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﹁
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大
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﹂
を
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に
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の

所

在

二
〇
〇
五
年
に
﹁
文
化
的
景
観
﹂︵
以
下
︑
括
弧
を
省
略
︶
が
文
化
財
の

一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
文
化
的
景
観
︑
す
な
わ

ち
cultural
landscape
は
従
来
︑
人
文
地
理
学
に
お
い
て
文
化
景
観
と
訳

さ
れ
︑
そ
の
学
問
的
基
礎
を
な
す
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た①
︒
自
然
景

観
と
対
置
さ
れ
る
文
化
景
観
は
︑
人
間
の
営
力
が
加
え
ら
れ
て
成
立
し
た
景

観
で
あ
り
︑
好
ま
し
く
な
い
も
の
や
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
も
の
な
ど
も
含

む②
︒
一
方
︑
文
化
財
保
護
法
に
お
い
て
文
化
的
景
観
は
﹁
地
域
に
お
け
る

人
々
の
生
活
又
は
生
業
及
び
当
該
地
域
の
風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
地

で
我
が
国
民
の
生
活
又
は
生
業
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
﹂
と
規
定
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
が
重
要
文
化
的
景
観
と
し

て
選
定
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
文
化
的
景
観
は
︑
文
化
景
観
の
中
で
も
文

化
財
と
し
て
の
価
値
を
公
的
に
認
め
ら
れ
た
特
別
な
景
観
だ
と
い
え
る
︒

文
化
的
景
観
制
度
の
発
足
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
︑
人
文
地
理
学
に
お
い

て
も
事
例
研
究
が
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る③
︒
こ
れ
ら
の
関
心
は
主
に
︑
文

化
的
景
観
の
形
成
・
維
持
と
生
活
や
生
業
と
の
結
び
つ
き
︑
あ
る
い
は
そ
の

保
全
・
活
用
を
め
ぐ
る
課
題
と
い
っ
た
点
に
向
け
ら
れ
︑
文
化
的
景
観
と
し

て
の
価
値
づ
け
が
ど
の
よ
う
な
価
値
観
や
枠
組
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き

か
を
問
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
文
化
的
景
観
も
︑
文
化
的
景
観

に
選
定
さ
れ
て
い
な
い
あ
り
ふ
れ
た
文
化
景
観
も
︑
生
活
や
生
業
と
結
び
つ

い
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
点
に
違
い
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
文
化
的
景
観
の

価
値
は
︑
単
に
生
活
や
生
業
と
の
結
び
つ
き
の
み
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は

な
く
︑
そ
れ
を
国
の
文
化
財
と
し
て
相
応
し
い
と
み
な
す
何
ら
か
の
価
値
観

と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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右
の
点
の
一
端
は
︑
文
化
庁
が
実
施
し
た
﹁
農
林
水
産
業
に
関
連
す
る
文

化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る
調
査
研
究
﹂
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
日
本
の

文
化
的
景
観
に
関
す
る
課
題
の
検
討
と
︑
そ
の
保
護
に
向
け
た
方
向
性
の
提

示
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
の
調
査
で
は
︑
一
八
〇
件
の
重
要
地
域
が

文
化
財
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
た
が
︑
そ
の
一
割
に
あ
た
る
一
八
件
が
史
跡

の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
う
る
文
化
的
景
観
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た④
︒
つ
ま

り
︑
文
化
的
景
観
が
制
度
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
範
疇
の
一
部
と
し
て
︑

史
跡
の
景
観
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
特
に
︑
一
八
件
の
う
ち
荘

園
関
連
遺
跡
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
三
件
は⑤
︑
二
〇
一
七
年
五
月
現
在
︑
い
ず

れ
も
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
残
り
の
一
五
件
は
選

定
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
︑
実
際
に
重
要
文
化
的
景
観
と

し
て
保
全
が
図
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
︑
史
跡
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
た

荘
園
の
文
化
的
景
観
に
焦
点
を
当
て
る
︒

荘
園
景
観
保
全
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
︑
一
九
七
八
年
の
地
方
史
研
究
全

国
大
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
﹁
圃
場
整
備
事
業
に
対
す
る
宣
言
﹂
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
以
降
︑
一
九
八
一
年
に
大
分
県
豊
後
高
田
市
で
開
始
さ
れ
た
﹁
国

東
半
島
荘
園
村
落
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
﹂
を
皮
切
り
に
︑
各
地
で
荘
園
調
査

が
進
展
す
る
︒
豊
後
高
田
市
で
は
そ
の
後
︑
二
〇
一
〇
年
に
﹁
田
染
荘
小
崎

の
農
村
景
観
﹂
が
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
二
〇
〇

六
年
に
岩
手
県
一
関
市
の
﹁
一
関
本
寺
の
農
村
景
観
﹂
が
重
要
文
化
的
景
観

に
選
定
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
に
は
歴
史
地
理
学
を
中
心
と
し
た
荘
園
調
査
の
寄

