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立教大学観光学部は観光学科と交流文化学科の2学科体制で
す。フィールドを世界に拡げ、リアリティに満ちた学びの場を
提供するオンリーワンの観光教育を目指します。

立教大学観光学部
観光学科／交流文化学科

立教大学観光学部
〒352-8558　
埼玉県新座市北野1-2-26　
TEL 048-471-7375

学部の紹介や入学案内については

http://www.rikkyo.ac.jp/tourism

2018年度　
立教大学観光研究所　
公開講座
立教大学観光研究所では、

以下の公開講座を実施しています。

ホスピタリティ・
マネジメント講座
宿泊を中心とするホスピタリティ産業の
理論と経営、最新動向を学ぶ　
（2018年9月開講12月講義終了予定）

「ホスピタリティ・マネジメント講座」では、ホテル

や旅館など宿泊を中心とするホスピタリティ産業

のサービスや運営、経営に関わることから、それを

取りまくホテル資産投資、旅行会社や鉄道、航空

業界の動向、MICE、観光地開発、急増するインバ

ウンド等観光立国としての政策といった分野まで、

業界の第一線の実務家を講師に招いて講義を行い

ます。

「ホスピタリティ・マネジメント講座」
に関する問い合わせは

最新情報はホームページをご覧ください。
http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/it

立教大学観光研究所事務局
〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1 
TEL 03-3985-2577  
Email：kanken@rikkyo.ac.jp
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「
観
光
」
の
英
語
訳
は
、
行
政
や
学
問
的
立
場
で
は

主
に
〝
Tourism
〞
が
使
わ
れ
る
。
し
か
し
辞
書
を

あ
た
っ
て
み
れ
ば
、つ
ま
り
世
間
で
広
く
使
わ
れ
る

言
葉
と
し
て
は
、
観
光
の
訳
は
〝
S
igh
tseeing
〞

の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
「
観
光
」
と

〝
S
ightseeing〞
を
見
比
べ
て
み
る
と
、「
観
光
」
が

英
語
な
ど
か
ら
翻
訳
し
て
生
み
出
さ
れ
た
語
で
は
な

い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
の
言
葉
の
成
り
立
ち
は

と
て
も
よ
く
似
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
眼
に
入
っ
て
く

る
世
界
を
「
見
る
（
観
る
）
」
こ
と
を
基
本
と
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
時
代
と
と
も
に
観
光
の
内

容
や
形
態
は
変
化
す
る
な
か
で
、
近
年
で
は
い
わ
ゆ

る
物
見
遊
山
的
な
観
光
は
減
っ
て
い
る
と
は
い
わ
れ

る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
観
る
」
こ
と
は
観
光
に
お
い

て
重
要
で
根
源
的
な
体
験
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
こ
の
「
観
る
」
こ
と
に
基
づ
い
た
そ
の
体
験
や
対
象

を
示
す
概
念
と
し
て
「
景
観
」
や
「
風
景
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
特
別
な
説
明
の
必
要
も
な
い
ほ
ど
日
常
的

に
使
わ
れ
る
言
葉
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に

観
光
に
お
け
る
観
る
こ
と
の
意
味
も
、
意
外
と
簡
単

に
済
ま
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
号

で
は
「
景
観
」
を
切
り
口
に
観
光
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
「
景
観
」
の
概
念
そ
の
も
の
の
成
り
立
ち
に
一
度

立
ち
戻
っ
て
、
観
光
と
景
観
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
。

つ
い
で
特
に
際
立
っ
た
景
観
が
観
光
の
対
象
と
し
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
な
例
と
し
て
、「
借
景
」
を
と
り
あ

げ
、
日
中
の
文
化
交
流
と
い
う
観
点
も
交
え
な
が
ら

紹
介
す
る
。
最
後
に
、
観
光
の
体
験
を
豊
か
に
す
る

楽
し
み
方
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
都
市
や
地
域
を
読

み
解
く
た
め
の
手
掛
り
・
手
段
に
「
景
観
」
を
用
い
な

が
ら
パ
リ
の
街
を
歩
い
て
み
る
。



近年「絶景」という言葉がメディアにあふれ、「インスタ映え」は2017年の流行語大賞にまで
なった。これらは「観る」ことに関わる流行の断片であるが、観光の本質にも関わる、
「観る」ことを通した体験を概念化した「風景」や「景観」の、
その原義は広く共有されているわけではない。このことをふまえたうえで、
人の体験や身体性を含めた総合的な景観論の可能性を考察する。

文・写真 小野良平
土地の相貌を求めて景観

国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」2017年5月（写真1）　提供：国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
省
み
る
中
で
、
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
／
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

久
し
い
。
そ
の
具
体
的
形
態
は
き
わ
め
て
多
様
化
し

て
い
る
が
、
総
じ
て
は
モ
ノ
か
ら
コ
ト
へ
、
一
方
的

体
験
か
ら
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
な
ど
、

体
験
の
質
を
重
視
し
地
域
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
よ
う

な
観
光
へ
の
志
向
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
当

然
な
が
ら
、
景
色
を
一
瞥
し
て
写
真
を
撮
っ
て
済
ま

せ
る
よ
う
な
観
光
は
、
表
面
的
に
風
景
を
消
費
す
る
、

旧
態
の
遅
れ
た
観
光
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
思
わ
れ
る
動

向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
近
年
「
絶
景
」
と
い
う
言
葉

が
少
な
く
も
メ
デ
ィ
ア
上
に
は
あ
ふ
れ
、

番
組

表
を
み
れ
ば
毎
日
必
ず
ど
こ
か
の
番
組
で
使
わ
れ
て

お
り
、
ま
た
「
死
ぬ
ま
で
に
行
き
た
い
絶
景
○
○
選
」

の
よ
う
な
出
版
物
も
多
数
世
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
中
に
は
従
来
知
ら
れ
る
観
光
地
も
少
な
く
な

い
が
、
あ
れ
も
こ
れ
も
絶
景
と
い
う
の
は
景
色
の
安

売
り
で
あ
ろ
う
し
（
実
際
に
番
組
制
作
の
低
予
算
化
と
も

関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、
ウ
ェ
ブ
や
印
刷
の
写
真
は

彩
度
な
ど
を
ド
ー
ピ
ン
グ
気
味
に
持
上
げ
た
加
工
が

施
さ
れ
、
風
景
は
「
盛
ら
れ
」
て
い
る
。

さ
ら
に
は

年
の
流
行
語
と
な
っ
た
「
イ

ン
ス
タ
映
え
」
に
加
え
、「
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
景

色
」
と
い
う
表
現
も
よ
く
耳
に
す
る
。「
フ
ォ
ト
ジ
ェ

ニ
ッ
ク
」
と
い
え
ば
従
来
は
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ

る
表
現
で
あ
っ
た
の
が
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
の

に
上
げ
る
の
に
適
し
た
写
真
映
え
の
す
る
風

景
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
台
頭
で
カ
メ
ラ
の

使
わ
れ
方
が
変
容
し
、
風
景
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
が
、
写
真
を
通
し
て
瞬
時
に
自
己
を
表
現
し
他
者

と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
そ
う
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
の
写
真
の
意
味
が
増
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
来
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
メ

ラ
も
そ
の
場
で
写
真
が
共
有
で
き
る
ツ
ー
ル
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
「
そ
の
場
」
を
超
え
た

世
界
を
意
識
し
な
が
ら
風
景
へ
ス
マ
ホ
を
か
ざ
す
視

線
（
写
真
1
）
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
は
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
軽
々
と
パ
ケ
ッ
ト
化
さ
れ
て
い
く
と

で
も
い
う
べ
き
風
景
の
体
験
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
そ
の
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
た
だ
し
学
術

的
立
場
で
は
、
こ
う
し
た
現
象
を
捉
え
て
お
く
意
味

は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
観

光
学
に
お
け
る
「
風
景
」
の
扱
い
も
ま
た
、
消
費
さ

れ
る
風
景
、
風
景
の
政
治
性
と
い
っ
た
風
景
の
「
表

象
」
の
使
わ
れ
方
に
関
す
る
批
判
的
議
論
か
、
あ
る

い
は
観
光
地
の
看
板
・
電
線
・
ゴ
ミ
問
題
な
ど
環
境

の
「
表
層
」
の
話
な
ど
の
、「
オ
モ
テ
」
の
話
に
収
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
観
光
の
語
源
に
戻
る
ま

で
も
な
く
、「
観
る
」
こ
と
を
通
し
た
体
験
を
概
念

化
し
た
風
景
や
景
観
は
、
観
光
の
本
質
に
か
か
わ
る

こ
と
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
意
外
に
も
観
光
学
の
中

で
風
景
や
景
観
そ
れ
自
身
に
関
す
る
議
論
を
聞
く
こ

と
は
少
な
い
。
し
か
し
景
観
工
学
者
の
中
村
良
夫
が

い
う
よ
う
に
風
景
が
「
空
間
に
包
囲
さ
れ
た
生
命
の

実
存
的
不
安
を
解
消
す
る
」、「
社
会
の
余
剰
価
値
と

い
っ
た
の
ん
き
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
1

」、
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の
だ
と
す
れ
ば
、
観
光
に
お
い
て
も
風
景
・
景
観
は

重
要
な
主
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
景
観
」
と
い
う
概
念

そ
こ
で
改
め
て
風
景
・
景
観
の
概
念
を
整
理
し
て

お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
景
観
」
と
い
う
語
の

成
り
立
ち
を
知
る
こ
と
が
助
け
に
な
る
。
と
い
う
の

も
「
景
観
」
は
日
本
語
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
創
案

さ
れ
た
近
代
の
造
語
で
あ
り
（
漢
語
で
は
な
い
）、
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

創
案
者
は
植
物
学
者
の
三
好
学
（
1

 

8 

6 

1

－

1
 

9 
3 

9
）
で
あ
る
。
三
好
は
植
物
生
理
学
を
修
め
に
ド
イ

ツ
に
留
学
す
る
が
、
専
門
を
学
ぶ
傍
ら
強
く
感
化
を

受
け
た
の
は
か
の
近
代
地
理
学
の
祖
、
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
（
1

 

7 

6 

9

－

1

 

8 

5 

9
）
の
思
想
で
あ
っ
た
。
壮
大
な
フ
ン
ボ
ル
ト
の
仕

事
の
一
つ
の
特
徴
は
、
自
然
を
科
学
者
と
詩
人
の
双

方
の
眼
で
全
体
的
な
「Physiognom

y

（
相
貌
）」
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。

フ
ィ
ジ
オ
ノ
ミ
ー
と
い
う
語
は
、
辞
書
に
も
載
っ

て
い
る
よ
う
に
「
人
相
」
と
い
う
意
味
も
も
つ
。
あ

く
ま
で
人
の
顔
の
オ
モ
テ
を
観
な
が
ら
そ
の
内
面
ま

で
捉
え
よ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は

人
の
人
相
に
相
当
す
る
、
自
然
の
い
わ
ば
「
地
相
」

を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
現
在
「
人
相
」
に
科
学

的
客
観
性
が
あ
る
と
考
え
る
人
は
少
な
い
よ
う
に
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
後
の
時
代
の
学
問
は
詩
人
の
立
場
を

捨
て
、
科
学
者
に
徹
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
こ

の
野
望
と
い
う
べ
き
フ
ン
ボ
ル
ト
の
思
想
に
強
く
惹

か
れ
た
の
が
三
好
で
あ
っ
た
。
三
好
が
植
物
学
者
と

し
て
、植
物
の
生
育
の
広
が
り
で
あ
る
物
的
空
間
（
植

生
）
の
総
体
と
そ
の
印
象
を
含
む
眺
め
（
風
景
）
の

双
方
を
合
わ
せ
て
こ
れ
に
「
景
観
」
と
い
う
名
を
与

え
た
の
が
明
治
35
年
（

）
の
こ
と
で
あ
る
。

フ
ィ
ジ
オ
ノ
ミ
ー
に
近
い
が
し
か
し
そ
の
訳
語
と
し

て
で
は
な
く
、独
自
に
創
案
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
（
図

1
）2
。

こ
れ
は
植
物
生
理
学
者
で
あ
っ
た
三
好
の
専
門
と

は
や
や
離
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
た
め
か
、三
好
が
「
景

観
」
を
必
ず
し
も
学
術
用
語
と
し
て
規
定
し
な
か
っ

た
こ
と
や
、
後
の
学
者
の
誤
解
な
ど
も
影
響
し
、
そ

の
後
の
「
景
観
」
は
三
好
の
意
図
と
は
異
な
る
形
で

使
わ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
三
好
が
二
つ
合
わ
せ

て
表
現
し
よ
う
と
し
た
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で

切
り
離
さ
れ
、
同
じ
「
景
観
」
と
い
う
言
葉
で
使
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
植
生

を
一
般
化
し
た
）
領
域
的
・
地
域
的
空
間
の
広
が
り
を

「
景
観
」
と
称
す
る
地
理
学
や
生
態
学
と
、
眺
め
（
風

景
）
を
「
景
観
」
と
称
す
る
土
木
・
造
園
等
の
工
学

分
野
で
あ
る
。
前
者
は
客
観
的
か
つ
物
的
存
在
と
し

て
、
後
者
は
主
観
を
持
っ
た
人
の
体
験
で
あ
る
現
象

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
景
観
を
位
置
づ
け
る
の
が
基
本
的

立
場
だ
が
、
現
代
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
一
部
が

相
互
乗
り
入
れ
も
し
な
が
ら
「
景
観
」
を
使
う
た
め
、

か
な
り
込
み
入
っ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
を

「
風
景
」
と
す
れ
ば
言
い
分
け
可
能
で
は
あ
っ
た
が
、

風
景
と
い
う
言
葉
は
比
喩
的
表
現
も
含
め
幅
広
い
意

味
を
持
つ
た
め
、
ま
た
学
術
的
に
は
眺
め
と
い
う
主

観
的
体
験
に
も
一
定
の
客
観
性
（
間
主
観
性
と
も
い
え

る
）
を
想
定
す
る
こ
と
か
ら
、「
景
観
」
も
多
く
用
い

ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
二
つ
の
立
場
の
系
譜

と
は
必
ず
し
も
関
わ
り
な
く
、
新
た
に
「
景
観
」
を

扱
う
分
野
も
現
れ
、「
景
観
」
概
念
は
混
迷
の
中
に

あ
る
と
も
い
え
る

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
「
景
観
」
を

使
う
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
三
好
の
意
図
に
適
っ
て

い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
態

と
し
て
は
異
な
る
立
場
の
存
在
に
気
付
く
こ
と
な
く

景
観
を
論
じ
て
い
る
傾
向
が
強
く
、
特
に
た
と
え
ば

観
光
学
の
よ
う
な
多
様
な
分
野
が
集
ま
る
学
際
の
場

に
お
い
て
、
景
観
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
が
ら
も

そ
の
意
味
が
共
有
さ
れ
ず
に
話
が
通
じ
て
な
い
事
態

に
も
な
る
。
景
観
に
関
わ
る
諸
分
野
に
お
い
て
現
状

と
し
て
は
三
好
の
視
点
自
体
が
知
ら
れ
て
い
な
い
に

等
し
い
が
、
当
面
は
景
観
に
は
二
つ
の
立
場
に
よ
る

意
味
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
常
に
留
意
し
た
議
論
が

求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在
の
「
景
観
」
に
対
応
す

る
英
語
のlandscape

や
独
語
のlandschaft

は
、
概

ね
景
観
と
同
等
に
「
土
地
の
領
域
」
と
「
風
景
」

の
二
つ
の
意
味
を
古
く
か
ら
持
ち
、
使
う
立
場
に
よ

る
意
味
の
相
違
は
日
本
と
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
に
あ

え
て
ま
と
め
た
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
異
な
り
、
そ

れ
を
試
み
た
フ
ン
ボ
ル
ト
・
三
好
的
視
点
は
そ
の
後

避
け
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
日
本
語
の
「
景
観
」

が
そ
の
た
め
に
あ
え
て
創
案
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
さ
を

も
っ
て
い
た
こ
と
は
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。

以
上
の
前
提
の
う
え
で
、
以
下
で
は
観
光
に
お
け

る
景
観
や
風
景
を
切
り
口
と
し
た
議
論
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
三
好
の
思
い
に
多
少
と
も
届
く
こ
と
も
意

識
し
つ
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
な
ざ
し
論
と
景
観

今
や
観
光
学
の
基
本
図
書
の
一
つ
と
い
え
る
、
社

会
学
者
の
J
・
ア
ー
リ
に
よ
る
『
観
光
の
ま
な
ざ

し
』（
原
著
1

 

9 

9 

0
）3
は
、
観
光
学
に
お
い
て
は
必

ず
し
も
景
観
や
風
景
を
主
題
と
し
た
も
の
と
は
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
基
本
的
に
視
覚
の
問
題

を
扱
っ
た
本
書
の
内
容
は
、
景
観
論
と
い
っ
て
差
し

支
え
な
い
。
冒
頭
部
に
引
用
も
あ
る
た
め
か
、
本
書

三好学『日本植物景観』1905より「やまざくら並に森林の景観 大和吉野」（図1）
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の
紹
介
に
は
常
に
「
M
・
フ
ー
コ
ー
の
…
」
と
い
う

枕
が
つ
く
が
、
む
し
ろ
本
書
の
ア
イ
デ
ア
の
直
接
的

基
盤
は
、
そ
の
増
補
改
訂
版
で
も
明
確
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
美
術
評
論
家
の
J
・
バ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
る 

『
イ
メ
ー
ジ 

視
覚
と
メ
デ
ィ
ア
』（
原
著
1

 

9 

7 

2
）4
の 

“Ways of seeing

”
と
い
う
概
念
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
美
術
評
論
の
立
場
か
ら
人
々
の
視
覚

を
通
し
た
価
値
意
識
が
「
も
の
の
見
方
」
と
し
て
い

か
に
社
会
的
に
生
成
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
人
文
地
理
学
の
一
部
に
も
大

き
く
影
響
を
与
え
、
基
本
的
に
地
域
的
広
が
り
を
景

観
と
し
て
扱
う
地
理
学
の

中
で
そ
こ
に
様
々
に
入
り

込
む
「
も
の
の
見
方
」
へ

の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
5

。
こ
れ
は

あ
る
意
味
で
、
先
に
触
れ

た
二
つ
の
景
観
論
に
相
互

浸
透
が
み
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
動
き
で
あ
る
。

た
だ
、「
も
の
の
見

方
」
論
は
こ
こ
だ
け
で

展
開
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
た
と
え
ば
農

村
風
景
論
者
の
勝
原
文

夫
『
農
の
美
学
』（

）6
で
は
「
審
美
的
態

度
」、
あ
る
い
は
文
芸
評
論
家
の
柄
谷
行
人
『
日
本

文
学
の
起
源
』（

）
7

で
は
「
認
識
の
布

置
」
と
い
っ
た
概
念
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
は
な

い
が
類
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
既
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の

