の
整
備
が
重
要
な
課
題
と
な
り
、

地
元
の
方
々
の
強
い
要
望
と
な
っ
て
い
る
。
全
国
的
に

み
て
も
歴
史
的
な
町
並
み
・
集
落
は
、
交
通
の
不
便
な
過

--12― 



編

集

後

記

0
四
月
に
な
る
と

r

さ
す
か
に
吹
き
抜
け
る
風

に
も
あ
た
た
か
さ
を
感
ず
合
各
地
か
ら
の
花
＿
＂

だ
よ
り
も
賑
や
か
で
あ
る
が
、
新
し
く
社
会
人

と
な
っ
た
人
、
入
学
・
進
学
し
た
人

r

人
そ
れ

ぞ
れ
に
希
望
を
い
だ
い
て
ス
タ
ー
ト
す
る
の
も

こ
の
月
で
あ
る
。
本
誌
も
装
い
も
新
た
に
新
年

度
の
第
一
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

0
昭
和
五
十
四
年
度
芸
術
祭
は
、
昨
年
十
月
、
一

日
か
ら
一
か
月
半
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
か
、

こ
の
審
査
に
当
た
っ
た
演
劇
部
門
の
茨
木
憲
・

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
部
門
の
江
上
照
彦
両
審
査
貝
の

先
生
に
、
そ
の
印
象
な
ど
を
書
い
て
い
た
だ
い

こ。f
 

0

一
昨
年
は
、
政
府
の
国
際
収
支
改
善
策
の
一

っ
と
し
て
外
国
の
美
術
作
品
睛
入
予
算
一
五
億

円
が
計
上
さ
れ
、
各
国
立
美
術
館
て
は
そ
れ
そ

れ
名
作
を
購
入
し
た
か
、
今
月
号
か
ら
表
祇
て

紹
介
し
て
い
く
予
定
て
あ
克
御
鑑
買
い
た
だ

き
た
い
。

(

O

)

「
文
化
庁
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四
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刷
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