与
が
大
き
か
っ
た⑥
︒
こ
の
よ
う
に
︑
荘
園
景
観
の
文
化
的
景
観
へ
の
選
定
に

は
︑
歴
史
学
や
歴
史
地
理
学
を
中
心
と
し
た
荘
園
調
査
が
大
き
く
影
響
し
て

い
た⑦
︒
文
化
的
景
観
の
評
価
は
︑
景
観
の
形
成
と
い
う
点
で
歴
史
的
な
観
点

が
必
然
的
に
関
わ
っ
て
く
る
が
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
に
関
し
て
は
︑

特
に
歴
史
的
な
価
値
づ
け
が
強
く
関
わ
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
︒

こ
れ
に
関
連
し
て
人
文
地
理
学
で
は
︑﹁
遺
産
﹂
の
場
所
や
景
観
に
対
す

る
価
値
づ
け
が
し
ば
し
ば
特
定
の
歴
史
の
選
択
と
排
除
を
伴
う
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
き
た⑧
︒
こ
の
指
摘
を
顧
み
れ
ば
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
で
は
︑

絵
図
に
描
か
れ
た
景
観
が
焦
点
と
な
り
︑﹁
日
本
農
村
の
原
風
景
﹂
を
理
解

で
き
る
と
し
て
歴
史
的
な
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
一
方⑨
︑
あ
た
か
も
中
世
以

来
景
観
が
不
変
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
た
り
︑
水
田
以
外
の
景
観

を
軽
視
し
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
と
批
判
す
る
向
き
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く⑩
︒

こ
の
よ
う
に
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
に
は
︑
現
在
の
景
観
よ
り
も
︑
荘

園
が
存
在
し
た
特
定
の
過
去
を
重
視
す
る
よ
う
な
歴
史
的
な
価
値
づ
け
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
れ
と
同
時
に
︑
こ
う
し
た
景
観
を
め
ぐ
っ
て
は
文
化
的
景
観
と
し
て
の

評
価
だ
け
で
な
く
︑
住
民
に
よ
る
認
識
な
ど
複
数
の
価
値
づ
け
の
存
在
が
想

定
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
人
文
地
理
学
で
は
﹁
遺
産
﹂
に
対
す
る
価
値

づ
け
が
︑
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
に
注
目
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
Ｂ
・
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グ
レ
ア
ム
ら
に
よ
る
と
︑﹁
遺
産
﹂
は
そ
の
位
置
す
る
場
所
に
お
い
て
様
々

な
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
で
機
能
し
う
る
と
い
う⑪
︒
ま
た
︑﹁
遺
産
﹂
の
景
観
に

は
複
数
の
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
に
基
づ
く
過
去
が
重
層
し
︑
過
去
認
識
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
論
争
や
言
説
︑
思
想
が
展
開
し
う
る
と
い
う
指
摘

も
あ
る⑫
︒
そ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
に
対
す
る
価

値
づ
け
は
︑
歴
史
の
表
象
を
め
ぐ
る
議
論
だ
け
で
な
く
︑
空
間
的
な
問
題
と

も
関
わ
り
う
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

と
り
わ
け
︑
他
の
文
化
財
の
保
護
が
行
政
や
所
有
者
の
み
に
強
く
依
存
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
文
化
的
景
観
の
場
合
は
地
域
住
民
が
そ
の
形

成
・
維
持
に
関
わ
っ
て
き
た
ば
か
り
か
︑
そ
の
保
全
に
も
携
わ
る
こ
と
と
な

り⑬
︑
地
域
の
側
の
理
解
や
認
識
が
関
わ
る
面
が
大
き
い⑭
︒
さ
ら
に
︑
文
化
的

景
観
は
地
域
の
伝
統
的
な
生
活
や
文
化
と
一
体
化
し
た
不
可
欠
の
要
素
で
あ

り
︑﹁
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
当
然
の
も
の
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
る⑮
︒
ま
た
︑

こ
う
し
た
住
民
に
よ
っ
て
当
然
視
さ
れ
て
い
る
景
観
を
文
化
的
景
観
と
し
て

価
値
づ
け
る
作
業
は
︑﹁
た
だ
な
ら
ぬ
普
通
の
再
発
見
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る⑯
︒

こ
の
よ
う
に
︑
景
観
を
﹁
当
然
﹂
あ
る
い
は
﹁
普
通
﹂
の
も
の
と
し
て
捉
え

る
住
民
側
の
認
識
と
︑﹁
た
だ
な
ら
ぬ
﹂
も
の
と
し
て
評
価
す
る
文
化
的
景

観
と
し
て
の
価
値
づ
け
は
︑
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
神
吉
紀
世
子
の
次
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑﹁
文
化
的
景
観
を
選
定
す
る
と
き
に
は
︑
世
界
・
国
レ
ベ
ル
の
貴
重
さ

に
相
当
す
る
突
出
し
た
価
値
に
フ
ォ
ー
カ
ス
﹂
が
当
て
ら
れ
る
が
︑﹁
地
域

づ
く
り
の
立
場
﹂
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
種
々
の
ロ
ー
カ
ル
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
成