マ
グ

リ
ッ
ト
の
作
品
『
人
間
の
条
件
』（

）（
図

2
）
で
は
、
作
者
本
人
が
「
我
々
は
世
界
を
こ
の
よ

う
に
し
て
見
る
」
と
解
説
ま
で
し
て
く
れ
て
い
る
8

。

こ
の
絵
の
中
の
カ
ン
バ
ス
を
ス
マ
ホ
に
置
き
換
え
れ

ば
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
景
色
の
解
説
に
も
な
る
で

あ
ろ
う
（
写
真
1
）。
じ
っ
く
り
描
く
絵
と
ワ
ン
タ
ッ

チ
の
ス
マ
ホ
で
は
違
う
と
い
う
見
方
も
あ
る
で
あ
ろ

う
が
、
ど
う
や
ら
我
々
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
し
か

世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
観
光
の
ま
な
ざ
し
論
の
多
く
の
部
分

は
、
観
光
学
に
関
わ
る
学
術
分
野
あ
る
い
は
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
を
超
え
た
景
観
・
風
景
の
議
論
や
創
作
で
も

関
心
を
持
た
れ
て
き
た
内
容
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

観
光
学
と
し
て
も
展
開
さ
せ
て
い
く
余
地
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
観
光
学
に
お

け
る
ま
な
ざ
し
論
は
、
や
や
シ
ニ
カ
ル
な
自
身
も
ま

た
「
ま
な
ざ
し
」
と
し
て
、
観
光
者
の
行
動
や
街
並

み
の
整
備
を
論
じ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
社
会
的

に
構
築
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
を
第
三
者
的
に
観
光
者
や

街
並
み
に
み
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
生
成

の
現
場
に
入
り
込
む
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、日
本
の
文
化
財
（
文
化
財
保
護
法
）
に
、

「
名
勝
」
と
い
う
観
光
地
と
も
深
く
か
か
わ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
時
代
に
制
度
化
さ
れ
、

現
在
も
継
続
し
て
指
定
件
数
を
重
ね
て
い
る
も
の
で

あ
る
（
写
真
2
）。「
名
勝
」
の
定
義
は
法
に
は
書
か

れ
て
い
な
い
が
、「
名
」
は
「
名
高
い
」、「
勝
」
は
「
す

ぐ
れ
た
景
色
」
の
意
味
で
あ
る
。
名
高
い
風
景
、
つ

ま
り
そ
の
時
点
ま
で
の
高
い
社
会
的
評
判
（
＝
ま
な
ざ

し
）
と
し
て
価
値
付
け
ら
れ
た
風
景
で
あ
り
、
名
勝

の
指
定
と
は
、
実
際
に
は
そ
の
土
地
・
環
境
の
保
護

で
あ
る
が
、
本
質
は
そ
の
ま
な
ざ
し
の
再
定
義
と
公

的
認
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
名
勝
に
限
ら
ず
文
化
財

に
政
治
性
、
権
力
性
を
み
る
の
は
た
や
す
い
、
が
し

か
し
一
方
で
何
も
記
念
物
を
欲
し
な
い
社
会
集
団
も

珍
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
に
は
国
家
な
る
抽

象
的
な
主
体
が
指
定
す
る
の
で
は
な
く
、
名
勝
の
場

合
そ
の
対
象
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
社
会
的
評
価

を
も
と
に
、
地
元
の
自
治
体
か
ら
文
化
庁
ま
で
の
行

政
や
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す
る
団
体
や
審
議
会
等
の
人

間
が
関
わ
っ
て
文
化
財
と
い
う
価
値
が
与
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
現
場
に
お
け
る
当
事
者
達
（
ア
ク

タ
ー
と
も
い
え
る
）
が
、
自
身
の
議
論
が
ま
な
ざ
し
の

再
定
義
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

議
論
の
深
度
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば

彼
ら
自
身
が
ま
な
ざ
し
論
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
に

は
大
き
な
意
義
が
あ
り
、
ま
な
ざ
し
論
は
実
践
の
場

に
も
活
か
し
得
る
。

観
光
に
関
わ
り
、
文
化
財
に
続
き
昭
和
初
期
に
制

度
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
国
立
公
園
が
挙
げ
ら
れ

る
。
日
本
の
自
然
環
境
の
中
で
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

を
国
立
公
園
と
し
て
定
め
る
か
は
、
ま
な
ざ
し
の
問

題
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
文
化
財
は
先
に

述
べ
た
通
り
従
前
の
ま
な
ざ
し
を
再
定
義
す
る
の
に

対
し
、
国
立
公
園
は
国
を
代
表
す
る
自
然
の
風
景
と

し
て
新
し
い
ま
な
ざ
し
が
求
め
ら
れ
た
。
実
際
に
当

初
選
定
さ
れ
た
国
立
公
園
は
、
18

－

9
世
紀
の
西
欧

で
登
場
し
た
「
崇
高
（sublim

e

）」
な
風
景
に
価
値
を

置
く
ま
な
ざ
し
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
、
火

山
系
の
山
岳
を
中
心
と
し
た
エ
リ
ア
が
多
く
選
定
さ

れ
た
（
写
真
3
・
4
）。
例
え
ば
、

松
島
は
名
勝
に
は
指
定
さ
れ
た

が
国
立
公
園
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
そ
の
選
定
に
あ

た
っ
た
ま
な
ざ
し
の
差
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
立
公
園

も
ま
た
文
化
財
同
様
、
多
様
な

人
の
関
わ
り
に
よ
り
そ
の
指
定

や
追
加
変
更
な
ど
が
現
在
も
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
現
場
へ
の

関
わ
り
の
可
能
性
は
同
じ
こ
と

が
い
え
る
。

こ
う
し
た
名
勝
や
国
立
公
園

は
、
観
光
地
と
し
て
戦
前
か
ら

戦
後
に
か
け
て
の
観
光
の
一
翼

ルネ・マグリット『人間の条件（la condition humaine）』1933（図2）

1 特別名勝・松島（写真2）　2 富士箱根伊豆国立公園（写真3）　3 日光国立
公園（写真4）

1

2

3
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を
担
っ
て
き
た
が
、
指
定
さ
れ
た
当
時
の
「
現
場
」

の
ま
な
ざ
し
が
そ
の
後
の
観
光
者
の
ま
な
ざ
し
を
先

導
す
る
と
と
も
に
、
発
信
者
と
も
い
え
る
現
場
の
ま

な
ざ
し
は
当
然
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん

発
信
者
は
公
的
な
も
の
に
限
ら
ず
多
様
に
あ
り
得
る

が
、
風
景
に
関
わ
る
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
の
変
容
に

関
す
る
議
論
も
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
先

に
挙
げ
た
勝
原
と
、
そ
の
考
え
を
踏
ま
え
た
文
芸
評

論
家
の
加
藤
典
洋
に
よ
る
審
美
的
態
度
の
変
容
に
関

わ
る
考
察
9

は
、近
代
以
降
の
風
景
へ
の
ま
な
ざ
し（
審

美
的
態
度
）
が
、
歌
詠
み
的
、
旅
行
者
的
、
定
住
者
的

態
度
へ
と
変
容
し
て
き
た
こ
と
を
、
具
体
的
風
景
の

対
象
（
来
訪
地
）
と
と
も
に
、
ま
な
ざ
し
の
送
り
手
と

受
け
手
の
関
係
と
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
も
含
め
つ
つ
大

き
な
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
実
際
に
、
た
と

え
ば
文
化
財
の
種
別
に
は
昭
和
50
年
に
「
伝
統
的
建

造
物
群
」
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
歴
史

的
ま
ち
な
み
を
、
定
住
者
的
審
美
の
態
度
が
注
ぐ
ま

な
ざ
し
の
対
象
の
一
例
と
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く

な
い
（
写
真
5
）。
現
代
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
が
変
え

た
情
報
社
会
の
影
響
な
ど
を
考
え
れ
ば
こ
う
し
た
図

式
は
も
は
や
有
効
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
も
含
め
て
風
景
へ
の
ま
な
ざ
し
の
動
態
的
な
把

握
は
、そ
の
第
三
者
的「
観
測
」か
ら
、現
場
で
の「
制
作・

編
集
」
に
ま
で
多
面
的
に
有
用
な
作
業
で
あ
り
、
観

光
学
は
そ
の
議
論
に
ふ
さ
わ
し
い
場
の
一
つ
と
い
え
る
。

統
合
的
な
景
観
論
の
可
能
性

以
上
は
三
好
の
「
景
観
」
の
う
ち
、
眺
め
や
風
景

に
関
わ
る
議
論
の
観
光
学
に
お
け
る
展
開
可
能
性
を

考
察
し
た
が
、
次
い
で
は
三
好
の
目
指
し
た
土
地
・

空
間
の
広
が
り
と
眺
め
の
統
合
へ
と
つ
な
が
る
手
が

か
り
を
つ
か
ん
で
み
た
い
。
関
連
す
る
話
題
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
文
化
的
景
観
」
の
議
論
で
あ
る
。

農
林
漁
業
等
に
関
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
た
と
え
ば

棚
田
な
ど
を
典
型
例
と
す
る
自
然
と
人
為
の
合
作
と

さ
れ
る
景
観
で
あ
る
（
写
真
6
・
7
）。
文
化
的
景
観

は
戦
前
期
の
地
理
学
で
既
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
概
念

で
、
自
然
に
対
す
る
人
為
の
働
き
か
け
の
結
果
と
し

て
現
出
し
て
い
る
土
地
・
空
間
の
広
が
り
を
捉
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

年
代
に
世
界

遺
産
の
中
で
改
め
て
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
後
日
本
国
内
の
文
化
財
の
一
種
別
に
も
追
加
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
の
考
え
方
に
沿
え
ば

お
よ
そ
ほ
と
ん
ど
の
環
境
は
文
化
的
景
観
と
い
え
る

が
、
こ
れ
が
世
界
遺
産
そ
し
て
文
化
財
と
な
る
に
あ

た
っ
て
、
他
か
ら
際
立
っ
た
存
在
と
み
な
し
得
る
に

は
眺
め
・
風
景
と
し
て
の
価
値
も
少
な
か
ら
ず
求
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
文
化
的
景
観
は
一
応
、

土
地
の
広
が
り
と
眺
め
の
双
方
の
観
点
で
捉
え
る
景

観
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
文
化
的
景
観
で
は
、
そ
の
眺
め

が
誰
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
は
問
わ
れ
な

い
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
あ
る
土
地
を
他
か
ら
際

立
っ
た
眺
め
を
も
つ
景
観
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
そ

こ
に
現
れ
て
い
る
土
地
自
然
に
働
き
か
け
を
行
っ
て

き
た
人
々
と
は
異
な
る
別
の
外
部
の
他
者
の
視
点
で

あ
る
。
そ
の
外
部
の
視
点
は
新
し
い
ま
な
ざ
し
の
一

種
と
い
っ
て
よ
く
、
名
勝
な
ど
に
加
え
て
新
し
い
文

化
財
の
種
別
と
し
て
文
化
的
景
観
を
設
け
る
こ
と
は
、

た
と
え
ば
加
藤
の
い
う
定
住
者
的
審
美
の
態
度
の
登

場
に
伴
う
ま
な
ざ
し
の
変
容
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
三
好
自
身
の
景
観
概
念
に
は

こ
の
ま
な
ざ
し
に
類
す
る
関
心
が
希
薄
で
あ
っ
た
が
、

先
に
述
べ
た
よ
う
な
観
光
学
等
に
お
け
る
風
景
へ
の

ま
な
ざ
し
論
を
経
る
こ
と
で
、
三
好
の
目
指
し
た
景

観
概
念
に
は
土
地
の
広
が
り
に
関
わ
り
、
ま
た
そ
の

眺
め
に
関
わ
る
人
、
主
体
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

従
っ
て
文
化
的
景
観
と
い
う
概
念
に
沿
う
な
ら
ば
、

人
為
を
与
え
て
き
た
そ
の
人
々
が
自
身
の
面
す
る
環

境
を
ど
の
よ
う
に
観
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
本

来
問
わ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め

に
は
歴
史
性
を
考
慮
し
た
空
間
の
履
歴
を
踏
ま
え
た

上
で
、
眺
め
の
主
体
で
あ
る
人
が
そ
の
対
象
と
な
る

土
地
・
空
間
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
る
身
体
を
も
っ

た
同
じ
人
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
の
身
体
性
の
観

点
か
ら
景
観
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
ア
ー
リ

の
『
観
光
の
ま
な

ざ
し
』
に
お
い
て
も
、

そ
の
増
補
改
訂
版
に

お
い
て
は
、
視
覚
中

心
主
義
へ
の
批
判
な

ど
に
も
応
ず
る
か
た

ち
で
、
身
体
性
を
考

慮
し
た
新
た
な
考
察

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
考
え

た
い
の
は
、
視
覚
以

外
の
感
覚
と
体
験
も

重
要
で
あ
る
こ
と
は

当
然
と
は
い
え
、
視

覚
や
景
観
の
議
論
か
ら
離
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し

ろ
あ
く
ま
で
観
る
主
体
と
し
て
の
人
の
身
体
性
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
三
好
の
「
景
観
」
に
近
づ
い
て
み

る
こ
と
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
観
光
地
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、

海
洋
沿
岸
で
の
地
域
の
暮
ら
し
と
海
へ
の
眺
め
の
関

係
を
挙
げ
た
い
。
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被
害
に

あ
っ
た
多
く
の
沿
岸
集
落
の
復
興
に
関
し
て
、
防
潮

堤
の
増
強
な
ど
に
よ
っ
て
暮
ら
し
の
場
か
ら
海
が
見

え
な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
声
は
小
さ
い
も
の
で

は
な
い
。
実
際
に
あ
る
沿
岸
域
で
海
の
可
視
性
を
地

形
情
報
を
も
と
に
網
羅
的
に
調
べ
て
み
る
と
、
海
岸

か
ら
離
れ
た
高
台
に
立
地
す
る
集
落
や
そ
れ
ら
を
結

ぶ
道
は
、
海
の
可
視
性
の
高
い
土
地
に
特
異
的
・
限

定
的
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
3
、
写
真

8
）10
。
さ
ら
に
こ
れ
は
海
が
生
業
の
場
で
あ
る
漁
業

集
落
は
も
ち
ろ
ん
、
沿
岸
域
の
農
業
集
落
に
お
い
て

も
一
定
度
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
（
写
真
9
）11
。
つ

ま
り
沿
岸
域
で
暮
ら
し
を
営
む
棲
み
処
を
定
め
る

（
身
を
置
く
）
に
あ
た
っ
て
、
海
が
見
え
る
と
い
う
単

純
な
体
験
が
生
活
に
欠
か
せ
な
い
、
ま
さ
に
先
の
中

村
の
「
生
命
の
実
存
的
不
安
を
解
消
す
る
」
条
件
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
海
を
見
な
が
ら

生
業
を
続
け
暮
ら
し
て
き
た
人
々
の
営
為
の
履
歴
の

表
れ
が
、
そ
の
土
地
の
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ

重要伝統的建造物群保存地区・五個荘金堂（滋賀県東近江市）（写真5）

上 重要文化的景観・姨捨の棚田（長野県千曲市）（写真6）　下 重要文
化的景観・近江八幡の水郷（滋賀県近江八幡市）（写真7）
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て
の
景
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
海
だ
け
で
は
な
く
、

農
地
な
ど
の
生
産
の
場
や
集
落
な
ど
集
住
の
場
が
相

互
に
ど
の
よ
う
な
「
見
る

－

見
ら
れ
る
」
関
係
に
あ

る
か
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
で
、
生
活
者
の
視
覚
体
験

を
そ
の
土
地
の
空
間
的
広
が
り
と
関
連
付
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
統
合
的
な
景
観
を
捉
え
る
手
法
と

し
て
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
「
景
観
」
を
、
現
代
で
は
や
や

特
異
な
身
体
性
と
と
も
に
体
験
で
き
る
場
所
が
あ
る
。

そ
の
典
型
が
、
日
本
の
場
合
神
社
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
信
仰
に
関
わ
る
場
所
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
神
社
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
磐
座
と
い
う
言
葉

も
あ
る
よ
う
に
岩
、
山
、
瀧
、
巨
樹
な
ど
自
然
物
を

対
象
に
、
こ
れ
を
拝
む
と
い
う
身
体
化
と
と
も
に
成

り
立
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
景
観
と
し
て
地

域
的
ス
ケ
ー
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
神
体
山
と

よ
ば
れ
る
よ
う
な
山
を
遥
拝
す
る
場
合
で
あ
る
。
大

抵
は
眺
め
と
し
て
も
特
徴
あ
る
形
の
整
っ
た
山
が
神

体
山
で
、
こ
れ
を
背
後
に
拝
む
よ
う
に
社
殿
が
設
け

ら
れ
た
神
社
が
少
な
く
な
い
（
写
真
10
）。
さ
ら
に
神

社
の
場
所
か
ら
の
周
辺
へ
の
眺
め
に
も
集
落
を
見
渡

せ
る
な
ど
の
局
所
的
特
徴
が
あ
る
場
合
も
あ
り
（
写

真
11
）、
先
の
沿
岸
域
の
ケ
ー
ス
で
は
、
集
落
全
体

と
し
て
は
海
が
見
え
に
く
く
て
も
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
拠
点
と
い
え
る
鎮
守
で
あ
る
神
社
に
行
け
ば

海
が
良
く
見
え
る
と
い
う
例
も
あ
る
（
写
真
12
）。
東

日
本
大
震
災
で
、
津
波
を
免
れ
た
神
社
が
多
数
存

在
し
、
そ
の
立
地
の
知
恵
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
し

か
し
こ
う
し
た
神
社
は
単
に
高
台
に
あ
る
だ
け
で
は

な
く
、
集
落
か
ら
見
え
る
と
同
時
に
そ
こ
か
ら
は
自

ら
の
集
落
に
加
え
て
海
を
見
る
と
い
う
、
生
活
者
に

と
っ
て
の
景
観
と
し
て
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

最
後
に
、
観
光
地
に
お
け
る
例
を
紹
介
し
た
い
。

鳥
取
県
の
霊
峰
、
伯
耆
富
士
こ
と
大
山
の
中
腹
に

あ
る
大
山
寺
お
よ
び
大
神
山
神
社
は
、
修
験
の
場
に

は
じ
ま
り
天
台
宗
の
一
拠
点
と
し
て
の
長
い
歴
史
を

も
つ
山
岳
信
仰
の
場
で
あ
る
。
現
在
は
旅
館
や
土
産

店
が
並
ぶ
そ
の
参
道
は
当
然
の
よ
う
に
大
山
を
目
指

し
て
上
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
そ

の
反
対
方
向
、
つ
ま
り
参
道
を
下
る
際
に
は
、
15
〜

30
㎞
離
れ
た
美
保
湾
と
弓
ヶ
浜
の
美
し
い
弧
を
正
面

1 岩手県宮古市重茂地区笹見内集落（写真8）　2 岩手県洋野町長坂集落（写真9）　3 岩手県宮古市重茂付近における地形より解析した海の可
視性（青紫色の濃度が可視性の高さを示す。ただし人の居住条件を考慮して土地傾斜10度以下の範囲）（図3）

薩摩国一ノ宮枚聞神社（鹿児島県指宿市）（写真10）

12

3
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明治神宮外苑2016年2月11日。旧国立競技場が取り壊され、新競技場の建設までの束
の間に姿を現した富士山を見に集まる人々。写真を撮る人が少ないわけではないが、富
士山の景観はSNSの先よりも、現場に居合わせた人々の間で共有されていた。（写真14）

に
望
む
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
13
）。
こ
れ
を
周
辺
一

帯
の
地
形
か
ら
解
析
し
て
み
る
と
、
大
山
山
頂
部
と

弓
ヶ
浜
の
双
方
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ

の
参
道
の
付
近
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（
図

4
）。
つ
ま
り
坂
を
上
り
下
し
、
そ
の
重
力
を
感
じ
つ

つ
山
と
海
の
双
方
を
眺
め
、
堂
宇
に
詣
で
る
と
い
う

濃
密
な
身
体
性
を
伴
っ
た
信
仰
を
空
間
化
し
て
い
る

の
が
こ
の
霊
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
こ
以
外
に
は
成

り
立
ち
得
な
い
場
所
に
存
在
し
て
い
る
。
現
代
で
は

こ
こ
を
登
山
者
、
ハ
イ
カ
ー
も
通
っ
て
大
山
に
向
か

う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
社
寺
を
そ
の
一
帯
に
留
ま
ら

ず
、
視
覚
的
に
繋
が
れ
た
山
さ
ら
に
は
遠
く
離
れ
た

海
ま
で
含
め
た
関
係
の
中
で
、
そ
の
門
前
に
暮
ら
す

人
々
が
日
常
的
に
、
参
詣
や
登
山
に
訪
れ
る
人
々
等

が
非
日
常
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
身
を
置
い
て
体
験
す

る
空
間
の
ま
と
ま
り
と
し
て
理
解
す
る
の
が
、
景
観

と
し
て
の
捉
え
方
と
い
え
る
。

観
光
地
に
お
い
て
も
、
景
観
の
保
全
な
ど
が
取
り

組
ま
れ
る
べ
き
課
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
し
か

し
そ
の
具
体
策
と
し
て
挙
が
る
、
建
物
の
保
存
や
高

さ
規
制
あ
る
い
は
自
然
の
保
護
に
加
え
て
看
板
や
電

線
の
処
理
な
ど
の
、
環
境
の
表
層
部
を
整
え
る
こ
と

は
景
観
保
全
の
一
部
に
は
違
い
な
い
と
は
い
え
、
そ

れ
だ
け
で
あ
れ
ば
景
観
と
い
う
概
念
は
さ
ほ
ど
必
要

な
い
か
、
あ
っ
た
と
し
て
も
ま
さ
に
余
剰
価
値
を
扱

う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
改
め
て
景
観
に
つ
い
て
原

義
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
誰
か
が
そ
こ
に
身
を
置
き

体
験
を
す
る
場
と
し
て
の
環
境
を
広
く
捉
え
て
そ
の

価
値
を
考
え
、
そ
れ
ら
の
関
係
体
の
維
持
の
あ
り
方

を
議
論
す
る
こ
と
の
意
義
に
気
が
付
か
さ
れ
る
。
観

光
資
源
や
観
光
地
の
価
値
が
自
明
の
も
の
で
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
観
光
の
多
様
化
と
と
も

に
、
い
わ
ゆ
る
観
光
地
と
そ
う
で
な
い
地
域
と
の
違

い
は
区
別
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
環
境
の
価

値
を
そ
こ
に
お
け
る
人
の
体
験
も
含
め
て
統
合
的
に

捉
え
る
こ
と
は
観
光
学
と
し
て
も
取
り
組
む
べ
き
課

題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ン
ボ
ル
ト
や
三
好
の
目
指
し
た
「
相
貌
」
は
本

当
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
は
未
だ
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
時
に
は
、
人
々
が
風
景
を
前
に

し
な
が
ら
も
必
ず
し
も
イ
ン
ス
タ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
さ
に

捕
ら
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
場
に
出
会
う
こ

と
も
あ
る
（
写
真
14
）。
そ
こ
で
人
々
が
体
験
し
て
い

る
風
景
・
景
観
は
、「
相
貌
」
に
少
し
ば
か
り
近
づ

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

1 広島県世羅町・和理比売神社から見る世羅町（旧大田庄）（写真11）　2 宮城県気仙沼市・本吉寺沢愛宕神社からみ見る海（写真12）　3 鳥
取県大山寺門前より美保湾と弓ヶ浜（写真13）　4 鳥取県大山寺門前付近における地形より解析した大山山頂および美保湾（弓ヶ浜）への可視性
（青色の濃度が、大山と美保湾への同時可視性の高さを示す）（図4）
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庭
園
の
外
側
に
あ
る
山
な
ど
の
風
景
を
取
り
入
れ
て
、

園
内
か
ら
の
眺
望
と
す
る
景
観
を
「
借
景
」
と
呼
ぶ
。

こ
れ
は
造
園
設
計
の
重
要
な
技
法
の
ひ
と
つ
で
、
か
つ

て
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る

が
、
す
で
に
日
本
に
も
固
有
の
見
方
が
存
在
し
た
。
日

中
の
代
表
的
な
「
借
景
」
の
事
例
を
比
較
し
、
共
通
性

と
違
い
を
検
証
す
る
。

借
景

人
工
與
自
然
的
聯
繫

文
・
写
真 

周
宏
俊

拙政園における北寺塔の借景（写真1）

借
景
に
つ
い
て

観
光
資
源
の
定
番
の
一
つ
に
「
庭
園
」
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
庭
園
と
は
そ
の
全
体
が
「
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
景
観
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
は

鑑
賞
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
観
光
に
お
い
て

人
々
が
楽
し
め
る
景
観
の
あ
り
方
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
多

く
は
、
閉
じ
た
世
界
の
中
に
完
結
し
た
風
景
・
景
観

が
設
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
は

庭
園
の
外
側
に
あ
る
山
な
ど
を
そ
の
庭
園
の
風
景
に

取
り
入
れ
た
も
の
も
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成

り
立
つ
景
観
は
「
借
景
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
「
借
景
」
は
、
日
本
と
中
国
の
庭
園
に
お
け

る
一
つ
の
重
要
な
造
園
設
計
の
技
法
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
共
通
し
な
が
ら
も
全
く
同

一
の
技
法
で
は
な
い
。
中
国
で
は
そ
の
庭
の
さ
ま
ざ

ま
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
借
景
と
い
う
要
素
を
持
つ

庭
園
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、
借
景
は

あ
る
庭
の
中
心
的
主
題
と
し
て
特
化
さ
れ
た
、「
借

景
庭
園
」
と
い
う
庭
園
様
式
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
共
通
性
と
違
い
を
知
る
こ
と
は
、「
借

景
」
を
通
し
た
比
較
文
化
の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。

借
景
に
関
す
る
記
述
や
描
写
は
中
国
で
は
古
く
は

宋
代
か
ら
の
文
献
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
近
代

に
な
っ
て
造
園
学
と
い
う
学
問
が
発
展
す
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
、
借
景
に
関
す
る
研
究
は
さ
ら
に
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中

で
、
明
代
末
（
江
戸
初
期
）
に
書
か
れ
た
『
園え
ん

冶や

』

は
中
国
唯
一
の
造
園
技
術
専
門
書
と
し
て
知
ら
れ
、

中
国
庭
園
に
お
い
て
最
も
重
要
な
文
献
と
い
う
地
位

を
占
め
て
い
る
。
同
書
の
中
で
借
景
は
、「
園
雖
別

内
外
、
得
景
則
無
拘
遠
近
（
訳
：
庭
園
に
内
と
外
の
区

別
が
あ
っ
て
も
、
遠
近
を
問
わ
ず
景
を
と
り
入
れ
る
こ
と
）」

と
し
て
基
本
的
特
質
が
説
明
さ
れ
、「
夫
借
景
、
林

園
之
最
要
者（
訳
：
借
景
は
庭
園
に
と
っ
て
最
も
重
要
）」

と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書

で
は
全
体
構
成
の
中
の
最
終
章
の
テ
ー
マ
と
し
て
借

景
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
理
念
や
型
な
ど
が
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
。

一
方
日
本
の
庭
園
に
お
い
て
は
、「
借
景
」
は
少

な
く
と
も
言
葉
と
し
て
は
中
国
由
来
の
舶
来
品
で
あ

る
。
近
代
の
造
園
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
沢
圭

次
郎
（

－

）
は
、
借
景
を
日
本

語
の
「
見
越
し
」
と
対
応
さ
せ
て
論
じ
た
。
そ
の
相

応
関
係
に
つ
い
て
、
小
沢
は
「
凡
ソ
園
治
ノ
方
略
ニ

於
テ
、
天
工
人
為
ヲ
湊
合
ス
ル
ニ
、
両
様
ノ
別
有
リ
、

一
ハ
天
景
ヲ
借
リ
テ
、
人
工
ヲ
資
ク
ル
者
ト
シ
、
一

ハ
人
工
ヲ
加
ヘ
テ
、
天
景
ヲ
粧
フ
者
、
前
者
ハ
則
チ

漢
土
ニ
在
リ
テ
、
之
ヲ
借
景
ト
称
シ
、
邦
語
ニ
テ
ハ
、

之
ヲ
見
越
ト
云
フ
、
借
景
ト
ハ
園
外
ノ
景
物
ヲ
借
リ

来
リ
テ
、
園
中
ノ
矚
望
ニ
供
ス
ル
ノ
謂
ナ
リ
、
見
越

ト
ハ
近
ク
眼
前
ニ
見
得
ル
所
ノ
景
物
ヲ
超
越
シ
テ
、

其
上
端
若
ク
ハ
其
間
隙
ヨ
リ
、
遠
方
ノ
景
象
ヲ
眺
覧

ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
俗
ニ
見
越
ノ
富
士
ト
云
ヒ
、
見
越

ノ
松
ト
云
フ
ノ
類
即
チ
是
ナ
リ
（
現
代
文
訳
：
造
園
の

方
法
と
し
て
、
自
然
と
人
為
の
連
携
の
さ
せ
方
に
は
二
通
り

あ
る
。
一
つ
は
自
然
の
景
を
借
り
て
人
為
的
景
観
の
助
け
と

す
る
方
法
、
一
つ
は
人
為
的
デ
ザ
イ
ン
を
加
え
て
自
然
の
景

を
整
え
る
方
法
で
，
前
者
の
こ
と
を
中
国
で
は
借
景
、
日
本

で
は
見
越
し
と
い
う
。
借
景
と
は
園
外
の
景
物
を
借
り
て
園

内
か
ら
の
眺
望
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
見
越
し
と
は
近
く
の

景
物
の
上
ま
た
は
隙
間
に
遠
く
の
景
を
望
む
も
の
で
、
見
越

し
の
富
士
と
か
見
越
し
の
松
と
い
う
も
の
が
そ
の
例
で
あ

る
）」
と
述
べ
、
視
覚
上
の
境
界
に
対
す
る
意
識
の

違
い
を
日
中
の
造
園
に
お
け
る
借
景
の
違
い
と
し
て

指
摘
し
た
。

日
本
と
中
国
の
造
園
に
お
け
る
借
景

小
沢
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
で

は
「
借
景
」
と
い
う
言
葉
が
持
ち
込
ま
れ
る
以
前
か

ら
も
借
景
に
近
い
概
念
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
実
際
に

た
と
え
ば
平
安
末
期
の
『
今
鏡
』
に
は
、
日
本
最
古

の
（
世
界
最
古
と
も
い
わ
れ
る
）
造
庭
書
で
あ
る
『
作
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庭
記
』
の
著
者
と
さ
れ
る
橘
俊
綱
（
藤
原
頼
通
の
子
）

が
、
白
河
上
皇
と
の
会
話
の
中
で
、「
地
形
」
と
「
眺

望
」
を
名
園
選
考
の
基
準
と
し
た
と
い
う
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
日
本
の
自
然
環
境
に
お
け
る
山
地
に
富
む

地
形
的
特
徴
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
作
庭
法
の
要

点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
中
国
庭

園
の
場
合
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、「
地
形
」
を
重

ん
ず
る
の
は
「
相
地
（
土
地
の
特
性
を
読
み
と
る
こ
と
）」、

「
眺
望
」
は
「
借
景
」
と
理
解
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

中
国
に
お
い
て
現
存
す
る
庭
園
の
中
で
最
も
有
名

な
借
景
は
、
蘇
州
市
の
拙
政
園
に
お
け
る
北
寺
塔

の
借
景
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
代
正
徳
年
間

（

－

）
に
建
造
さ
れ
た
拙
政
園
は

古
く
か
ら
名
園
の
誉
れ
高
い
が
、
現
在
み
る
こ
と
の

で
き
る
園
内
の
空
間
レ
イ
ア
ウ
ト
と
様
式
は
19
世

紀
末
に
至
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図

1
）。
北
寺
塔
は
拙
政
園
の
西
に
1
㎞
ほ
ど
離
れ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
園
内
の
池
は
東
西
方
向
に
長
く
伸

び
て
お
り
、
東
側
に
は
「
吾
竹
幽
居
」
と
「
倚
虹
」

の
二
つ
の
亭
が
立
っ
て
い
る
。
両
者
の
中
間
に
立
っ

て
、
広
々
と
し
た
水
面
を
見
越
す
と
、
北
寺
塔
が
見

え
る
（
寄
暢
園
の
借
景
（
写
真
1
）。
こ
の
シ
ー
ン
は
天

候
に
影
響
さ
れ
や
す
く
、
塔
が
見
え
な
い
場
合
も
少

な
く
な
い
た
め
，
そ
の
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
よ
り

天候に影響される（写真2）

1901年の八旗奉直會館図（劉敦楨『蘇州古典園林』より）（図1）

清代錢維城「弘 再題寄暢園詩意圖」（ 曉より）（図2）

心
を
打
つ
風
景
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て

き
た
（
寄
暢
園
の
借
景
（
写
真
2
）。

こ
の
よ
う
に
、
拙
政
園
か
ら
北
寺
塔
を
眺
望
す
る

視
点
は
、
あ
る
特
定
の
建
築
物
等
に
限
定
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
こ
の
意
味
で
は
借
景
は
そ
れ
ほ
ど

は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
滄
浪
亭
と
い
う
同
じ
蘇
州
に
あ
る
宋
代

の
庭
園
で
は
、
町
の
西
南
方
向
に
あ
る
遠
山
を
眺
め

る
た
め
に
、
園
主
は
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
、
築
山

の
上
に
文
字
通
り
「
看
山
樓
」
と
い
う
名
を
与
え
た

二
階
建
て
の
楼
閣
を
建
て
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ

の
「
看
山
」
の
視
線
は
す
で
に
都
市
の
現
代
化
に
つ

れ
、
遮
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
庭
園
の
借
景
は
、
都
市
内
に
立

地
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
、
庭
園
の
外
側
に

あ
る
対
象
と
の
単
な
る
視
覚
的
繋
が
り
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
郊
外
に
立
地
し
山
林
に
囲
ま
れ
る

「
寄
暢
園
」
の
場
合
は
、
周
辺
全
体
の
地
形
を
基
本

と
し
た
環
境
の
特
性
が
把
握
さ
れ
た
上
で
庭
園
の
借

景
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
蘇
州
の
隣
町

で
あ
る
無
錫
の
西
郊
に
は
、「
惠
山
」
と
「
錫
山
」

の
二
つ
の
山
が
近
接
し
て
存
在
す
る
が
、
明
代
に
建

造
が
始
め
ら
れ
た
寄
暢
園
は
ま
さ
に
そ
の
両
者
の
中

間
に
あ
た
る
惠
山
の
麓
に
、
庭
園
が
取
り
囲
ま
れ
る

よ
う
な
形
で
立
地
し
て
い
る
（
図
2
）。
寄
暢
園
で
は
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み
を
見
越
せ
ば
，
延
々
と
起
伏
の
連
な
る
山
々
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
人
工
池
の
堰
堤
と
刈
り
込
み
が

そ
の
外
側
近
く
に
広
が
る
土
地
の
風
景
を
遮
る
一
方

で
、
水
面
は
遠
景
と
空
を
反
射
し
て
倒
景
（
上
下
逆

さ
に
な
っ
た
景
観
）
を
な
し
、
絶
景
が
生
み
出
さ
れ
て

い
る
（
図
3
・
写
真
4
）。

円
通
寺
庭
園
は
主
要
と
な
る
建
築
物
に
付
属
す
る

枯
山
水
式
の
庭
園
に
属
し
、
面
積
は

㎡
余

り
に
過
ぎ
な
い
。
や
や
長
方
形
の
形
を
し
た
庭
の
中

に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
面
に
生
え
て

い
る
緑
の
苔
、
い
く
つ
か
の
庭
石
と
刈
込
だ
け
で
あ

り
、
ほ
か
に
は
何
も
な
い
。
直
方
体
に
整
え
ら
れ
た

低
い
刈
り
込
み
は
庭
の
境
界
線
と
な
り
、
視
覚
上
の

見
切
り
と
し
て
も
非
常
に
目
立
っ
て
い
る
が
、
力
強

く
伸
び
る
桧
や
杉
の
木
と
と
も
に
、天
然
の
「
額
縁
」

が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
額
縁
は
，
雄
大
な

比
叡
山
と
向
き
合
い
、
方
丈
建
築
か
ら
の
借
景
の
鑑

賞
を
助
け
る
道
具
と
な
っ
て
い
る
（
写
真
5
）。

円
通
寺
周
辺
を
含
む
全
体
的
な
地
形
の
特
性
を
分

析
し
て
み
る
と
、
円
通
寺
庭
園
は
な
だ
ら
か
な
斜
面

の
降
り
て
い
く
途
中
に
立
地
し
、
こ
れ
に
向
き
合
う

よ
う
に
し
て
立
ち
上
が
る
比
叡
山
を
眺
め
る
構
成
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
視
点
と
対
象
の
間
の
地

形
が
凹
型
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
庭
園
の
境
界
線

を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
叡
山
以
外
の
も
の

を
視
覚
的
に
遮
蔽
し
、
山
の
雄
大
さ
を
い
っ
そ
う
浮

き
彫
り
す
る
効
果
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
つ
の
借
景
の
形
式
：「
眺
望
」
と
「
框
景
」