立
し
て
い
る
景
観
の
全
体
像
の
保
全
活
動
が
必
要
﹂
な
の
だ
と
い
う⑰
︒
つ
ま

り
︑
文
化
的
景
観
の
保
全
に
際
し
て
は
︑
文
化
財
と
し
て
の
大
き
な
価
値
づ

け
と
︑
現
地
と
い
う
空
間
に
暮
ら
す
住
民
側
の
認
識
︑
そ
の
両
者
に
目
を
向

け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
︒

以
上
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
の
価
値
づ

け
に
は
︑
歴
史
的
な
視
点
と
空
間
的
な
問
題
が
関
わ
っ
て
お
り
︑
そ
の
両
面

か
ら
捉
え
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
荘
園
景
観
の
保
全
に
着
目
し
た
人
文

地
理
学
的
研
究
は
多
く
な
く
︑
こ
う
し
た
問
題
が
十
分
に
は
考
慮
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
荘
園
景
観
と
い
う
歴
史
的
な
価
値
づ
け
と
︑

そ
れ
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
住
民
側
の
認
識
の
あ
り
方
︑
そ
し
て
こ
の

両
者
の
関
係
性
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
の
保
全
・

活
用
に
内
在
す
る
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

第
二
節

研
究
対
象
地
域
の
概
要

研
究
対
象
地
域
と
し
て
︑
重
要
文
化
的
景
観
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景

観
﹂
に
選
定
さ
れ
た
大
阪
府
泉
佐
野
市
大
木
地
区
を
設
定
し
た
︵
図
⑱
︶︒

当
地
区
は
従
来
︑
中
世
荘
園
日
根
荘
の
故
地
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
︑
文
化
的
景
観
の
歴
史
的
な
価
値
づ
け
に
も
︑
そ
う
し
た
視
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斜線部は文化的景観の「重要な構成要素」（．石積みを伴

う農地 �．東ノ池周辺の農地 �．長福寺跡及びタマネギ

小屋 �〜�．石積み �．蓮華寺 10．西光寺 11．禅徳

寺 12．円満寺 13・14．犬鳴山七宝滝寺及び参道の林 15．

茅葺き民家 16．大木町内会館 17〜19．墓地）。☆は史跡指

定地。★はコスモス園。

図 大木地区の概要
重要な構成要素には凡例で示したもののほかに樫井川などの

河川，府道などの道路や参道，橋梁が含まれる。章注18参

照。泉佐野市教育総務課資料，パンフレット『日根荘大木の

農村景観』により作成。
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定地。★はコスモス園。

図 大木地区の概要
重要な構成要素には凡例で示したもののほかに樫井川などの

河川，府道などの道路や参道，橋梁が含まれる。章注18参

照。泉佐野市教育総務課資料，パンフレット『日根荘大木の

農村景観』により作成。

点
の
影
響
が
小
さ
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
︒

山
間
農
村
で
あ
る
当
地
区
は
︑
中
世
に
は
現
在
の
土
丸
地
区
と
共
に
入
山

田
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
近
世
に
な
る
と
大
木
村
と
土
丸
村
に
分
か
れ
る
︒

そ
の
後
︑
一
八
八
九
年
に
再
び
大
土
村
と
し
て
合
併
し
︑
さ
ら
に
一
九
五
四

年
に
周
辺
四
村
と
共
に
旧
泉
佐
野
市
に
併
合
さ
れ
た⑲
︒
現
在
は
下
大
木
・
中

大
木
・
上
大
木
の
三
つ
の
町
内
会
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

二
〇
一
五
年
の
世
帯
数
は
一
九
二
戸
︑
人
口
は
七
七
二
人
︑
六
五
歳
以
上

人
口
割
合
は
三
三
・
九
％
︵
図
�
︶
で
︑
そ
の
う
ち
一
般
世
帯
数
は
一
八
九

戸
︑
一
般
世
帯
人
口
は
五
五
五
人
で
あ
る⑳
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
五
年
の
農
家
数

は
八
六
戸
で
︑
同
年
の
一
般
世
帯
数
二
一
七
戸
の
お
よ
そ
四
割
に
あ
た
る
︒

経
営
耕
地
面
積
は
約
二
五
ha
で
︑
一
戸
あ
た
り
約
〇
・
三
ha
と
小
さ
く
︑
ほ

と
ん
ど
が
第
二
種
兼
業
農
家
か
自
給
的
農
家
で
あ
る㉑
︒

本
稿
の
分
析
は
主
に
泉
佐
野
市
の
発
行
す
る
公
的
な
文
書
や
︑
一
般
住
民

を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
︑
町
内
会
役
員
や
行
政
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
か
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図� 大木地区における人口及び65歳以上人口割合 ら
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
︒
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
二
〇

一
五
年
九
月
か
ら
一
一
月
︑
及
び
二
〇
一
六
年
四
月
に
実
施
し
た
︒

以
下
︑
二
章
で
荘
園
景
観
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
歴
史
に
対
す
る
文
化
財