拙
政
園
と
滄
浪
亭
の
よ
う
な
中
国
の
庭
園
の
借
景

は
，
ま
さ
に
『
園
冶
』
が
述
べ
る
「
極
目
所
至
、
俗

則
屏
之
、
嘉
則
收
之
、
不
分
町
畽
、
盡
為
煙
景
（
見

渡
せ
る
限
り
、
俗
な
も
の
で
あ
れ
ば
遮
り
、
美
し
け
れ
ば
そ

れ
を
と
り
入
れ
る
。
ま
た
、
田
園
か
町
か
を
分
け
ず
に
、
す

べ
て
風
景
と
見
な
す
）」
と
い
う
内
容
に
当
て
は
ま
っ

て
い
る
。
中
国
で
は
借
景
を
楽
し
む
方
法
は
大
抵
の

場
合
、
高
い
場
所
あ
る
い
は
広
い
場
所
か
ら
遠
く
の

景
色
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
京

都
の
円
通
寺
庭
園
の
よ
う
な
日
本
の
借
景
は
、
小
沢

圭
次
郎
の
い
う
「
見
越
し
」
理
論
あ
る
い
は
視
覚
上

の
境
界
の
存
在
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
視
覚

上
の
境
界
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
い
わ
ば
額
縁
の

よ
う
な
存
在
は
、
借
景
の
構
図
に
対
す
る
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
、
画
面
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
景
観
の

深
度
と
奥
行
き
感
に
影
響
し
て
い
る
。
奈
良
の
慈
光

院
庭
園
の
借
景
も
そ
の
よ
う
な
要
素
と
特
徴
を
現
し

て
い
る
（
写
真
6
）。

こ
れ
ら
の
借
景
を
成
り
立
た
せ
る
庭
園
空
間
の
構

成
と
そ
こ
に
お
け
る
鑑
賞
者
の
身
体
の
関
係
に
注
目

し
て
み
る
と
、
中
国
と
日
本
と
で
は
異
な
る
特
徴
が

あ
る
。
中
国
的
な
「
眺
望
」
に
近
い
借
景
の
形
式
は
、

「
登
高
眺
遠
（
高
い
と
こ
ろ
に
登
っ
て
遠
く
を
眺
め
る
）」

と
い
う
庭
園
で
の
体
験
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
こ
の
体
験
に
は
身
体
性
の
変
化
と
視
線

の
広
が
り
の
関
係
性
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高

所
の
視
点
に
上
が
っ
て
い
き
、
そ
こ
に
到
達
し
て
遠

景
を
眺
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
り
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
小
後
見
大
（
小
さ
な

地
形
の
特
性
を
全
体
的
に
捉
え
る
「
相
地
」
が
行
わ

れ
、
惠
山
の
麓
の
傾
斜
を
利
用
し
、
さ
ら
に
麓
の
上

に
大
き
な
築
山
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
林
風

景
の
「
意
境
（
注
：
「
境
地
」
に
近
い
意
味
）」
を
強
化

す
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
目
を
転
じ
れ
ば
、「
嘉
樹
堂
」

の
近
く
に
立
ち
、「
錦
匯
漪
」
と
い
う
池
を
見
越
し

な
が
ら
、「
錫
山
」
及
び
「
龍
光
塔
」
の
借
景
を
目

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
5
）。

中
国
の
庭
園
に
対
し
て
、
日
本
の
借
景
庭
園
に
お

い
て
は
、「
相
地
」
と
「
借
景
」、
あ
る
い
は
「
地
形
」

と
「
眺
望
」
の
関
連
は
、
よ
り
明
確
に
読
み
と
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
庭
園
の
借
景

は
，
地
形
の
特
性
の
全
体
的
な
把
握
と
検
討
に
基
づ

い
て
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
。
た

と
え
ば
京
都
の
修
学
院
離
宮
の
上
御
茶
屋
庭
園
、
円

通
寺
庭
園
、
あ
る
い
は
奈
良
の
慈
光
院
庭
園
な
ど
は

い
ず
れ
も
日
本
ら
し
い
借
景
の
典
型
で
あ
る
と
い
え

る
。
修
学
院
離
宮
上
御
茶
屋
で
は
比
叡
山
の
西
麓
の

中
腹
に
、
地
形
に
沿
っ
て
長
さ

に
お
よ

ぶ
堰
堤
が
築
造
さ
れ
、
谷
川
を
堰
き
止
め
た
「
浴

龍
池
」
と
呼
ば
れ
る
広
大
な
人
工
池
が
設
け
ら
れ

た
。
堰
堤
の
最
上
部
に
あ
る
大
刈
込
が
き
れ
い
に
整

え
ら
れ
、
高
所
の
視
点
と
な
る
「
隣
雲
亭
」
か
ら
浴

龍
池
と
視
覚
上
の
境
界
（
見
切
り
）
と
な
る
刈
り
込

寄暢園の借景（写真3）

修学院離宮の地形（Google Earthより）（図3）

円通寺の借景（写真5）

修学院離宮の借景（写真4）



23 22特集　景観　借景 人工與自然的聯繫

れ
は
「
小
中
見
大
」
の
典

型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
庭
園
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
日
本
的
な
借

景
の
形
式
は
「
框
か
ま
ち

景け
い

」
呼

ば
れ
る
概
念
か
ら
理
解
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
框
景
」
と
は
庭
園
内
の

各
ス
ポ
ッ
ト
や
建
築
の
間

に
相
互
に
「
見
る
－
見
ら

れ
る
」
の
視
覚
関
係
が
築

か
れ
、
さ
ら
に
建
築
物
と

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

窓
枠
の
よ
う
な
存
在
が
介

在
す
る
こ
と
で
、
額
縁
に
入
っ
た
絵
画
を
見
る
よ
う

な
効
果
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
る
景
観
で
あ
る
。
蘇
州

庭
園
の
よ
う
な
中
国
庭
園
は
都
市
内
に
立
地
す
る
の

で
、
庭
園
外
の
風
景
は
多
く
は
取
り
込
め
る
存
在
で

は
な
い
。
ま
た
庭
園
内
部
の
空
間
は
常
に
い
く
つ
か

の
部
分
に
区
画
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
空
間
を
区

画
す
る
主
要
手
段
あ
る
い
は
重
要
な
景
観
要
素
は
ま

さ
に
建
築
物
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
庭
園

構
成
上
の
要
因
も
あ
っ
て
中
国
庭
園
で
は
框
景
の
構

造
が
形
成
さ
れ
や
す
い
。

拙
政
園
の
「
晩
翠
」
は
蘇
州
庭
園
に
お
け
る
框

る
こ
と
も
で
き
る
。

古
い
町
で
あ
る
蘇
州
は
中
国
江
南
平
原
の
水
郷
地

帯
に
位
置
し
、
西
や
西
南
方
向
に
十
数
㎞
離
れ
た
と

こ
ろ
に
山
が
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
宋
代
の
「
平

江
圖
」
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
山
は
ま
る
で
町
に
隣

り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
、
非
常
に
近
い
存
在

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
図
4
）。
詩
文
で
描
か

れ
た
も
の
を
探
し
て
み
れ
ば
、
清
代
徐
崧
は
『
百
城

煙
水
』
に
蘇
州
城
内
の
風
景
と
名
勝
に
つ
い
て
詳
し

く
記
述
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
鼓
角
聲
沉
絲
管
沸
，

景
の
代
表
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
写

真
7
）。
晩
翠
は
拙
政
園
枇
杷
院
の
白
い
塀
に
あ
る

円
形
洞
門
の
名
前
で
あ
る
。
枇
杷
院
の
中
に
立
っ

て
、
晩
翠
を
通
し
て
見
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
築
山
の
上

に
立
っ
て
い
る
「
雪
香
雲
蔚
亭
」
と
向
き
合
う
こ
と

が
で
き
る
。
艺
圃
の
「
浴
鷗
」
も
同
じ
よ
う
な
構

成
で
，
景
観
と
し
て
非
常
に
優
れ
た
視
覚
効
果
が
得

ら
れ
る
（
写
真
8
）。
以
上
は
内
部
の
塀
に
あ
る
円
形

洞
門
を
利
用
し
た
框
景
の
例
で
あ
る
が
、「
網
師
園
」

の
「
濯
纓
水
閣
」
の
よ
う
に
建
築
本
来
の
一
部
分
が

額
縁
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
框
景
の
類
型
も
あ
る
。

「
濯
纓
水
閣
」
の
内
部
か
ら
外
を
望
め
ば
、
建
築
の

障
子
、
屋
根
と
手
す
り
が
完
全
な
額
縁
を
組
み
立
て
、

「
月
到
風
来
亭
」
と
「
竹
外
一
枝
軒
」
と
と
も
に
美

し
い
画
面
的
な
景
観
が
構
成
さ
れ
て
い
る
（
写
真
9
）。

「
濯
纓
水
閣
」
の
框
景
は
円
通
寺
庭
園
と
同
じ
よ
う

に
視
線
を
精
確
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
原
理
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
日
本
の
借
景
庭

園
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
框
を
構
成

す
る
も
の
は
建
築
の
軒
な
ど
の
一
部
や
刈
込
で
あ
っ

た
り
樹
林
で
あ
っ
た
り
、
框
を
通
し
て
見
る
対
象
は

庭
園
の
外
の
自
然
で
あ
る
点
な
ど
、
中
国
庭
園
と
は

異
な
る
点
も
少
な
く
な
い
。

捲
簾
晴
黛
遠
山
低
（
訳
：
戦
の
鼓
や
角
笛
の
音
は
低
く
、

音
楽
は
に
ぎ
や
か
に
な
っ
て
、
簾
を
開
け
て
、
遠
い
山
の
風

景
を
取
り
入
れ
る
）」
な
ど
、
町
か
ら
遠
い
青
山
を
眺

め
る
描
写
も
珍
し
く
な
い
。
ま
た
、
同
じ
古
町
で
あ

る
常
熟
は
よ
り
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
山
を
直
に
ま

る
ご
と
町
の
一
部
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
よ
う
な
特

徴
を
も
っ
て
い
る
。
城
壁
は
虞
山
の
地
勢
に
沿
っ
て

設
置
さ
れ
、「
十
裡
青
山
半
入
城
（
訳
：
大
き
な
山
の

半
分
ほ
ど
が
城
壁
に
含
ま
れ
る
）」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う

な
都
市
の
レ
イ
ア
ウ
ト
が
形
成
さ
れ
た
。
日
本
の
都

空
間
を
経
て
そ
の
後
に
広
大
な
眺
め
を
得
る
）」
の
空
間

理
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
滄
浪
亭

の
「
看
山
楼
」
は
築
山
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、「
小

後
見
大
」
の
典
型
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
日
本
型
の
借
景
に
は
い
わ
ゆ
る
「
小
中

見
大
」と
い
う
造
園
理
念
が
み
ら
れ
、す
な
わ
ち「
小
」

さ
な
空
間
の
中
に
身
体
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
「
大
」

き
な
自
然
を
望
む
意
匠
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
円

通
寺
庭
園
で
み
れ
ば
、
小
さ
な
庭
園
を
前
に
し
た
小

さ
な
方
丈
か
ら
視
線
を
遠
く
ま
で
渡
し
、
雄
大
な
比

叡
山
を
借
景
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
こ

借
景
が
繋
ぐ
人
工
と
自
然

た
び
た
び
触
れ
た
小
沢
圭
次
郎
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
借
景
は
自
然
と
人
工
の
入
り
交
じ
っ
た
景
観

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
庭
園
の
み
に
存
在
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
町
、
特
に
古
い
町
に
も
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
な
借
景
と
い
う
べ
き
景
観
的
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

町
に
暮
ら
す
住
民
が
郊
外
の
山
の
景
を
享
受
す
る
眺

望
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
自
然
と
町
を
融

合
し
よ
う
と
い
う
念
願
と
理
想
の
表
れ
で
あ
る
と
み

1 拙政園における「 翠」（写真7）　2 網師園における「浴鷗」（写真
8）　3 網師園における框景（写真9）

2

3

1

慈光院の借景（写真6）



25 24特集　景観　借景 人工與自然的聯繫

市
に
お
い
て
も
、「
富
士
見
」
の
よ
う
な
非
常
に
鮮

明
な
借
景
の
例
が
見
ら
れ
る
。
富
士
山
へ
の
眺
望
を

対
象
と
す
る
、
関
東
地
方
か
ら
中
部
地
方
に
及
ん
だ

数
百
㎞
に
わ
た
る
地
域
に
、「
富
士
見
」
と
名
づ
け

た
眺
望
の
良
い
ス
ポ
ッ
ト
が
遍
在
し
、
東
京
都
内
に

お
い
て
も
十
数
余
り
の
場
所
が
数
え
ら
れ
る
。「
日

暮
里
富
士
見
坂
」
は
、
残
念
な
が
ら
近
年
つ
い
に
そ

の
眺
望
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
富
士
山
を
「
借

景
」
と
す
る
都
市
景
観
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
（
写
真
10
）。

町
全
体
と
し
て
の
借
景
に
対
し
て
、
逆
に
単
体
の

建
築
の
よ
う
な
小
さ
い
ス
ケ
ー
ル
の
場
合
に
お
い
て

は
、
框
景
が
よ
り
大
き
い
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
蘇
州
園
林
と
同
じ
く
、
特

に
上
記
の
「
網
師
園
」
の
よ
う
に
、
建
築
が
景
框
と

な
る
。
日
本
の
例
で
は
た
と
え
ば
安
藤
忠
雄
の
名
作

「
水
の
教
会
」
は
、ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
。

教
会
の
室
内
空
間
が
水
面
と
遠
景
を
見
る
道
具
を
提

供
し
、
人
工
景
観
と
自
然
景
観
が
融
合
す
る
静
謐
な

雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
る
（
写
真
11
）。
ま
た
、
西

沢
立
衛
の
「
豊
島
美
術
館
」
は
、
美
術
館
そ
の
も
の

が
自
然
要
素
と
変
化
を
感
知
す
る
容
器
と
な
っ
て
お

り
、
建
築
の
内
側
で
は
、
余
計
な
も
の
が
す
べ
て
除

去
さ
れ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
の
は
、
風
と
水
と
、
二

つ
の
大
き
な
開
口
部
か
ら
見
え
る
木
漏
れ
日
だ
け
で

あ
る
（
写
真
12
）。
中
国
に
お
い
て
も
、
建
築
家
華
黎

の
作
品
で
あ
る
丘
に
あ
る
小
型
景
観
建
築
は
、
文
字

通
り
「
ビ
ュ
ー
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

建
築
の
形
態
も
そ
の
名
前
に
応
じ
、
借
景
の
画
框
と

な
っ
て
い
る
（
写
真
13
・
写
真
14
）。

中
国
と
日
本
と
の
違
い
、
ま
た
、
眺
望
と
框
景
と

の
違
い
な
ど
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
園
林
（
庭

園
）、
都
市
お
よ
び
建
築
に
お
い
て
、「
借
景
」
は
視

覚
的
な
景
観
で
あ
り
な
が
ら
、
人
が
感
じ
ら
れ
る
、

自
然
と
の
繋
が
り
を
作
り
出
す
こ
と
を
実
現
す
る
道

具
で
も
あ
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
小
沢
圭
次
郎

が
い
う
「
天
工
人
為
」
の
「
湊
合
」
で
あ
る
と
。
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1 水の教会（http://risonare.com/tomamu/summer/）（写真11）　2 
豊島美術館（http://benesse-artsite.jp/art/teshima-artmuseum.html）
（写真12）　3 丘の「ビューファインダー」（http://www.gooood.hk/
viewing-pavilion-on-hill-tao.html）（写真13）　4 「ビューファインダー」
の 室 内（http://www.gooood.hk/viewing-pavilion-on-hill-tao.html）
（写真14）

1

3

2

4

日暮里富士見坂における富士山の借景（2013年）（写真10） 蘇州の古地図（張英霖『蘇州古城地圖』より）（図4）



写真1　イタリー広場の眺望点からパンテオンを望む（2010年）
ゴブラン通りが写真奥へ向かって下り勾配であるためか、サント＝ジュヌヴィエーヴの丘の高まりがここからは明瞭で
ある。  （2010年11月筆者撮影）

図1　イタリー広場と眺望点
イタリー広場からゴブラン通りが発する地点に眺望点point de vue
の地図記号が付されている。「ゴブラン地区」の地図に示された順
路は、イタリー広場に面したパリ13区役所前を出発点として、カイユ
の丘を経由、ビエーヴル川の暗渠上をたどり、ゴブラン織製作所前
を到着点とする2.5km、所要2時間である。
 実業之日本社編（1991）より転載
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を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
パ
リ
の
都
市
景
観
を
紹
介
し

な
が
ら
そ
の
一
端
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

立
ち
止
ま
っ
て
眺
め
る

イ
タ
リ
ー
広
場
（Place d

’Italie

）

か
つ
て
の
パ
リ
の
入
市
税
徴
収
所
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
は
背
後
に
高
層
住
宅
ビ
ル
が

林
立
す
る
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
ゴ
ブ
ラ
ン
通
り

A
venue des G

obelins

に
さ
し
か
か
る
と
こ
ろ

か
ら
は
、
パ
ン
テ
オ
ン
が
よ
く
見
え
る
。
ボ
ビ
ヨ
通

り R
ue B

obillot

と
イ
タ
リ
ア
大
通
り A

venue  

d

’Italie

と
の
角
に
は
日
本
の
建
築
家
丹
下
健
三
の

設
計
に
な
る
「
第
7
芸
術
セ
ン
タ
ー
」
の
建
造
が
進

行
中
で
あ
る
。
こ
の
オ
ー
デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
の

総
合
施
設
に
は
フ
ラ
ン
ス
最
大
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
設

置
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。「
パ
リ 

ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ

リ
ー
ン
ガ
イ
ド
」
1

 

9

 

9

 

1
年

1

 

9

 

9

 

5
年
、
初
め
て
の
フ
ラ
ン
ス
渡
航
に
際

し
て
購
入
し
た
観
光
案
内
書
「
パ
リ 

ミ
シ
ュ
ラ
ン
・

グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
」
は
、「G

uide Vert Paris

」（
ギ
ド・

ヴ
ェ
ー
ル
、
パ
リ
）
の
日
本
語
翻
訳
版
と
し
て
実
業
之

日
本
社
か
ら
1

 

9

 

9

 

1
年
に
刊
行
さ
れ
た
初
版
で

あ
っ
た
。
も
は
や
古
典
の
域
に
達
し
て
い
る
と
は
言

え
、
こ
の
20
年
余
を
経
て
古
び
ず
、
折
り
に
触
れ
て

参
照
し
、
そ
の
有
用
さ
は
年
を
経
る
ご
と
に
増
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、今
や
〝
赤
い
旅
券
と
緑
の
ガ
イ
ド
〞

は
パ
リ
行
き
の
旅
行
鞄
に
必
須
の
品
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
で
は
お
な
じ
み
の
、
星
の
数
で
評
価
さ
れ
た

見
ど
こ
ろ
を
中
心
に
、
パ
リ
市
内
で
40
余
り
の
エ
リ

ア
を
選
定
、
エ
リ
ア
ご
と
に
掲
載
さ
れ
た
独
自
の
地

図
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
街
区
を
あ
た
か
も
博
物
館
に

見
立
て
た
か
の
よ
う
な
順
路
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

読
者
は
順
路
に
沿
っ
て
歩
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、

〝
見
え
て
く
る
順
〞
に
記
述
さ
れ
た
詳
細
な
解
説
文

に
目
を
通
す
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
人
が
一
般
的
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
観
光
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
忌
避
し
、
言
わ
ば
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り

の
〝
遊
歩
〞
に
旅
の
愉
し
み
を
見
出
す
と
し
て
も
、

本
書
は
か
な
り
学
究
肌
な
解
説
文
と
精
緻
な
地
図
に

よ
っ
て
、
数
あ
る
観
光
案
内
書
に
お
い
て
示
す
べ
き

手
本
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
い
っ
そ
う
興
味
深
い
こ
と
は
、

エ
リ
ア
別
の
地
図
中
に
、
地
図
記
号
と
し
て
し
ば
し

ば

の
記
号
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

扇
に
似
た
地
図
記
号

は
、
凡
例
に
よ
る
とpoint 

de vue

眺
望
点
を
表
し
て
お
り
、
扇
の
向
き
は
眺
望

方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
土
地
理
院

（
I

 

G

 

N
）
発
行
の
2
万
5
千
分
の
1
地
形
図
に
も
同

〝
景
観
〞
と
聞
い
て
今
で
も
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る

の
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
は
あ
る
も
の
の
、
富
山

県
砺
波
平
野
の
散
居
村
で
あ
っ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
・

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
の
ボ
カ
ー
ジ
ュbocage

景
観

で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
化
景
観
は
、
伝
統

的
な
地
理
学
の
教
科
書
や
地
誌
書
の
中
で
、
大
抵
の

場
合
に
は
高
所
か
ら
の
俯
瞰
写
真
と
と
も
に
繰
り
返

し
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ブ
リ
の
ア
ニ
メ
映
画
「
お

も
ひ
で
ぽ
ろ
ぽ
ろ
」
で
は
、
田
舎
の
景
色
に
つ
い
て
、

「
人
間
が
自
然
と
闘
っ
た
り
、
自
然
か
ら
い
ろ
ん
な

も
の
を
も
ら
っ
た
り
し
て
暮
ら
し
て
い
る
う
ち
に

う
ま
い
こ
と
で
き
あ
が
っ
て
き
た
景
色
」
と
、
ト
シ

オ
が
タ
エ
子
に
語
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
田
舎
の
景
色

が
「
自
然
と
人
間
と
の
共
同
作
業
」
に
よ
っ
て
、
長

い
年
月
を
重
ね
て
生
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
す
る
と
、

タ
エ
子
が
暮
ら
す
都
会
の
景
色
は
、
短
期
間
に
多

く
の
人
間
が
作
業
に
加
わ
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
と

言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
〝
景
観
〞paysage

が
農
村
に
関
連
す
る
言
葉

か
ら
生
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
都
市
景
観paysage 

urbain

の
語
が
フ
ラ
ン
ス
の
辞
書
に
初
め
て
搭
載
さ

れ
た
の
は
1

 

9

 

6

 

5
年
頃
で
あ
る
と
い
う
（
ピ
ッ
ト
、

1

 

9

 

8

 

5
：
荒
又
、
2

 

0

 

1

 

1
）。

そ
こ
で
、
最
初
に
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
観
光
案
内
書
ギ

ド
・
ヴ
ェ
ー
ル Le G

uide Vert

（
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
）

ミシュランの観光案内書の地図には の記号が描かれている。
これはpoint de vue 眺望点を表している。まずは眺望点を手がかりにパリの都市景観を観察してみよう。

パリの景観観察ノート
文・写真 松村公明



写真2　パンテオンの
ドームからラ・シャペ
ル隘路を見渡す（2016
年）
写真中央、ノートルダム大
聖堂の背景として、左手奥
にモンマルトルの丘、右手
奥にショーモンの丘、丘と
丘の間の鞍部がラ・シャペ
ル隘路である。ノートルダ
ム大聖堂の塔の奥にポンピ
ドゥーセンター（1977年開
館）が隠れている。
（2016年10月筆者撮影）

写真4　モンマルトルの丘からラ・シャペル隘路を俯瞰する（2015年）
写真中央の大屋根がフランス国鉄の北駅。北駅の奥にはショーモンの丘の高まりを望む。ショーモンの丘は、ベルヴィルの丘、メ
ニルモンタンの丘へと、パリの東側を縁取る一連の丘陵部の一端を成している。  （2015年9月筆者撮影）

写真3　パリの立体地図模型
パリ市はたまご型をしており、たまごの右側（東）から左下（南西）に向かってセーヌ川が流れている。セーヌ川の手前（南）が左岸、奥（北）
が右岸である。たまごを2つに割るように左岸から右岸へ向けてセーヌ川に直交する直線がパリの基軸（南北軸）であり、南北軸がセーヌ川を
渡る地点にシテ島がある。シテ島の手前（左岸）の小さな高まりがサント＝ジュヌヴィエーヴの丘であり、その頂にパンテオンがある。南北軸が
右岸に達して奥へ進んで行くと左右2つの高まりの谷間を通過する。この谷間がラ・シャペル隘路である。ラ・シャペル隘路から見て左側（西
側）の高まりはモンマルトルの丘、右側（東側）の高まりがショーモンの丘である。

（「Paris et Petite Couronne」Carte GéoRelief par Reliefs Editions）

29 28特集　景観　パリの景観観察ノート

義
の
地
図
記
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
立

ち
止
ま
っ
て
景
色
を
眺
め
る
」
ま
た
は
「
高
所
か
ら

眺
望
す
る
」
と
い
う
行
為

が
、
地
図
を
片
手
に
歩
く

人
び
と
に
と
っ
て
景
観
観

察
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く

れ
る
。

実
際
に
イ
タ
リ
ー
広
場

に
付
さ
れ
たpoint de vue

に
立
ち
、
ゴ
ブ
ラ
ン
通
り

（Avenue des G
obelins

）
に

視
線
を
向
け
る
と
、
解
説

文
の
と
お
り
セ
ー
ヌ
川
左

岸
の
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン

を
象
徴
す
る
パ
ン
テ
オ
ン

（Panthéon

）
が
正
面
に
望

ま
れ
る
（
図
1
・
写
真
1
）。

さ
ら
に
パ
リ
を
歩
き
回
っ

た
結
果
、
こ
の
場
所
が
パ

ン
テ
オ
ン
を
頂
く
サ
ン
ト

＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の

丘
（La M

ontagne Sainte-

G
eneviève

）
の
高
ま
り
を
明

瞭
に
認
識
で
き
る
地
点
で

あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
同
時
にAvenue

を
冠
し

た
街
路
が
、
辞
書
の
定
義
ど
お
り
「
並
木
の
あ
る
大



写真5　パンテオンのドームからイタリー広場を眺望する（2011年）
写真中央の高層ビルの手前がイタリー広場、そこから並木のあるゴブラン通りが手前へと向かってくる。ショワジーの三角形は写真左手奥に位置する。
 （2011年11月筆者撮影）
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る
。
地
形
的
な
制
約
は
現
在
に
至
っ
て
も
パ
リ
の
都

市
構
造
に
影
響
を
与
え
続
け
て
お
り
、
ラ
・
シ
ャ
ペ

ル
隘
路
の
轍
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
ド
ー
ム
を
視
点
場

と
し
て
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
眺
望
す
る
こ
と

は
、
ル
テ
チ
ア
と
し
て
ガ
リ
ア
戦
記
に
も
描
か
れ
た

パ
リ
の
原
型
と
、
そ
こ
か
ら
2

 

0

 

0

 

0
年
の
時
を
経

て
成
長
し
た
現
代
の
パ
リ
を
同
時
に
俯
瞰
す
る
意
味

で
、
パ
リ
ら
し
さ
を
備
え
た
見
る
べ
き
景
観
の
一
例

と
し
て
特
筆
で
き
る
。
ベ
ル
ク
（
1

 

9

 

9

 

6
）
に
よ

る
借
景
の
構
造
に
示
さ
れ
た
表
現
を
借
り
る
と
、
こ

の
景
観
は
、
近
景
と
な
る
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂

〝m
aison-jardin

〞に
、遠
景
の
ラ・
シ
ャ
ペ
ル
隘
路〝la 

grande nature

〞
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
が
、
中
景
と
な
る
公
共
空
間
、
す
な
わ
ち
都

市
空
間
〝espace public : la ville

〞
の
挙
動
に
景
観

変
化
の
鍵
が
預
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

も
う
一
つ
の
見
る
べ
き
景
観

一
方
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
ド
ー
ム
展
望
台
を
南
東
側

に
周
回
す
る
と
景
観
は
一
変
す
る
。
写
真
5
の
中
央

に
は
写
真
1
の
視
点
場
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ー
広
場
と
、

そ
こ
か
ら
手
前
に
向
か
っ
て
く
る
ゴ
ブ
ラ
ン
通
り
を

望
む
。
イ
タ
リ
ー
広
場
の
右
手
に
は
、
ミ
シ
ュ
ラ
ン

通
り
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
並
木
が
街
路
沿
線

の
フ
ァ
サ
ー
ド
を
概
ね
覆
い
隠
し
、
パ
ン
テ
オ
ン
を

強
調
す
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
は
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
並
木
が
、
エ
ト
ワ
ー

ル
の
凱
旋
門
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
似
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
近
年
の
日
本
で
乱
発
気

味
の
「
絶
景
」
で
は
な
く
、
パ
リ
の
都
市
景
観
の
一

断
面
に
過
ぎ
な
い
が
、
パ
リ
の
一
般
性
と
特
殊
性
を

理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ゴ
ブ
ラ
ン
通
り
は
19
世
紀
半
ば
、
当
時
の
セ
ー
ヌ

県
知
事
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
「
パ
リ
大
改
造
」
に
よ
っ

て
新
た
に
造
成
さ
れ
た
大
通
り
で
あ
っ
た
。
オ
ス
マ

ン
に
よ
っ
て
新
た
に
整
備
さ
れ
た
大
通
り
は
広
場
と

広
場
を
直
線
的
に
連
結
し
、
広
場
に
建
立
さ
れ
た
記

念
柱
な
ど
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
、
通
り
を
進
む
馬
車

に
と
っ
て
パ
リ
の
威
厳
を
も
示
す
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

な
っ
て
い
た
。
自
然
環
境
の
一
部
で
あ
る
サ
ン
ト
＝

ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の
丘
と
オ
ス
マ
ン
の
意
図
が
協

調
し
た
結
果
、
ゴ
ブ
ラ
ン
通
り
が
方
向
づ
け
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。

高
所
か
ら
俯
瞰
す
る

パ
リ
の
景
観
と
い
う
局
面
か
ら
み
た
パ
ン
テ
オ
ン

の
重
要
性
は
、
サ
ン
ト
＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の
丘

の
頂
点
に
位
置
す
る
そ
の
立
地
場
所
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
パ
リ
の
起
源
と
成
長
に
関
わ
る
基
軸
（
パ
リ

南
北
軸
）
上
を
占
め
る
そ
の
関
係
位
置
、
す
な
わ
ち

地
理
的
位
置
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
パ
ン
テ
オ
ン

の
ド
ー
ム
か
ら
パ
リ
南
北
軸
を
俯
瞰
的
に
見
渡
す

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
パ
リ
南
北
軸
と
は
、

観
光
の
主
軸
と
な
る
パ
リ
歴
史
軸
と
比
べ
て
知
名

度
は
低
い
も
の
の
、
中
世
ま
で
は
パ
リ
の
基
軸
と
し

て
地
図
の
骨
格
と
な
っ
て
い
た
。
現
在
の
パ
リ
に
お

け
る
南
北
軸
は
、
サ
ン
ト
＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の

丘
を
越
え
て
セ
ー
ヌ
河
岸
へ
ま
っ
す
ぐ
に
下
る
サ
ン

ジ
ャ
ッ
ク
通
り
、
さ
ら
に
シ
テ
島
を
渡
河
点
と
し
て

セ
ー
ヌ
左
岸
か
ら
セ
ー
ヌ
右
岸
へ
渡
る
と
、
サ
ン
マ

ル
タ
ン
通
り
と
名
を
変
え
て
北
上
す
る
一
筋
の
街
路

に
概
ね
比
定
さ
れ
て
い
る
。

パ
ン
テ
オ
ン
の
ド
ー
ム
展
望
台
か
ら
基
軸
に
沿
い

に
北
の
方
向
を
見
渡
す
と
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂

の
南
側
側
面
を
正
面
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
写

真
2
）。
こ
こ
か
ら
は
、
大
聖
堂
を
取
り
囲
む
セ
ー

ヌ
川
の
水
面
こ
そ
望
め
な
い
も
の
の
、
渡
河
点
と
し

て
の
パ
リ
の
起
源
と
立
地
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
大
聖
堂
が
位
置
す
る
シ
テ
島
と
セ
ー
ヌ

の
流
れ
を
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
景
観
観
察
の
目
的
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂

を
近
景
に
、
そ
の
背
後
の
緩
や
か
な
鞍
部
を
遠
景
と

す
る
、
言
わ
ば
借
景
と
し
て
の
空
間
を
景
観
と
し
て

捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
写
真
2
の
奥
に
目
を
転
じ
る

と
、
左
手
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
、
右
手
に
は
や
が

て
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
の
丘
へ
と
続
く
シ
ョ
ー
モ
ン
の
丘
の

緩
や
か
な
斜
面
が
見
て
取
れ
る
。
シ
テ
島
を
渡
河
点

と
し
て
セ
ー
ヌ
川
を
渡
っ
た
古
代
の
ロ
ー
マ
軍
道

は
、
写
真
3
に
も
示
さ
れ
る
と
お
り
、
モ
ン
マ
ル
ト

ル
の
丘
と
シ
ョ
ー
モ
ン
の
丘
の
間
の
な
だ
ら
か
な
谷

間
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
隘
路
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
南
北
に
パ
リ
を
縦
貫
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
プ

ラ
ノ
ー
ル
、
2

 

0

 

0

 

5
）。

ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
隘
路
は
、
現
在
で
も
パ
リ
か
ら

北
へ
東
へ
と
向
か
う
幹
線
交
通
を
束
ね
る
大
動
脈

と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
パ
リ
と
北
フ
ラ
ン

ス
・
方
面
と
を
結
ぶ
鉄
道
路
線
は
、
北
駅
（G

are du 

N
ord

）
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
と
し
て
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
隘

路
を
通
過
す
る
（
写
真
4
）。
パ
リ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ

向
か
う
高
速
列
車
ユ
ー
ロ
ス
タ
ー
、
パ
リ
か
ら
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
へ
向
か
う
高
速
列
車
タ
リ
ス
は
北
駅
を

出
発
す
る
と
、
左
手
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
に
立
つ

サ
ク
レ
ク
ー
ル
の
大
聖
堂
を
仰
ぎ
な
が
ら
パ
リ
北
郊

へ
と
加
速
し
て
ゆ
く
。
同
様
に
、
パ
リ
の
北
東
に
位

置
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
空
港
か
ら
パ
リ
市

内
を
結
ぶ
ロ
ワ
シ
ー
バ
ス
も
、
通
常
の
場
合
に
は
、

ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
隘
路
が
現
在
の
パ
リ
市
境
と
交
わ
る

ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
門
（Porte de la C

hapelle

）
を
経
由
す



写真6・7・8・9　ショワジーの三角形を中心とするパリ13区のインドシナ華人街（2015年～2017年）
遠目では無機質に感じられる都市景観も、“摩天楼”の下にはアジアの人びとを中心とした豊かで活力のある生活空間が広がっている。パリ市
民にとって隣接するカイユの丘とともに再び新しく魅力的な街区として見直され、ギド・ヴェールは最近、アジアの食文化に触れることのできる
観光エリアとして、ページを割いて紹介し始めた。

（写真6と7は2016年10月、写真8は2015年9月、写真9は2017年11月筆者撮影）
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に
「
日
本
の
建
築
家
丹
下
健
三
の
設
計
に
な
る
第
7

芸
術
セ
ン
タ
ー
」
と
記
さ
れ
て
い
た
グ
ラ
ン
・
エ
ク

ラ
ン G

rand Écran

が
、
今
や
イ
タ
リ
ー
広
場
の
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
完
成
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
何
よ
り
も
目
を
惹
き
つ
け
る
の
は
、
ミ
シ
ュ
ラ

ン
の
記
述
に
あ
る
と
お
り
、
イ
タ
リ
ー
広
場
の
背
後

に
林
立
す
る
高
層
住
宅
ビ
ル
群
、い
わ
ば
〝
摩
天
楼
〞

gratte-ciel

の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
ら

し
さ
を
屋
根
の
上
に
求
め
て
世
界
中
か
ら
や
っ
て
来

た
訪
問
者
は
、こ
の〝
摩
天
楼
〞
の
景
観
に
つ
い
て
は
、

見
え
て
も
見
て
い
な
い
こ
と
に
す
る
と
決
め
、
一
方
、

パ
リ
市
民
の
間
で
は
、
数
々
の
失
敗
作
の
中
で
も
破

局
的
で
あ
る
と
し
て
、
し
ば
し
ば
困
惑
の
的
と
な
っ

て
き
た
。

イ
タ
リ
ー
広
場
の
奥
に
広
が
る
〝
摩
天
楼
〞

は
、
1

 

9

 

6

 

0
年
代
以
降
の
一
連
の
再
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
再
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
は
、
レ
ゾ
ラ
ン
ピ
ア
ド Les 

O
lym

piades

と
マ
セ
ナM
asséna

の
都
市
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

低
家
賃
住
宅
か
ら
公
務
員
住
宅
を
含
む
多
様
な
階
層

向
け
の
集
合
住
宅
、
教
育
施
設
、
商
業
・
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
複
合
開
発
に
よ
っ
て
、「
対
照
的
な
社
会
集

団
の
間
で
調
和
の
と
れ
た
交
流
を
生
み
出
し
、
共

生
を
促
す
」（
パ
ン
ソ
ン
・
パ
ン
ソ
ン
＝
シ
ャ
ル
ロ
、
2

 

0

 

0

 

6
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
意
味
で
は
、
居
住
機
能
に
特
化
し
た
日
本
の
住
宅

団
地
と
は
異
な
り
、
1

 

8

 

6

 