と
し
て
の
価
値
づ
け
と
住
民
側
の
認
識
を
検
討
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
︑
三
章

で
景
観
を
め
ぐ
る
行
政
と
住
民
双
方
の
取
り
組
み
︑
及
び
文
化
的
景
観
に
対

す
る
住
民
意
識
の
分
析
を
行
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
を
基
に
荘
園
関
連
の
文

化
的
景
観
の
保
全
・
活
用
に
向
け
た
課
題
を
考
察
し
︑
四
章
で
本
稿
の
ま
と

め
を
提
示
す
る
︒

①

上
杉
和
央
﹁
文
化
的
景
観
と
歴
史
研
究
﹂︵
櫛
木
謙
周
編
﹃
南
山
城
地
域
に
お

け
る
文
化
的
景
観
の
形
成
過
程
と
保
全
に
関
す
る
研
究
﹄︵
平
成
一
八
年
度
京
都

府
立
大
学
地
域
貢
献
型
特
別
研
究
成
果
報
告
書
︶︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
一
二
～
一
三

頁
︒

②

金
田
章
裕
﹁
日
本
に
お
け
る
文
化
的
景
観
の
意
義
﹂
人
文
地
理
五
九
-
五
︑
二

〇
〇
七
年
︑
四
四
七
頁
︒

③

以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
今
里
悟
之
﹁
平
戸
島
村
落
の
文
化
的
景
観
に
お
け
る
世

界
遺
産
化
へ
の
可
能
性
﹂
地
理
学
報
三
七
︑
二
〇
一
三
年
︑
七
七
～
九
三
頁
︒
関

戸
明
子
﹁﹁
文
化
的
景
観
﹂
の
形
成
と
保
全
・
活
用
を
め
ぐ
る
課
題

北
海
道

美
瑛
町
を
事
例
に

﹂
歴
史
地
理
学
四
九
-
一
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
四
～
三
七

頁
︒
鎧
塚
典
子
・
山
本
祐
大
・
島
英
浩
・
形
田
夏
実
・
吉
田
国
光
﹁
熊
本
県
天
草

市
崎
津
に
お
け
る
漁
村
景
観
維
持
の
背
景

保
全
活
動
と
生
業
変
化
に
着
目
し

て

﹂
地
理
科
学
七
〇
-
一
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
～
二
一
頁
︒

④

文
化
財
部
記
念
物
課
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
二
〇
〇
三
年
度
に
か
け
て
実

施
さ
れ
た
︒
文
化
庁
文
化
財
部
記
念
物
課
﹃
日
本
の
文
化
的
景
観

農
林
水
産

業
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

﹄
同
成
社
︑

二
〇
〇
五
年
︑
例
言
︑
一
六
～
一
七
︑
二
七
～
三
三
頁
︒

⑤

史
跡
﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂︑
史
跡
﹁
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
﹂︵
当
時
は
未
指
定
︶︑
田

染
荘
遺
跡
の
三
件
︒

⑥

ａ
海
老
澤
衷
﹁
荘
園
景
観
の
保
存
と
活
用
﹂
日
本
歴
史
七
五
二
︑
二
〇
一
一
年
︑

六
三
～
六
七
頁
︒
ｂ
高
木
徳
郎
﹁
文
化
的
景
観
と
世
界
遺
産
﹂︵
海
老
澤
衷
・
服

部
英
雄
・
飯
沼
賢
司
編
﹃
重
要
文
化
的
景
観
へ
の
道

エ
コ
・
サ
イ
ト
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
田
染
荘

﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
一
二
六
～
一
二
八
頁
︒﹁
一

関
本
寺
の
農
村
景
観
﹂
に
つ
い
て
は
︑
調
査
・
選
定
過
程
に
携
わ
っ
た
吉
田
敏
弘

荘園景観の文化財化をめぐる価値づけと地域住民（桑林）
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の
著
書
が
詳
し
い
︒
ｃ
吉
田
敏
弘
﹃
絵
図
と
景
観
が
語
る
骨
寺
村
の
歴
史

中

世
の
風
景
が
残
る
村
と
そ
の
魅
力

﹄
本
の
森
︑
二
〇
〇
八
年
︒

⑦

荘
園
景
観
保
全
に
対
し
て
は
考
古
学
や
民
俗
学
の
貢
献
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

前
掲
⑥
ａ
︑
六
四
頁
︒

⑧

ａ
上
杉
和
央
﹁
過
去
の
世
界
を
め
ぐ
る
認
識
・
知
識
・
想
像
力
﹂︵
竹
中
克

行
・
大
城
直
樹
・
梶
田
真
・
山
村
亜
希
編
﹃
人
文
地
理
学
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
︶︑
二
一
一
～
二
一
二
頁
︒
ｂ
米
家
泰
作
﹁
歴
史
と
場
所

過
去

認
識
の
歴
史
地
理
学

﹂
史
林
八
八
-
一
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
二
六
～
一
五
八

頁
︒
事
例
研
究
と
し
て
次
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ｃ
大
平
晃
久
﹁
長
崎
出
島
に
お
け
る

復
元
整
備
の
経
緯
と
問
題
点
﹂
歴
史
地
理
学
五
六
-
一
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
一
～

三
一
頁
︒

⑨

入
間
田
宣
夫
﹁
荘
園
遺
跡
の
文
化
的
景
観

骨
寺
か
ら
田
染
へ

﹂︵
海

老
澤
衷
・
服
部
英
雄
・
飯
沼
賢
司
編
﹃
重
要
文
化
的
景
観
へ
の
道

エ
コ
・
サ

イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
田
染
荘

﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
二
〇
～
二
二

頁
︒

⑩

前
掲
⑥
ｂ
︑
一
二
八
～
一
二
九
頁
︒

⑪

B
.G
raham
,G
.J.A
shw
orth
and
J.E
.T
unbridge
eds.,A
G
eograph
y

of
H
eritage:
P
ow
er,
C
u
ltu
re
an
d
E
con
om
y,
A
rnold,2000,
p.4.次
の
事

例
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
福
田
珠
己
﹁
赤
瓦
は
何
を
語
る
か

沖
縄
県
八
重
山

諸
島
竹
富
島
に
お
け
る
町
並
み
保
存
運
動

﹂
地
理
学
評
論
六
九
Ａ
-
九
︑
一

九
九
六
年
︑
七
二
七
～
七
四
三
頁
︒
J.
M
.
Jacobs,
N
egotiating
the
heart:

h
eritag
e,
d
ev
elop
m
en
t
an
d
id
en
tity
in
p
ostim
p
erial
L
on
d
on,

E
n
viron
m
en
t
an
d
P
lan
n
in
g
D
:
S
ociety
an
d
S
pace,
12,
1994,
pp.

751-772.

⑫

前
掲
⑧
ｂ
︑
一
三
八
～
一
三
九
頁
︒
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
た
研
究
と
し
て
︑

次
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
山
本
理
佳
﹃﹁
近
代
化
遺
産
﹂
に
み
る
国
家
と
地
域
の
関
係

性
﹄
古
今
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︒

⑬

前
掲
①
︑
一
二
頁
︒

⑭

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
た
研
究
と
し
て
︑
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
野
本

昴
・
姫
野
由
香
・
牛
苗
・
野
村
優
太
・
木
原
郁
乃
・
大
堂
麻
里
香
﹁
住
民
意
識
に

基
づ
く
湯
け
む
り
景
観
周
知
の
方
向
性
︵
そ
の
二
︶

重
要
文
化
的
景
観
の
保

全
活
用
に
関
す
る
研
究

﹂
日
本
建
築
学
会
九
州
支
部
研
究
報
告
五
四
︑
二
〇

一
五
年
︑
三
八
五
～
三
八
八
頁
︒
野
本
昴
・
姫
野
由
香
・
松
本
彩
花
・
牛
苗
・
佐

藤
誠
治
﹁
住
民
評
価
に
よ
る
湯
け
む
り
景
観
の
保
全
に
関
す
る
課
題
の
導
出
︵
そ

の
一
︶

重
要
文
化
的
景
観
の
保
全
活
用
に
関
す
る
研
究

﹂
日
本
建
築
学

会
九
州
支
部
研
究
報
告
五
三
︑
二
〇
一
四
年
︑
四
六
五
～
四
六
八
頁
︒

⑮

金
田
章
裕
﹃
文
化
的
景
観

生
活
と
な
り
わ
い
の
物
語

﹄
日
本
経
済
新

聞
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
三
一
～
三
二
頁
︒

⑯

神
吉
紀
世
子
﹁
地
域
づ
く
り
の
視
点
か
ら
み
た
文
化
的
景
観
の
保
全
﹂
建
築
雑

誌
一
二
五

一
六
〇
八
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
一
頁
︒

⑰

前
掲
⑯
︑
二
一
頁
︒

⑱

図

の
重
要
な
構
成
要
素
と
は
︑
選
定
申
出
の
際
に
必
要
と
な
る
要
素
で
あ
り
︑

現
状
変
更
等
に
際
し
文
化
庁
長
官
へ
の
届
出
が
求
め
ら
れ
る
一
方
︑
復
旧
修
理
等

に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
や
︑
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
が
受
け
ら
れ
る
︒
指
定

に
は
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
︑
当
地
区
で
は
道
路
や
河
川
︑
墓
地
︑
寺
社

な
ど
の
ほ
か
︑
個
人
宅
や
一
部
農
地
な
ど
六
一
の
要
素
が
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
文

化
的
景
観
保
護
推
進
事
業
国
庫
補
助
要
項
︵
http://w
w
w
.bunka.go.jp/seisak

u
/b
u
n
k
azai/joseish
ien
/h
ojo/p
d
f/k
eik
an_h
og
o.p
d
f
二
〇
一
七
年
五
月
九

日
閲
覧
︶︑
泉
佐
野
市
教
育
総
務
課
資
料
に
よ
る
︒

⑲

泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
﹃
日
根
荘
地
域
の
文
化
的
景
観
調
査
報
告
書