0
年
ま
で
は
入
市
税
徴

収
所
の
外
側
、
つ
ま
り
パ
リ
の
外
側
で
あ
っ
た
こ
の

地
に
、
複
合
的
な
機
能
を
備
え
た
カ
ル
チ
エ
の
よ
う

な
空
間
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
結
果
的
に
は
期
待
さ
れ
た
効
果
を
発
揮
し
な

い
ま
ま
、
お
も
に
1

 

9

 

7

 

0
年
代
以
降
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
や
ラ
オ
ス
内
戦
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
シ

ナ
戦
争
に
と
も
な
う
避
難
民
の
受
け
入
れ
、
と
り
わ

け
イ
ン
ド
シ
ナ
華
僑
の
流
入
と
定
着
が
進
行
し
、
今

や
欧
州
最
大
と
も
言
わ
れ
る
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
（Le 

quartier asiatique

）、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
シ
ナ
華
人
街

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ワ
ジ
ー
の
三

角
形 Triangle de C

hoisy

を
核
心
と
し
た
エ
ス
ニ
ッ

ク
タ
ウ
ン
で
あ
る
。
日
本
の
〝
中
華
街
〞
を
は
じ
め
、

欧
米
都
市
の
都
心
に
近
接
し
た
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の

景
観
と
は
異
な
り
、
高
層
住
宅
団
地
群
に
形
成
さ
れ

た
そ
の
特
徴
か
ら
、
パ
リ
市
13
区
に
位
置
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
〝
パ
リ
郊
外
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
〞
と

呼
ば
れ
て
き
た
（
写
真
6
・
7
・
8
・
9
）。
し
か
し

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
パ
リ
も
ま
た
世
界
の
大
都

市
と
同
じ
く
、
転
出
に
と
も
な
う
深
刻
な
人
口
減
少

を
食
い
止
め
る
た
め
、
市
域
外
縁
部
を
対
象
に
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
型
都
市
開
発
を
推
し
進
め
た
時
代
の
残
影

が
、
こ
の
高
層
住
宅
団
地
群
の
景
観
で
あ
る
と
知
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
は
こ
の
景
観
を

1

 

9

  

6

 

0
年
代
〜
70
年
代
に
か
け
て
生
成
さ
れ
た
、

見
る
べ
き
パ
リ
の
都
市
景
観
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
、

同
時
に
、〝
パ
リ
ら
し
い
都
市
景
観
〞
は
、
パ
リ
市

外
縁
部
か
ら
既
に
市
境
を
超
え
て
膨
張
す
る
郊
外
化

と
引
き
替
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
景

観
の
一
断
面
を
通
し
て
想
像
す
る
必
要
が
あ
る
。

初
め
て
訪
れ
る
場
所
の
経
験
は
目
に
映
る
す
べ
て

が
新
鮮
で
、
子
ど
も
の
よ
う
な
好
奇
心
に
溢
れ
る
も

の
で
あ
る
。
初
め
て
ベ
ト
ナ
ム
・
メ
コ
ン
デ
ル
タ
を

訪
れ
た
A
先
生
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
1
枚
の
写
真
。

A
先
生
は
確
か
に
ア
オ
ザ
イ
の
制
服
姿
で
橋
を
渡
っ

て
ゆ
く
女
子
生
徒
を
撮
影
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
…
。

こ
の
1
枚
の
写
真
を
手
が
か
り
に
、
大
塚
（
2

 

0

 

1

 

7
）
は
、
同
じ
景
観
を
観
察
し
た
と
し
て
も
、
何
を

み
て
い
る
か
そ
の
対
象
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
、
景

観
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
・
文
化
的
情
報
を
事
前
に

入
手
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

景
観
は
場
所
の
一
般
性
と
特
殊
性
を
現
地
で
丁
寧
に

教
え
て
く
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
た
ゆ
ま
ぬ
旅

の
経
験
と
知
識
の
蓄
積
が
い
っ
そ
う
欠
か
せ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

参考文献
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年
3
月
に
立
教
大
学
観
光
学
部
を
定
年
退
職
さ
れ
る
村
上
和
夫

先
生
に
感
謝
し
て
、こ
の
さ
さ
や
か
な
ノ
ー
ト
を
献
呈
い
た
し
ま
す
。
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「体験交流型観光」に
取り組む現場から学ぶ

豊田三佳研究室（観光学部交流文化学科）
豊田研究室では、2年ゼミ合宿で徳島県「にし阿波、剣山・吉野川観光圏」に
フィールド調査に出かけている。ここ10年間で外国人観光客が大幅に急増した特
徴ある山岳地域の集落を訪ねた学生たちの活動を報告する。

高
地
集
落
に
て
地
元
の
お
母
さ
ん
の
手
作
り
お
や
つ
を
い
た
だ
き
な

が
ら
お
話
し
を
伺
う

Field note 17
「交流文化」フィールドノート

成
果
の
還
元
の
場
で
も
あ
る
。
最
終
日
の
発
表
と
い

う
一
つ
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
学
生
た

ち
は
毎
晩
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
を
整
理
し
議
論
を

重
ね
、
特
に
最
終
日
の
前
夜
は
明
け
方
近
く
ま
で
、

発
表
準
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

最
終
日
の
発
表
を
聞
い
て
い
る
と
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
学
生
た
ち
が
着
実
に
成
長
し
た

こ
と
を
実
感
す
る
。
2
年
ゼ
ミ
で
行
う
初
め
て
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
体
験
は
、
そ
の
後
の
ゼ
ミ
活
動

に
お
い
て
も
一
つ
の
重
要
な
起
点
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
体
験
・
気
づ
き
が
自
身

の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
、興
味
・
関
心
の
あ
る
テ
ー

マ
を
み
つ
け
て
、
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
が
、
豊
田
ゼ
ミ
の
活
動
の
中
で
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
う
意
義
だ
と
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
地
の
に
し
阿
波
・
祖
谷
地
域
の

観
光
資
源
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
ゼ
ミ
の

学
生
た
ち
が
取
り
組
ん
で
き
た
調
査
内
容
に
つ
い
て

述
べ
た
い
と
思
う
。

に
し
阿
波
・
祖
谷
地
域
の「
体
験
・
交
流
型
観
光
」

徳
島
県
の
に
し
阿
波
・
祖
谷
は
、
四
国
山
地
の
最

高
峰
で
あ
る
剣
山
（
1
9
5
5
m
）
の
西
側
に
広
が

る
山
岳
地
域
で
、
奥
深
い
山
々
の
急
斜
面
に
へ
ば
り

つ
く
よ
う
に
高
地
傾
斜
地
集
落
が
数
多
く
点
在
し
て

い
る
。
宮
城
県
の
椎
葉
村
、
岐
阜
県
の
白
川
郷
と
共

に
日
本
の
三
大
秘
境
に
も
数
え
ら
れ
て
い
る
地
域
で
、

妖
怪
伝
説
な
ど
独
特
の
文
化
・
歴
史
が
あ
る
。
著
者

は
以
前
、
中
国
雲
南
省
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
タ
イ
北
部

を
移
動
す
る
「
山
の
民
」
の
研
究
を
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
が
、
祖
谷
の
山
里
の
集
落
は
ま
さ
に
日
本
に

お
け
る
急
峻
な
山
岳
地
帯
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
伺
え
る

地
域
で
あ
る
。
そ
の
昔
か
ら
「
そ
ら
」
と
呼
ば
れ
て

き
た
高
地
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
の
知
恵
と
技
術
の

結
晶
は
、
農
耕
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
。
場
所
に
よ
っ
て

は
傾
斜
40
度
に
も
な
る
急
傾
斜
地
は
、
地
面
に
対
し

て
垂
直
に
立
つ
こ
と
さ
え
も
難
し
い
が
、
そ
こ
に
先

人
た
ち
は
手
間
を
か
け
て
石
垣
を
作
り
、
土
の
本
来

の
力
を
生
か
し
て
、
農
業
を
営
ん
で
き
た
。
土
壌
の

流
出
を
防
ぐ
た
め
に
、
茅カ
ヤ

を
束
ね
て
円
錐
型
の
「
コ

エ
グ
ロ
」
を
作
り
、
コ
エ
グ
ロ
で
天
日
干
し
に
し
た

カ
ヤ
を
畑
に
敷
き
込
ん
で
肥
料
に
す
る
と
い
う
農

法
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
に
し
阿
波
地
域
の
「
傾

斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」
は
、
土
地
に
負
担
を
か
け

ず
、
土
を
育
て
る
自
然
循
環
型
の
有
機
農
法
と
し

て
「
食
と
農
の
景
勝
地
」
に
認
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

2
0
1
7
年
3
月
に
は
、「
世
界
農
業
遺
産
」
の
国

内
候
補
地
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
傾
斜
地
で
育
て
ら

れ
た
そ
ば
を
使
っ
た
そ
ば
米
雑
炊
や
祖
谷
そ
ば
は
こ

の
地
域
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
地
元
の
岩
ど
う
ふ
と

言
わ
れ
る
山
の
豆
腐
は
縄
で
縛
っ
て
持
ち
運
び
が
で

き
る
ほ
ど
か
み
ご
た
え
の
あ
る
豆
腐
で
、
そ
れ
と
地

元
産
の
玉
こ
ん
に
ゃ
く
や
急
斜
面
農
法
で
栽
培
さ
れ

た
小
型
の
コ
ロ
コ
ロ
の
じ
ゃ
が
い
も
を
串
に
さ
し
て

味
噌
田
楽
に
し
た
地
元
の
郷
土
料
理「
で
こ
ま
わ
し
」

も
学
生
に
人
気
が
高
い
。
ゼ
ミ
合
宿
に
参
加
し
た
学

生
た
ち
は
、
自
ら
鎌
を
片
手
に
カ
ヤ
を
刈
り
、
地
域

の
住
民
た
ち
か
ら
「
コ
エ
グ
ロ
」
作
り
を
学
ぶ
と
い

う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
「
体
験
・
交
流
型
」

観
光
を
体
感
す
る
。
こ
の
地
域
で
は
近
年
、
農
作
業

や
山
の
生
活
を
体
験
す
る
「
体
験
型
教
育
旅
行
」
の

受
け
入
れ
農
家
民
泊
受
け
入
れ
家
庭
数
が
拡
大
し
て

お
り
、
受
け
入
れ
泊
数
は
9
7
7
人
（
2
0
0
8
年
）

か
ら
に
は
3
8
2
7
人
（
2
0
1
6
年
）
へ
と
急
速

に
増
加
し
て
い
る
。

ゼ
ミ
学
生
の
調
査
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
観
光
客
の

受
け
入
れ
が
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
農
家
民
宿
を
受
け
入
れ
て
い
る
地
元
の

方
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
、
お
話
を
伺
っ
た
。

自
分
の
自
宅
に
訪
問
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
抵

抗
感
や
問
題
点
、
ま
た
外
国
人
の
観
光
客
の
場
合

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
難
し
さ
や
対
応
方
法
な

ど
が
主
な
質
問
内
容
で
あ
っ
た
。
体
験
型
教
育
旅
行

の
受
け
入
れ
校
数
は
、
10
年
ほ
ど
前
は
4
校
で
あ
っ

2
0

 

1

 

5
年
以
来
毎
年
夏
休
み
の
2

年
ゼ
ミ
合
宿
で
徳
島
県
「
に
し
阿

波
、
剣
山
・
吉
野
川
観
光
圏
」
に

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
出
か
け
て
い
る
。
著
者
の
専
門

は
社
会
学
で
、
国
境
を
越
え
た
人
の
移
動
を
通
し
て

創
出
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

組
織
が
研
究
対
象
で
あ
る
。
具
体
的
に
観
光
の
現
場

に
お
い
て
は
、1
）
観
光
客
と
ホ
ス
ト
社
会
の
関
係
、

2
）
地
域
住
民
・
地
方
自
治
体
・
観
光
産
業
の
連
携

関
係
、
3
）
訪
日
外
国
人
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー

ン
な
ど
に
着
目
し
て
い
る
。
豊
田
ゼ
ミ
で
は
夏
の

ゼ
ミ
合
宿
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
に
据
え
、

春
学
期
に
は
事
前
準
備
と
し
て
学
生
は
そ
れ
ぞ
れ
の

興
味
・
関
心
に
基
づ
い
て
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
現
地
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

実
習
に
備
え
る
。
そ
し
て
秋
学
期
に
は
夏
の
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
後
の
ま
と
め
と
し
て
、
現
地
調
査
で
得
た

フ
ィ
ー
ル
ド
デ
ー
タ
の
整
理
・
分
析
、
レ
ポ
ー
ト
集

の
作
成
に
取
り
組
む
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
現
地
集
合
・
現
地
解
散

の
3
泊
4
日
の
行
程
で
、
最
終
日
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
学
ん
だ
こ
と
・
考
え
た
こ
と
に
基
づ
い
て

グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
・
提
案
を
行
う
。
自
治
体
、

地
元
の
地
域
の
人
々
が
聴
衆
と
し
て
聴
き
に
来
る
た

め
、
調
査
地
で
お
世
話
に
な
っ
た
地
元
の
人
々
へ
の
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た
（
2
0
0
8
）
が
、
2
0
1
5
年
に
は
25
校
に
な
っ

た
。
そ
れ
に
伴
い
農
家
民
泊
受
け
入
れ
家
庭
数
も
70

軒
か
ら
1
5
6
軒
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
過
疎
・
高

齢
化
が
深
刻
な
こ
の
地
域
に
お
い
て
、
都
会
か
ら
訪

れ
る
中
・
校
生
の
受
け
入
れ
交
流
の
機
会
を
、
地
域

住
民
の
人
々
自
身
が
楽
し
ん
で
お
り
、
ま
る
で
、
親

戚
の
子
供
達
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
な
自
然
体
で
受
け

入
れ
て
い
る
様
子
に
、
学
生
た
ち
は
驚
き
、
予
測
し

て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
地
域
に
作
用

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
農
家
民
泊
を
さ
れ
て

い
る
家
庭
は
、
最
初
は
不
安
や
戸
惑
い
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
年
に
2
回
民
泊
研
修
会
も
開
か
れ
て
お
り
、

農
家
民
泊
を
し
て
い
る
他
の
家
庭
か
ら
教
わ
る
機
会

や
相
談
す
る
場
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
農
家
民

泊
受
け
入
れ
家
庭
数
の
拡
大
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と

も
わ
か
っ
た
。
お
客
様
扱
い
し
た
「
お
接
待
」
を
す

る
の
で
は
な
く
、
家
族
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
て
、

日
常
の
暮
ら
し
を
い
つ
も
の
や
り
方
で
、
空
間
と
時

間
を
一
緒
に
共
有
す
る
と
い
う
姿
勢
が
む
し
ろ
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
の
真
髄
で
、
訪
問
者
の
み
な
ら
ず
、
ホ

ス
ト
社
会
に
と
っ
て
も
価
値
あ
る
交
流
体
験
と
な
る

こ
と
が
み
え
て
き
た
。
受
け
入
れ
た
子
供
達
が
、
打

ち
解
け
て
親
し
く
な
っ
た
後
、
別
れ
る
時
が
寂
し
い

と
い
う
感
想
や
、
帰
宅
後
も
手
紙
を
書
い
て
く
れ
た

り
し
て
交
流
が
続
く
の
が
嬉
し
い
と
、
几
帳
面
に
全

て
の
手
紙
を
整
理
し
て
保
管
し
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
を

見
せ
て
く
れ
た
受
け
入
れ
家
庭
も
あ
っ
た
。
素
朴
で

親
密
な
交
流
体
験
を
中
心
に
据
え
た
観
光
に
お
い
て
、

観
光
客
と
ホ
ス
ト
社
会
の
関
係
は
一
過
性
で
は
な
く
、

持
続
可
能
な
関
係
性
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て

お
り
、
そ
れ
を
継
続
・
促
進
す
る
よ
う
な
仕
組
み
作

り
も
必
要
だ
と
学
生
は
最
終
日
の
提
案
発
表
の
中
で

述
べ
て
い
た
。

古
民
家
の
再
生
事
業

深
い
森
に
囲
ま
れ
た
山
あ
い
に
は
江
戸
時
代
中
期

か
ら
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
民
家
が
あ
る
。
中
に

は
築
3
0
0
年
余
年
と
推
定
さ
れ
る
見
事
な
床
板
の

民
家
も
残
さ
れ
て
い
て
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
集
落
も
あ
る
。
一
般

的
に
は
、
集
落
と
は
平
地
の
川
沿
い
に
形
成
さ
れ
る

1 

棒
を
中
心
に
据
え
て
コ
エ
グ
ロ
作
り
　

2 

鎌
を
片
手
に
か
や
を
刈
る
ゼ
ミ
生
た
ち
　

3 

地
元
の
お
父
さ
ん
の
説
明
を
聞
き
入
る

上 急斜面農業:白い可憐なそばの花がそよぐ　下 地元のお祭りの準備:しめ縄作りの手ほ
どきを受ける

2

1

3

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
な
ぜ
こ
の
地
域
で

は
、
尾
根
に
近
い
山
の
高
地
斜
面
に
集
落
が
形
成
さ

れ
た
の
か
不
思
議
に
思
う
訪
問
者
は
多
い
。
こ
の
地

域
の
地
質
は
断
層
破
砕
帯
で
あ
る
た
め
、
高
品
質
な

湧
き
水
が
豊
富
で
、
高
地
で
も
生
活
用
水
を
確
保
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
彫
刻
の
よ
う
に
そ
そ
り
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立
つ
美
し
い
渓
谷
を
流
れ
る
翡
翠
色
の
吉
野
川
の
清

流
は
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
メ
ッ
カ
と
し
て
知
ら
れ
て

お
り
日
本
で
初
め
て
の
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
世
界
選
手

権
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
吉
野
川
は

日
本
三
大
暴
れ
川
の
一
つ
で
も
あ
り
、「
四
国
三
郎
」

の
異
名
を
持
つ
ほ
ど
数
多
く
の
水
害
を
も
た
ら
し
た

歴
史
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
2
0
0
年
間
に
1
0
0

回
ほ
ど
の
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
ダ

ム
が
建
設
さ
れ
下
流
域
の
洪

水
被
害
が
軽
減
さ
れ
る
以

前
、
湧
き
水
が
豊
富
な
こ
の

地
域
に
お
け
る
山
の
尾
根
は
、

人
々
が
移
動
す
る
た
め
の
重

要
な
交
通
経
路
の
役
割
を
果

た
し
て
き
た
た
め
、
山
の
高

地
斜
面
に
集
落
が
形
成
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

東
洋
文
化
研
究
家
の
ア

レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
は
、
こ
の

地
域
の
山
里
の
景
観
に
魅
了

さ
れ
、「
悠
久
の
時
を
閉
じ
込

め
た
『
桃
源
郷
』
の
よ
う
だ
。」

と
表
現
し
て
お
り
、
空
き
家

と
な
っ
た
古
民
家
を
茅
葺
民

家
型
の
宿
泊
施
設
と
し
て
再

生
さ
せ
る
「
桃
源
郷
祖
谷
の

山
里
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携

わ
っ
た
。
三
好
市
の
公
共
事

業
で
改
修
さ
れ
た
落
合
集
落
に
点
在
す
る
8
棟
の
茅

葺
き
民
家
の
施
設
を
ア
レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
が
取
締
役

を
務
め
て
い
る
「
ち
い
お
り
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
ト
ラ
ス

ト
」
が
運
営
管
理
し
て
い
る
。
外
装
は
こ
の
地
域
の

伝
統
工
法
に
基
づ
い
て
改
修
さ
れ
た
昔
な
が
ら
の
質

素
な
茅
葺
き
民
家
で
あ
る
が
、
内
部
設
備
は
床
暖
房

完
備
で
、
キ
ッ
チ
ン
・
バ
ス
・
ト
イ
レ
に
最
新
の
設

備
と
快
適
性
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
内
装
も
素
材
感

や
造
形
・
照
明
な
ど
に
こ
だ
わ
っ
た
仕
上
げ
で
独
特

な
上
質
空
間
を
生
み
出
し
て
い
る
。
一
棟
貸
切
型
の

上 郷土料理の「でこまわし」　下 農家民泊の経験を伺う

1

2

3

1 

古
民
家
に
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
　

2 

外
国
人
旅
行
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
　

3 

「
楽
校
の
宿
あ
る
せ
」
に
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

「交流文化」フィールドノート
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宿
泊
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
泊
や
ホ
テ
ル
・

旅
館
と
は
異
な
る
「
隠
れ
家
」
型
の
新
し
い
宿
泊
ス

タ
イ
ル
を
提
供
し
て
い
る
。
ゼ
ミ
合
宿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
宿
泊
施
設
に
滞
在
あ
る
い
は
宿
泊
し
て
、
古

私
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
美
し
い
景
観
や
伝
統
的
な
生

活
様
式
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
残
し
て
い
く
こ

と
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宿
泊
事
業
の
み

な
ら
ず
、
古
民
家
を
拠
点
と
し
て
地
域
の
方
々
と
訪

問
者
と
の
交
流
が
図
れ
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
開
催
し
て
い
る
こ
と
を
伺
っ
た
。

お
洒
落
な
隠
れ
家
型
の
古
民
家
に
滞
在
す
る
観
光
客

数
が
増
加
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
そ
こ
か
ら
ど

の
よ
う
に
交
流
・
移
住
人
口
の
拡
大
に
つ
な
げ
て
い

く
か
が
地
域
の
持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の
重
要
課

題
で
あ
る
こ
と
を
学
生
は
最
終
日
の
発
表
で
取
り
上

げ
て
い
た
。
2
年
ゼ
ミ
の
合
宿
を
き
っ
か
け
に
、
地

方
へ
の
移
住
と
い
う
課
題
に
関
心
を
持
ち
始
め
、
4

年
生
の
卒
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
I
タ
ー
ン
・
U

タ
ー
ン
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
な
ど
地
方
自
治
体
の

移
住
政
策
を
テ
ー
マ
に
選
ん
で
取
り
組
む
学
生
も
少

な
く
な
い
。

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
交
流
人
口
の
増
加

徳
島
県
三
好
市
の
総
人
口
は
7
万
1
3
2
0
人

（
1
9
6
0
）
か
ら
2
万
6
8
5
1
人
（
2
0
1
5
）
に

減
少
し
て
い
る
。
徳
島
県
と
高
知
県
の
県
境
に
あ
る

山
深
い
地
域
に
位
置
す
る
「
有
瀬
」
小
学
校
は
、
か

つ
て
1
0
0
人
以
上
の
小
学
生
が
学
ん
で
い
た
が
、

人
口
減
少
の
波
の
中
で
廃
校
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

民
家
宿
泊
施
設
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
ス
タ
ッ
フ

か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
利
用
客
へ
の
情
報
発
信

の
方
法
や
運
営
管
理
上
の
課
題
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

2
0
0
5
年
に
は
N
P
O
法
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト

若
者
や
子
供
た
ち
が
集
落
か
ら
い
な
く
な
っ
て
、「
な

ん
と
か
せ
な
い
か
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
集
落
が
消
滅

し
て
し
ま
う
。」
と
い
う
共
通
の
切
迫
し
た
思
い
か

ら
、
廃
校
と
な
っ
た
学
校
を
改
修
し
、「
楽
校
の
宿

あ
る
せ
」と
い
う
宿
泊
施
設
と
し
て
蘇
ら
せ
た
。「
楽

校
の
宿
あ
る
せ
」
の
運
営
主
体
は
、
地
元
に
住
む
地

域
住
民
で
こ
の
小
学
校
の
卒
業
生
た
ち
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
に
地
域
住
民
が
連
携
し
て
運
営
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
か
。
訪
問
者
に
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
企
画
し
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
ゼ
ミ
の
学
生

た
ち
は
、
運
営
ス
タ
ッ
フ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ

た
。
宿
泊
施
設
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
都
会
に
移

住
し
た
人
々
も
家
族
連
れ
で
故
郷
を
訪
問
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
を

実
質
的
に
保
持
で
き
る
と
い
う
意
味
で
意
義
深
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
地
域
は
雲
海
が
頻
繁

に
見
ら
れ
る
高
地
で
山
茶
の
産
地
で
、「
天
空
の
山

茶
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
校
庭
に
ピ
ザ
を
焼

く
手
作
り
の
釜
を
完
成
さ
せ
、
月
に
一
回
く
ら
い
の

ペ
ー
ス
で
「
山
茶
カ
フ
ェ
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
、
交
流
の
空
間
を
提
供
し
て
い
る
。

に
し
阿
波
地
域
へ
の
外
国
人
宿
泊
数
は
、
こ

こ
10
年
間
で
9
5
2
人
（
2
0
0
7
）
か
ら
2
万

 

3
6
8
1
人
（
2
0
1
6
）
へ
と
大
幅
に
急
増
し
て

い
る
。「
自
然
と
共
存
す
る
集
落
で
暮
ら
し
ぶ
り
を

し
た
ち
い
お
り
ト
ラ
ス
ト
は
、

2
0
1
5
年
以
降
は
株
式
会

社
と
な
り
30
代
の
若
者
が
こ

の
地
域
に
移
住
し
て
き
て
働

く
場
を
提
供
し
て
い
る
。
と

は
い
え
、
地
元
集
落
の
人
々

の
お
手
伝
い
（
ア
ル
バ
イ
ト
）

と
協
力
な
し
で
は
成
り
立
た

な
い
。
な
ぜ
な
ら
宿
泊
客
の

滞
在
中
の
食
事
は
集
落
の
畑

で
収
穫
し
た
季
節
の
も
の
で

地
元
の
お
母
さ
ん
が
郷
土
料

理
を
作
っ
て
お
り
、
チ
ェ
ッ

ク
ア
ウ
ト
後
の
清
掃
も
地
域

住
民
に
依
頼
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
住

民
は
高
齢
化
し
て
お
り
、
人

口
減
少
は
著
し
い
。
現
場
で

は
ス
タ
ッ
フ
の
人
手
不
足
と

い
う
深
刻
な
課
題
に
直
面
し

て
い
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
ち

い
お
り
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
は
事
業
の
目
的
と
し
て
、「
祖

谷
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
う
し
た
山
村
集
落
に
お
け

る
生
活
習
慣
や
人
々
の
つ
な
が
り
に
新
た
な
価
値
を

与
え
、
多
く
の
人
々
と
共
有
し
、
そ
の
結
果
と
し
て

体
感
で
き
、
地
元
住
民
に
触
れ
合
う
旅
」
は
、
海
外

か
ら
の
観
光
客
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
地
域
住

民
の
「
地
域
へ
の
思
い
」
か
ら
生
ま
れ
る
親
密
で
素

朴
な
も
て
な
し
は
、
心
の
温
ま
る
交
流
の
旅
を
作
り

出
す
。『
N
ational G
eographic』
か
ら
の
読
者
ツ

ア
ー
も
定
着
し
て
き
て
お
り
、
近
年
は
定
期
的
に
開

催
さ
れ
て
い
る
。
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
国
際
大
会
が
開

催
さ
れ
た
際
、
英
国
か
ら
の
チ
ー
ム
は
「
楽
校
の
宿

あ
る
せ
」
を
宿
泊
施
設
と
し
て
利
用
し
た
。
学
生
た

ち
は
地
元
の
住
民
た
ち
が
い
か
に
し
て
外
国
人
観
光

客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
か
、
問
題
は

な
い
の
か
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
、
地
元
住
民
は

英
語
が
流
暢
に
話
せ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
携

帯
電
話
に
翻
訳
ア
プ
リ
を
い
れ
て
、
そ
れ
を
片
手
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
っ
て
お
り
、
親
密
な

交
流
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
学
生
た
ち
は
衝
撃

を
受
け
て
い
た
。
あ
る
学
生
の
ゼ
ミ
合
宿
の
感
想
を

最
後
に
締
め
く
く
り
た
い
と
思
う
。

「
祖
谷
で
過
ご
し
た
4
日
間
は
自
分
の
な
か
で
人
生

の
転
機
と
も
い
え
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
首
都
圏
で
働
い
て
暮
ら
す
こ
と
し
か
頭
に
な

か
っ
た
私
を
立
ち
止
ま
ら
せ
、
今
の
社
会
の
あ
り
方

に
つ
い
て
も
深
く
考
え
直
さ
せ
て
く
れ
る
き
っ
か
け

に
な
り
ま
し
た
。」　
　
　
　
　
　
　
　
　（
豊
田
三
佳
）

上 夜明けまで議論しながら発表準備に取り組むゼミ生　下 最終日には地元の人々を前に成果発表会

「交流文化」フィールドノート
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読
書
案
内

Book Review

今
回
は
本
号
の
特
集
テ
ー
マ
の

補
助
線
と
も
な
る
2
冊
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
冒
険

自
然
と
い
う
〈
生
命
の
網
〉の
発
明

ア
ン
ド
レ
ア
・
ウ
ル
フ 

著
（
鍛
原
多
惠
子
訳
）（
二
〇
一
七
）
　

N
H
K
出
版
（
本
体
二
九
〇
〇
円
＋
税
）

読書案内

ま
ず
紹
介
す
る
の
は
、
近
代
地
理
学
の
祖

と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
大
学
者
フ
ン
ボ
ル
ト

の
伝
記
、
原
題
は
〝The Invention of 

N
ature : T

he A
dventures of A

lexander von 

H
um
boldt, the Lost H

ero of Science

〞
で
あ
る
。

ロ
ス
ト
・
ヒ
ー
ロ
ー
。
著
者
に
よ
れ
ば
フ
ン
ボ
ル
ト
は

な
ん
と
「
英
語
圏
で
は
ほ
ぼ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
」
と

い
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の

英
米
に
お
け
る
反
ド
イ
ツ
感
情
に
あ
る
と
い
う
が
、
も

う
一
つ
の
理
由
が
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
。

そ
れ
は
書
名
に
も
あ
る
通
り
、「
自
然
」
を
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
繋
が
っ
た
全
体
の
系
と
し
て
捉
え
る
も

の
の
見
方
、
こ
れ
が
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、

そ
れ
が
浸
透
す
る
に
従
い
我
々
は
そ
の
起
源
を
忘
れ
て

し
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
柄
谷
行
人

も
「
風
景
と
は
一
つ
の
認
識
の
布
置
で
あ
り
、
い
っ
た

出
来
事
と
写
真

畠
山
直
哉
・
大
竹
昭
子 
著
（
二
〇
一
六
）

赤
々
舎
（
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）

ん
そ
れ
が
で
き
あ
が
る
や
い
な
や
、
そ
の
起
源
も
隠
蔽

さ
れ
て
し
ま
う
（
特
集
参
照
）」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
フ
ン
ボ
ル
ト
の
名
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
何

か
を
発
見
し
た
と
い
う
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
大
科
学
者
の

イ
メ
ー
ジ
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
は
、
こ
れ

以
上
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
を
想
像
し
が
た
い
ほ
ど

の
超
人
ぶ
り
で
文
字
通
り
「
地
球
を
歩
い
た
」
フ
ン
ボ

ル
ト
が
、
自
然
を
今
で
い
う
生
態
系
と
し
て
認
識
し
て

い
く
過
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
理
学
と
い
う
範

疇
で
は
済
ま
な
い
、
世
界
の
認
識
の
布
置
の
大
い
な
る

転
換
者
が
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
日
本
を
含
む
東
洋
思
想
か
ら
み
れ
ば
こ

の
認
識
は
古
く
か
ら
な
じ
み
あ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
本
書
が
同
時
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
日
本
も

巻
き
込
ま
れ
て
い
く
19
世
紀
以
降
の
世
界
標
準
と
な

る
科
学
の
方
向
性
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
測

定
器
を
携
え
た
科
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
画
家

や
詩
人
の
よ
う
に
自
然
を
捉
え
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。

し
か
し
時
代
は
科
学
と
芸
術
を
分
け
、
さ
ら
に
科
学

を
細
分
化
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
フ
ン
ボ
ル
ト
が
も

た
ら
し
た
認
識
の
布
置
は
後
の
社
会
に
本
当
に
浸
透
し

た
の
か
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
近
代

科
学
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
志
向
と
は
逆
に
進
ん
で
い
っ
た
、

と
い
う
か
こ
れ
に
抗
っ
た
の
が
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
視
線
は
、
今
で
い
う
自
然

環
境
に
の
み
注
が
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
南

米
を
5
年
以
上
も
旅
行
で
き
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
の
支
援

を
受
け
な
が
ら
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
領
を
訪
ね
た
か
ら
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
植
民
地
化
に
よ
る
奴
隷
問
題

や
環
境
へ
の
負
の
影
響
を
考
え
さ
せ
る
契
機
に
も
な
り
、

そ
れ
が
環
境
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
視
点
に
も
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
を
本
書
は
教
え
る
。

本
書
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
始
め
フ
ン
ボ
ル
ト
に
強
く
影

響
を
受
け
た
人
物
も
紹
介
す
る
が
、
そ
こ
に
は
登
場
し

な
い
も
の
の
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
没
後
間
も
な
く
生
ま
れ

た
日
本
の
植
物
学
者
三
好
学
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
そ

し
て
科
学
者
と
芸
術
家
の
立
場
を
あ
わ
せ
て
自
然
を
相

貌
的
に
捉
え
る
概
念
と
し
て
三
好
が
創
案
し
た
言
葉
が
、

「
景
観
」
で
あ
る
（
特
集
参
照
）。

な
お
本
書
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
南
米
や
ロ
シ
ア
へ
の
旅

行
記
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
今
時
は
G
oogle 

street 

view
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
読
む
の
も
一
興
で
あ
る
。

2
0
0
年
前
の
超
人
フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
旅
行
に
、
現
代

技
術
の
助
け
を
得
な
が
ら
わ
ず
か
で
も
近
づ
く
こ
と
が

可
能
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
写
真
家
の
畠
山
直
哉
氏
と
写

真
・
文
筆
家
の
大
竹
昭
子
氏
の
一
連
の
対
談
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
写
真
家
と
は
一
般
に
は
「
芸
術
」
と

し
て
の
写
真
を
扱
う
表
現
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
本
書
で
は
そ
れ
を
一
つ
の
前
提
と

し
て
い
る
。
畠
山
氏
は
大
学
で
写
真
を
学
ん
だ
「
正
統
」

な
写
真
家
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
教
え
ら
れ
た
写
真
と
は
、

そ
こ
に
写
っ
て
い
る
内
容
や
出
来
事
と
は
関
わ
り
な
く
、

純
に
写
真
と
し
て
の
作
品
性
が
問
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た

と
い
う
。
タ
イ
ト
ル
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
つ
け
な
い
言

葉
に
頼
る
こ
と
の
な
い
た
だ
の
写
真
が
す
べ
て
で
あ
る

と
。
芸
術
と
い
う
も
の
の
独
立
性
に
価
値
が
置
か
れ
て

き
た
、
こ
こ
し
ば
ら
く
の
流
れ
の
一
例
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、

東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。
陸
前
高
田
出
身
の
畠
山
氏
は
、

「
見
渡
す
限
り
の
瓦
礫
の
中
で
、
自
分
や
家
族
や
知
り

合
い
の
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
写
真
に
は

も
う
写
せ
な
い
と
覚
悟
を
す
る
と
き
、『
い
い
写
真
』

は
空
疎
な
響
き
し
か
持
た
な
い
言
葉
の
よ
う
に
思
え
て

く
る
」
体
験
を
し
、「『
私
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
く
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
来
事
が
生
じ
た
と
き
に
そ
こ

に
巻
き
込
ま
れ
る
決
断
」
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
過
程

を
大
竹
氏
が
対
話
に
よ
っ
て
引
き
出
し
て
い
く
。

た
だ
畠
山
氏
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
写
真
に
お
け
る
形

式
と
内
容
の
分
離
に
は
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
あ
っ
た
よ
う

だ
。
た
と
え
ば
あ
る
人
物
モ
デ
ル
を
撮
影
し
た
写
真
を

そ
の
人
物
と
は
切
り
離
し
て
「
写
真
と
し
て
」
論
ず
る
の

が
モ
ダ
ン
な
芸
術
と
し
て
の
写
真
論
で
あ
る
が
、
そ
の
写

真
を
見
て
「
き
れ
い
な
人
で
す
ね
」
と
感
じ
る
こ
と
、
そ

れ
を
伝
え
る
こ
と
も
写
真
の
立
派
な
役
割
で
あ
る
と
。

こ
れ
は
フ
ン
ボ
ル
ト
か
ら
2
0
0
年
を
経
て
、
科
学

や
社
会
か
ら
分
離
さ
れ
て
き
た
芸
術
に
対
す
る
芸
術
側

か
ら
の
問
い
か
け
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
動
き
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
特
に
畠
山
氏
の
い
う
「
具
体

性
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
性
質
を
持
つ
写
真
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
が
自
然
を
絵
画
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し

た
科
学
の
方
法
に
も
な
じ
み
や
す
い
と
思
わ
れ
、
当

時
写
真
技
術
が
実
用
化
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
フ
ン
ボ
ル

ト
が
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
か
想
像
し
て
み
た
く
な
る
。

実
際
、
三
好
学
は
自
然
の
景
観
の
写
真
集
を
出
し
て
い

る
（
特
集
参
照
）。

大
竹
氏
は
い
う
。「
人
間
の
歴
史
が
進
め
ば
進
む
ほ

ど
、
物
事
は
複
雑
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
専
門

家
が
生
ま
れ
、
細
い
鉛
筆
の
よ
う
な
ビ
ル
の
な
か
で
隣

の
管
轄
に
は
手
を
出
さ
ず
に
専
門
に
勤
し
む
よ
う
に
な

り
ま
す
。（
中
略
）
写
真
家
と
は
そ
の
よ
う
な
鉛
筆
の
ビ

ル
の
密
林
に
踏
み
込
ん
で
い
き
、
互
い
を
隔
て
る
壁
を

壊
し
、
見
晴
ら
し
を
よ
く
す
る
人
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。」
写
真
だ
け
で
な
く
、
フ
ン
ボ
ル
ト
以
降
の
歴
史