大

木
・
土
丸
地
区

﹄︑
二
〇
〇
八
年
︑
八
頁
︒

⑳

六
五
歳
以
上
人
口
に
は
施
設
入
居
者
も
含
ま
れ
︑
二
〇
一
五
年
現
在
︑
三
軒
の

障
害
者
支
援
施
設
に
二
一
七
人
が
入
居
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
軒
が
一
九
九

八
年
に
上
大
木
に
開
設
さ
れ
︑
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
上
大
木
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の
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
施
設
入
居
者
に
よ
っ
て

そ
の
割
合
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
般
世
帯
に

お
け
る
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
は
も
う
少
し
高
い
値
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

㉑

泉
佐
野
市
農
林
水
産
課
資
料
に
よ
る
と
︑
二
〇
〇
五
年
の
農
家
数
の
内
訳
は
︑

自
給
的
農
家
四
八
戸
︑
第
二
種
兼
業
農
家
三
六
戸
︑
第
一
種
兼
業
農
家
一
戸
︑
専

業
農
家
一
戸
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
傾
向
は
二
〇
一
〇
年
の
産
業
大
分
類
に

お
い
て
︑
一
五
歳
以
上
就
業
者
三
一
四
人
の
う
ち
農
業
就
業
者
が
二
〇
人
に
過
ぎ

な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
︒

第
二
章

文
化
的
景
観
へ
の
選
定
と
価
値
づ
け

第
一
節

日
根
荘
と
史
跡
﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂

日
根
荘
は
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
存
在
し
た
九
条
家
の
荘
園

で
あ
る
︒
一
二
三
四
年
の
立
荘
当
時
︑
荘
域
は
現
在
の
泉
佐
野
市
域
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
広
大
な
範
囲
に
及
ん
で
い
た
︒
し
か
し
九
条
家
の
影
響
力
は
次
第

に
低
下
し
︑
室
町
中
期
に
は
支
配
可
能
な
領
域
は
現
在
の
日
根
野
地
区
に
あ

た
る
日
根
野
村
の
一
部
と
大
木
・
土
丸
地
区
に
あ
た
る
入
山
田
村
だ
け
と
な

る
︒
一
五
〇
一
年
か
ら
一
五
〇
四
年
に
か
け
て
は
九
条
政
基
が
現
地
に
下
向

し
︑
直
接
支
配
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
︑
天
文
年
間
︵
一
五
三
二
～

一
五
五
五
年
︶
に
九
条
家
に
よ
る
日
根
荘
支
配
は
幕
を
閉
じ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る①
︒

日
根
荘
に
関
し
て
は
そ
の
開
発
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
二

枚
の
荘
園
絵
図
や
︑
九
条
政
基
が
在
荘
中
に
綴
っ
た
日
記
﹃
政
基
公
旅
引

付
﹄
を
は
じ
め
︑
中
世
荘
園
の
様
相
を
描
い
た
全
国
的
に
も
貴
重
な
資
料
が

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
こ
れ
ら
に
登
場
す
る
寺
社
や
た
め
池
︑

水
路
な
ど
が
現
在
も
良
好
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑
こ
う
し
た
資

料
を
基
に
し
た
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た②
︒

近
年
で
は
日
根
荘
に
関
す
る
行
政
主
体
の
調
査
も
多
数
行
わ
れ
て
お
り
︑

そ
の
契
機
と
し
て
は
大
阪
府
教
育
委
員
会
の
指
導
の
下
︑
一
九
八
九
年
度
か

ら
三
年
間
実
施
さ
れ
た
﹁
日
根
荘
総
合
調
査
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

日
根
野
・
大
木
・
土
丸
地
区
を
対
象
に
︑
地
理
・
地
質
︑
歴
史
・
文
献
︑
民

俗
︑
民
家
・
建
造
物
と
い
っ
た
多
角
的
な
視
点
か
ら
分
析
が
な
さ
れ
︑
成
果

の
発
表
を
兼
ね
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
一
九
九
一
年
に
開
催
さ
れ
る
な
ど
︑
日

根
荘
の
重
要
度
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た③
︒
こ
う
し
た

結
果
︑
一
九
九
八
年
に
日
根
荘
に
関
す
る
遺
跡
は
全
国
初
の
国
史
跡
の
荘
園

遺
跡
﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る④
︒

指
定
に
つ
い
て
の
文
化
財
保
護
審
議
会
に
よ
る
一
九
九
四
年
の
答
申
の
概

要
は
︑﹁
日
根
荘
は
九
条
家
領
の
荘
園
で
︑
鎌
倉
時
代
の
絵
図
︑
室
町
時
代

の
前
関
白
九
条
政
基
の
日
記
⁝
や
九
条
家
に
伝
わ
る
古
文
書
群
に
よ
っ
て
︑

荘
園
の
様
相
が
具
体
的
に
わ
か
る
こ
と
で
教
科
書
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
重