に
お
け
る
科
学
・
芸
術
等
の
状
況
に
加
え
て
、「
景
観
」

と
い
う
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
の
説
明
に
も
そ
の
ま
ま

適
用
可
能
な
至
言
に
思
わ
れ
る
。

（
小
野
良
平
）
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最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
の
思
い
出
は
暗
い
冬

初
め
て
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
は
、
大
学
の
卒

業
旅
行
で
行
っ
た
ド
イ
ツ
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
駐
在

し
て
い
た
従
兄
弟
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
デ
ュ
ッ

セ
ル
ド
ル
フ
と
い
う
町
で
3
週
間
を
過
ご
す
予
定
で
、

ク
リ
ス
マ
ス
前
後
は
パ
リ
に
行
く
こ
と
を
楽
し
み
に

渡
航
し
た
。
し
か
し
、
到
着
し
た
次
の
日
に
な
っ
て
、

朝
は
9
時
過
ぎ
に
う
っ
す
ら
明
る
く
な
り
、
午
後
3

時
ぐ
ら
い
に
は
真
っ
暗
に
な
る
ド
イ
ツ
の
冬
の
気
候

の
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
か
ら
10
日
後
、
お
日
さ
ま

を
見
な
い
日
が
続
く
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
パ
リ
の

ク
リ
ス
マ
ス
を
諦
め
、
帰
国
し
た
。
未
だ
に
家
族
に

笑
わ
れ
る
事
件
だ
っ
た
。

そ
の
時
の
辛
い
記
憶
が
理
由
で
は
な
い
が
、
そ
の

後
、
観
光
の
研
究
者
に
な
っ
て
か
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ど
の
国
に
も
行
か
な
い
ま
ま
長
い
年
月
が
経
っ

た
。
そ
し
て
、
2

 

0

 

1
 

3
年
の
夏
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

主
要
観
光
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
20
年
ぶ
り

に
訪
れ
た
ド
イ
ツ
で
感
じ
た
夏
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魅

力
は
、
以
前
の
暗
い
記
憶
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
の
ヴ
ァ
ー
ヘ
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
へ

2

 

0

 

1

 

5
年
秋
学
期
に
長
期
海
外
研
究
の
機
会

を
い
た
だ
き
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ヴ
ァ
ー
ヘ
ニ
ン
ゲ
ン
大

学
でVisiting Scholar 

と
し
て
滞
在
す
る
こ
と
に

し
た
。
立
教
大
学
観
光
学
部
で
長
年
兼
任
講
師
と
し

て
、
夏
の
集
中
講
義
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
ク
ラ

ウ
デ
ィ
オ
・
ミ
ン
カ
教
授
がC

hair H
ead

を
務
め

るC
ultural G

eography C
hair G

roup

で
お
世
話

に
な
っ
た
。

新
学
期
始
め
は
、
大
学
が
主
催
す
る
新
し
い
外

国
人
教
職
員
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
。

〝Introduction to the N
etherlands

〞 

と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
、
異
文
化
を
専
門
と
す
る
教
員
が
オ
ラ
ン
ダ

の
社
会
や
文
化
に
つ
い
て
講
義
を
し
、
参
加
者
も
そ

れ
ぞ
れ
の
経
験
を
シ
ェ
ア
す
る
内
容
だ
っ
た
。
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
後
は
、
典
型
的
な
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
ン
チ

（
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、
ス
ー
プ
、
り
ん
ご
、
牛
乳
と
紅
茶
）
を

し
な
が
ら
、
講
師
と
参
加
者
が
交
流
で
き
る
有
意
義

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
後
、
そ
の
講
師
が
担
当
す
る
異
文
化
理
解
の
講
義

に
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
講
義
を
す
る
機
会
も

い
た
だ
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
教
職
員
が
英
語
を
自
由

に
使
い
、
英
語
で
行
う
講
義
も
多
い
オ
ラ
ン
ダ
の
大

学
で
も
、
国
際
化
や
異
文
化
理
解
の
教
育
の
推
進
に

悩
ん
で
い
る
実
態
を
知
る
機
会
に
も
な
っ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
に
到
着
し
た
の
が
8
月
だ
っ
た
の
で
、

快
適
な
天
気
と
サ
マ
ー
タ
イ
ム
に
よ
り
夕
方
遅
く
ま

で
明
る
い
夏
の
魅
力
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
が
、

や
は
り
サ
マ
ー
タ
イ
ム
の
終
了
と
と
も
に
、
暗
く
て

憂
鬱
な
冬
が
始
ま
っ
た
。
特
に
オ
ラ
ン
ダ
は
、
暗
い

だ
け
で
な
く
、
毎
日
の
よ
う
に
終
日
降
る
雨
が
憂
鬱

さ
を
増
幅
さ
せ
る
。
あ
る
留
学
生
か
ら
ラ
イ
ト
付
き

の
ア
ラ
ー
ム
時
計
が
あ
る
と
聞
き
、
私
も
購
入
し
て

試
し
て
み
た
。
朝
に
な
っ
て
も
明
る
く
な
ら
な
い
の

で
、
ア
ラ
ー
ム
を
設
定
し
て
お
く
と
、
設
定
時
刻
の

30
分
前
か
ら
段
々
と
明
る
く
な
る
ラ
イ
ト
だ
。
個
人

的
に
は
あ
ま
り
効
果
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
が
、

暗
い
冬
に
耐
え
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
商
品
が
考
案

さ
れ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
気
候
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
か
に
興
味
を
持
ち
、
滞
在
し
て
い

た
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
オ
ー
ナ
ー
（
農
学
博
士
）
に
聞

き
取
り
の
時
に
質
問
を
し
た
。
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
、
南
米
ま
で
海
外
在
住
歴
が
長
い
そ
の
オ
ー
ナ
ー

は
、
本
当
に
気
に
し
な
い
表
情
で
、〝
あ
ま
り
気
に
し

な
い
〞
と
答
え
た
。
そ
し
て
、
聞
き
取
り
後
に
「
幸

せ
に
対
す
る
環
境
の
影
響
は
10
％
」
1

と
い
う
研
究

結
果
を
主
張
す
る
論
文
を
送
っ
て
く
れ
た
。
し
か

し
、
暗
い
冬
に
心
身
の
不
調
が
現
れ
る
〝W

inter 
D

epression

〞
と
い
う
病
気
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
。
日
本
の
よ
う
に
寒
い
冬
で
も
明
る
く

綺
麗
な
青
空
が
見
ら
れ
る
環
境
に
慣
れ
て
い
る
人

は
、
よ
り
〝W

inter D
epression

〞
に
か
か
り
や
す

い
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、〝W

inter 
D

epression

〞
に
悩
ん
で
い
る
人
に
会
っ
た
。
オ
ラ
ン

ダ
在
住
歴
が
長
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
出
身
の
女
性
職
員

が
〝W

inter D
epression

〞
と
診
断
さ
れ
、
冬
の
間

は
、
勤
務
時
間
中
に
1
〜
2
時
間
は
明
る
い
ラ
イ
ト

が
あ
る
空
間
で
過
ご
す
よ
う
に
処
方
さ
れ
た
そ
う
だ
。

彼
女
は
、
私
が
い
た
2

 

0

 

1

 

5
年
の
冬
に
、
年
間
の

有
給
休
暇
を
ま
と
め
、
年
末
年
始
の
1
ヶ
月
間
を
シ

Netherlands
在外研究通信　10

ヴァーヘニンゲン
大学とゲストハウス
での日常生活
韓 志昊

2015年秋から長期海外研究のためにオ
ランダのヴァーヘニンゲン大学に赴いた
韓志昊教授によるレポートは、現地で滞
在した大学とゲストハウスでの生活の思
い出を綴る。写真は、ガラス張りで作ら
れた中庭のある研究棟。

図書館がある建物のロビーで昼休みにミニコンサートをする大学オーケ
ストラ



ヴァーヘニンゲン大学とゲストハウスでの日常生活47 46

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
帰
っ
て
過
ご
し
た
。
大
学
キ
ャ
ン
パ

ス
内
の
あ
る
研
究
棟
は
、
ガ
ラ
ス
張
り
で
作
ら
れ
た

中
庭
が
あ
り
、
各
部
屋
か
ら
中
庭
が
見
え
、
光
も
入

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
昼
休
み
に
は
、
教
職
員
が

中
庭
に
あ
る
テ
ー
ブ
ル
に
集
ま
っ
て
持
参
の
サ
ン
ド

イ
ッ
チ
を
食
べ
る
の
が
普
段
の
ラ
ン
チ
の
風
景
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
ラ
ン
チ
は
ほ
と
ん
ど
パ
ン
類
を
持

参
し
て
20
分
〜
30
分
の
時
間
を
取
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
研
究
成
果
の
発
表
会
な
ど
が
よ
く
昼
休
み
の
時

間
に
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
開
催
さ
れ
て
い
て
、
主
に
サ

ン
ド
イ
ッ
チ
、
パ
ッ
ク
の
牛
乳
、
り
ん
ご
の
ラ
ン
チ

を
提
供
す
る
こ
と
が
多
い
。

洗
濯
サ
ー
ビ
ス
付
き
の

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
長
期
滞
在

ヴ
ァ
ー
ヘ
ニ
ン
ゲ
ン
に
滞
在
す
る
間
に
、
二
つ
の

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
月
単
位
の
長
期
滞
在
客
と
し
て

お
世
話
に
な
っ
た
。
一
軒
は
欧
米
に
よ
く
あ
るBed 

and Breakfast 

の
タ
イ
プ
で
、
自
宅
の
2
階
と
3
階

の
部
屋
を
貸
し
出
し
、
電
子
レ
ン
ジ
と
ケ
ト
ル
、
小

さ
い
シ
ン
ク
の
ミ
ニ
キ
ッ
チ
ン
は
あ
る
が
、
設
備
が

長
期
滞
在
に
は
そ
れ
ほ
ど
向
い
て
な
か
っ
た
。
入
学

式
に
来
た
両
親
と
泊
ま
っ
て
、
宿
の
オ
ー
ナ
ー
と
仲

良
く
な
っ
た
と
い
う
ヴ
ァ
ー
ヘ
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
の
学

生
（
カ
ナ
ダ
か
ら
の
留
学
生
）
が
掃
除
の
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
て
い
た
。人
的
な
サ
ー
ビ
ス
も
、物
理
的
な
サ
ー

ビ
ス
も
、
特
に
不
満
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
感
動
も

な
い
も
の
だ
っ
た
。
別
料
金
を
払
う
と
、
洗
濯
を
し

て
く
れ
る
が
、
乾
燥
機
か
ら
出
し
た
ま
ま
渡
さ
れ
た
。

Booking.com
 

に
登
録
し
て
か
ら
、
様
々
な
国
か
ら

予
約
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

も
う
一
軒
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
、
長
年
ヴ
ァ
ー
ヘ

ニ
ン
ゲ
ン
大
学
へ
研
究
に
来
る
研
究
者
を
主
に
受
け

入
れ
て
来
た
こ
と
で
、
予
約
サ
イ
ト
等
に
は
一
切
登

録
せ
ず
、
登
録
費
無
料
のBedandBreakfast.com

 

に
の
み
掲
載
し
て
い
た
。
最
初
に
ゲ
ス
ト
を
受
け
入

れ
た
こ
と
も
、
知
り
合
い
の
大
学
関
係
者
か
ら
依
頼

さ
れ
、
空
き
部
屋
に
大
学
の
訪
問
研
究
者
を
泊
め
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
10
年
以
上
も
そ
の
口
コ
ミ
の

み
で
常
に
予
約
は
順
番
待
ち
が
続
い
た
と
い
う
。

オ
ー
ナ
ー
夫
婦
は
海
外
経
験
が
豊
富
で
、
自
分
た

ち
が
海
外
で
長
期
の
滞
在
を
し
な
が
ら
感
じ
た
こ
と

を
取
り
入
れ
て
、
部
屋
の
設
備
や
サ
ー
ビ
ス
を
工
夫

し
た
そ
う
で
あ
る
。
男
性
オ
ー
ナ
ー
は
次
の
3
点　

①
広
め
の
部
屋　

②
大
き
め
の
勉
強
机　

③
客
同
士

が
交
流
で
き
る
大
き
い
キ
ッ
チ
ン
が
重
要
で
あ
る
と

話
し
た
。
研
究
者
の
客
が
多
い
た
め
、
大
き
め
の

勉
強
机
は
、
確
か
に
使
い
や
す
く
便
利
だ
と
感
じ
た
。

ま
た
、
オ
ー
ナ
ー
が
使
用
す
る
キ
ッ
チ
ン
よ
り
も
広

く
て
、
使
い
や
す
く
整
理
さ
れ
た
キ
ッ
チ
ン
と
テ
ー

ブ
ル
が
あ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
特
別
に
提
供
し

て
い
た
の
は
、
女
性
オ
ー
ナ
ー
の
強
い
意
思
に
よ
る

も
の
で
、
別
料
金
な
し
に
毎
日
洗
濯
を
し
て
く
れ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
長
期
の
海
外
旅
行
や
ホ
テ
ル
滞
在

で
一
番
困
る
の
は
、実
は
洗
濯
で
あ
る
。ラ
ン
ド
リ
ー

サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
ホ
テ
ル
で
は
、
1
点
ご
と
に
高
い

料
金
を
支
払
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ジ
ネ
ス
ホ

テ
ル
の
場
合
で
も
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
も
ラ
ン
ド

リ
ー
サ
ー
ビ
ス
も
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

自
身
の
海
外
経
験
か
ら
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
を

確
信
し
た
そ
う
で
、
ゲ
ス
ト
が
快
適
に
滞
在
し
、
研

究
に
集
中
で
き
る
環
境
を
提
供
し
た
い
思
い
で
続
け

て
い
た
。
し
か
し
、
単
純
な
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
で
は
な

い
。
各
部
屋
に
あ
る
ラ
ン
ド
リ
ー
バ
ッ
ク
に
洗
濯
物

を
入
れ
て
お
く
と
、
平
日
は
毎
日
夕
方
帰
宅
し
た
ら
、

ア
イ
ロ
ン
ま
で
か
け
ら
れ
、
綺
麗
に
た
た
ま
れ
た
洗

濯
物
が
廊
下
に
あ
る
カ
ゴ
に
置
い
て
あ
っ
た
。
初
め

て
戻
っ
て
来
た
洗
濯
物
を
受
け
取
っ
た
時
は
、
申
し

訳
な
い
気
持
ち
に
な
る
ほ
ど
感
動
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
や
は
り
自
分
が
必
要
な
時
に
自

分
で
洗
濯
し
た
く
な
る
。
し
か
し
、
倹
約
習
慣
が
身

に
つ
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
洗
濯
機
の
使
い
方
も
節

約
型
な
の
で
、
外
部
の
人
に
洗
濯
機
を
使
わ
せ
て
は

く
れ
な
か
っ
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
最
小
限
に
す

る
生
活
習
慣
は
も
ち
ろ
ん
、
家
作
り
も
自
然
を
利
用

す
る
工
夫
を
し
て
い
た
（
写
真
1
・
2
）。

ユ
ニ
ー
ク
な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
運
営
コ
ン
セ
プ
ト

は
、
オ
ー
ナ
ー
の
旅
行
経
験
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が

多
く
、
こ
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
小
規
模
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
施
設
の
研
究
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ

た
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
研
究
の
事
例
と
し
て
調
査
対

象
に
考
え
て
い
た
が
、
オ
ー
ナ
ー
夫
婦
が
65
歳
に

な
っ
た
数
年
か
ら
引
退
を
希
望
し
て
い
た
そ
う
で
、

今
年
の
春
、
家
を
売
っ
て
宿
を
閉
め
た
。
そ
れ
で
も
、

宿
が
な
く
な
る
前
に
お
二
人
に
出
会
え
た
こ
と
を
感

謝
す
る
。

1 枝を曲げながら育て、日差し避けに木を活用したゲストハウス（写真1）  2 秋になったら葉っぱが落ち、日差し
がよく入る（写真2）

1
2

1 Lyubomirsky, Sheldon, ＆ Schkade （2005） , Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable 
Change, Review of General Psychology, 9 （2）, 111-131.
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士課程修了、2012年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課

程修了、博士（農学）。2013年より現職。専門は造園学。主な著書・

論文に『借景の展開と構成：日本・中国造園における比較研究』東京

大学博士論文、『借景的意義』中国風景園林学会誌、『日本における

借景庭園の空間構成に関する研究』日本建築学会誌など。

松村公明 （まつむら・こうめい）
観光学部教授

1986年慶應義塾大学文学部史学科卒業、1993年筑波大学大学院

地球科学研究科単位取得満期退学、秋田大学教育文化学部助教授

を経て、2006年から現職。専門は地理学。主な著書・論文に『改革

開放後の中国僑郷―在日老華僑・新華僑の出身地の変容』、『日本

の地誌4 東北』、『EU統合下におけるフランスの地方中心都市―

リヨン・リール・トゥールズ』、「旧サイゴン囲郭地区における行政機能

の変遷と都市景観の特色」立教大学観光学部紀要（以上共著）など。

豊田三佳 （とよた・みか）
観光学部教授

1990年上智大学社会学科卒業、1993年英国ハル大学東南アジア研

究学科修士課程修了、2000年同大学博士学位取得。ハル大学、シ

ンガポール国立大学アジア研究所研究員、同大学人文・社会科学学

部社会学科助教授を経て、2012年より現職。専門は開発社会学。主

な論文に‘Contested Chinese identities among ethnic minorities in 

the China,Burma and Thai Borderlands’, Ethnic and Racial Studies、
‘The emerging Transitional“retirement industry”in Southeast Asia’ 

International Journal of Sociology and Social Policyなど。

韓志昊 （Han・Jiho）

観光学部教授

1994年韓国外国語大学校卒業、1999年立教大学観光学研究科

博士前期課程終了、2005年Virginia Polytechnic Institute ＆ State 

University（U.S.A.）博士課程終了、Ph.D.（Hospitality and Tourism 

Management）。立教大学観光学部助手、立命館アジア太平洋大学

助教・准教授、立教大学観光学部准教授を経て、2017年4月から現

職。専門はホスピタリティ経営。主な論文に、『エベレスト・トレイルの

トレッカーの特徴と現状』、‘Who Are the Tourists Motivated by the 

Korean Drama "IRIS"？’（共著）、‘Identifying Leisure Travel Market 

Segments Based on Preference for Novelty’（共著）など。
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