要
な
荘
園
で
あ
る
︒
荘
園
地
域
内
の
代
表
的
な
中
世
遺
跡
を
指
定
す
る
﹂
と

い
う
も
の
で
あ
る⑤
︒
ま
た
︑
同
年
に
発
行
さ
れ
た
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
監
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修
の
﹃
月
刊
文
化
財
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
日
根
荘
は
史
料
や
研
究
史
が
豊
富

に
あ
り
︑
か
つ
研
究
成
果
も
一
般
書
や
教
科
書
に
よ
っ
て
多
数
紹
介
さ
れ
て

お
り
︑
荘
園
の
な
か
で
も
最
も
著
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
︒
⁝
荘
園
に
お

け
る
支
配
の
あ
り
方
や
荘
民
の
生
活
︑
信
仰
の
様
相
や
耕
地
開
発
の
様
相
等

を
具
体
的
に
示
す
遺
跡
で
あ
り
︑
絵
図
や
古
文
書
等
の
読
解
と
相
俟
っ
て
中

世
を
追
体
験
で
き
る
遺
跡
で
も
あ
り
︑
ま
た
そ
の
保
存
状
況
も
良
好
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
史
跡
に
指
定
し
そ
の
保
存
を
図
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
紹
介
さ
れ
て

い
る⑥
︒
こ
の
よ
う
に
︑
史
跡
指
定
前
の
段
階
で
は
︑﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
に
対

し
て
文
化
的
景
観
に
通
じ
る
価
値
づ
け
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
史
跡
指
定
後
の
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
二
〇
〇
二
年
度
に
実
施
さ

れ
た
﹁
史
跡
日
根
荘
遺
跡
保
存
管
理
計
画
策
定
事
業
﹂
の
報
告
書
に
よ
る
と
︑

﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
の
本
質
的
な
価
値
は
︑﹁
社
寺
境
内
地
に
残
さ
れ
た
歴
史

的
な
建
造
物
﹂︑﹁
た
め
池
︑
用
水
路
等
の
地
上
遺
構
及
び
地
形
﹂︑﹁
社
寺
跡

等
の
埋
蔵
文
化
財
﹂︑﹁
そ
れ
を
取
り
巻
く
周
辺
景
観
﹂
の
四
点
で
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
︑
特
に
四
点
目
に
よ
っ
て
指
定
地
周
辺
の
景
観
に
も
価
値
が
見
出

さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
指
定
地
周
辺
の
田
園
景
観
は

﹁
荘
園
期
以
降
そ
こ
で
生
業
を
営
む
人
々
が
自
然
に
働
き
か
け
て
︑
創
り
あ

げ
て
き
た
独
特
の
景
観
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
日
根
荘

遺
跡
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
人
び
と
が
自
然
と
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
刻
ん
で

き
た
︑
歴
史
的
・
文
化
的
価
値
の
す
べ
て
を
遺
産
と
し
て
評
価
す
る
文
化
的

景
観
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て
い
る
﹂
と
い
う
点
を
﹁
国
が
積
極
的
に
評
価

し
た
こ
と
か
ら
︑
荘
園
総
体
の
遺
跡
と
し
て
全
国
で
初
め
て
指
定
さ
れ
た
﹂

の
だ
と
い
う
︒

ま
た
︑
そ
の
特
徴
と
し
て
も
︑﹁
絵
図
及
び
旅
引
付
な
ど
⁝
に
よ
り
︑
荘

園
を
め
ぐ
る
具
体
的
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
︑﹁
歴
史
資
料

に
登
場
す
る
寺
社
な
ど
の
歴
史
的
建
造
物
が
現
存
し
︑
ま
た
地
下
遺
構
と
し

て
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
﹂
こ
と
︑﹁
歴
史
資
料
に
記
さ
れ
た
寺
社
や

水
路
︑
た
め
池
な
ど
︑
現
在
も
住
民
の
信
仰
や
生
産
活
動
に
利
用
さ
れ
て
い

る
﹂
こ
と
に
加
え
︑﹁
中
世
以
来
の
地
形
や
地
割
り
︑
景
観
等
が
人
々
の
日

常
生
活
に
活
か
さ
れ
︑
伝
統
的
な
営
み
の
中
で
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
景

観
が
良
好
に
残
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
が
﹁
日

根
荘
遺
跡
の
歴
史
遺
産
と
し
て
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
︑
か
つ
従
来
の
史
跡

と
は
違
っ
た
特
徴
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る⑦
︒

こ
の
よ
う
に
︑
指
定
か
ら
数
年
を
経
て
︑﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
に
文
化
的
景

観
に
通
じ
る
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
に
は
︑﹁
史
跡
日
根

荘
遺
跡
保
存
管
理
計
画
策
定
事
業
﹂
と
同
時
期
に
実
施
さ
れ
た
﹁
農
林
水
産

業
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る
調
査
研
究
﹂
に
お
い
て
︑

﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
が
重
要
地
域
に
選
択
さ
れ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る⑧
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
に
対
し
て
は
文
化
的
景
観

制
度
の
施
行
以
前
か
ら
︑
そ
れ
に
似
た
価
値
づ
け
が
提
示
さ
れ
て
い
た
︒
そ
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の
意
味
で
︑﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
を
取
り
巻
く
景
観
は
文
化
的
景
観
に
選
定
さ

れ
う
る
素
地
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

第
二
節

文
化
的
景
観
と
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り

二
〇
〇
五
年
に
文
化
的
景
観
が
文
化
財
保
護
の
体
系
に
位
置
付
け
ら
れ
た

こ
と
を
受
け
︑
同
年
度
以
降
泉
佐
野
市
は
日
根
荘
と
そ
れ
に
関
連
す
る
地
域

の
文
化
的
景
観
の
保
全
・
活
用
に
向
け
た
﹁
日
根
荘
の
文
化
的
景
観
保
護
推

進
事
業
﹂︵
以
下
︑
保
護
推
進
事
業
と
呼
ぶ
︶
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

日
根
野
・
大
木
・
土
丸
地
区
が
対
象
地
域
に
設
定
さ
れ
た
が
︑
範
囲
が
広
く

地
形
環
境
も
多
様
な
た
め
︑
先
行
し
て
山
間
盆
地
の
大
木
・
土
丸
地
区
を
対

象
と
し
て
取
り
組
み
は
進
め
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
二
〇
〇
五
年
度
か
ら

二
〇
〇
七
年
度
に
か
け
て
﹁
日
根
荘
の
文
化
的
景
観
調
査
﹂
が
実
施
さ
れ
た

ほ
か⑨
︑
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
に
か
け
て
住
民
説
明
会
が
行
わ

れ
て
い
る⑩
︒
こ
う
し
た
結
果
︑
住
民
か
ら
の
同
意
を
得
ら
れ
た
大
木
地
区
に

つ
い
て⑪
︑
二
〇
一
三
年
に
選
定
の
申
し
出
を
行
い⑫
︑
同
年
大
阪
府
初
の
重
要

文
化
的
景
観
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
と
し
て
選
定
さ
れ
る
に
至
っ
た⑬
︒

以
下
︑﹁
日
根
荘
の
文
化
的
景
観
調
査
﹂
の
報
告
書
を
基
に
︑﹁
日
根
荘
大

木
の
農
村
景
観
﹂
の
価
値
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い⑭
︒
ま
ず
そ
の
特
性
と
し

て
︑﹁
和
泉
山
脈
の
山
間
盆
地
と
し
て
の
自
然
環
境
︵
人
と
自
然
と
の
関
わ

り
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
景
観
︶﹂︑﹁
和
泉
地
域
の
山
間
農
村
と
し
て
の
景
観

︵
伝
統
的
な
生
業
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
景
観
︶﹂︑﹁
日
常
の
暮
ら
し

に
織
り
込
ま
れ
る
日
根
荘
︵
暮
ら
し
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
歴
史
︶﹂︑﹁
土

地
利
用
の
変
遷
が
把
握
で
き
る
景
観
︵
景
観
の
遡
及
的
復
元
が
可
能
な
景

観
︶﹂︑﹁
好
ま
し
い
景
観
を
受
け
継
ぐ
地
域
の
暮
ら
し
︵
景
観
を
受
け
継
ぐ

主
体
の
伝
統
的
な
暮
ら
し
︶﹂
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
大

木
・
土
丸
地
区
の
景
観
は
︑
地
形
や
自
然
環
境
と
と
も
に
中
世
荘
園
日
根
荘

以
来
の
文
化
を
受
け
継
い
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
荘
園
遺
跡
の
文
化

的
景
観
を
形
成
し
て
﹂
お
り
︑﹁
そ
の
た
め
︑
地
域
の
良
好
な
文
化
的
景
観

を
次
の
世
代
に
受
け
継
ぐ
こ
と
が
︑
結
果
と
し
て
中
世
荘
園
へ
の
手
が
か
り

を
伝
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
﹂
と
し
︑
具
体
的
に
次
の
三
点
を
文
化
的
景
観

の
価
値
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
一
︑
和
泉
地
域
の
山
間
盆
地

の
自
然
環
境
を
活
か
し
な
が
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
農
村
景
観
︵
里
山
︵
丘

陵
部
︶・
耕
地
・
集
落
・
河
川
等
︶﹂︑﹁
二
︑
人
び
と
の
伝
統
的
な
生
業
・
生

活
等
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
き
た
農
村
景
観
﹂︑﹁
三
︑
一
及
び
二
の
中
に
溶
け

込
む
よ
う
に
︑
日
根
荘
遺
跡
が
受
継
が
れ
︑
独
特
の
荘
園
の
景
観
︵
日
根
荘

地
域
の
文
化
的
景
観
︶
を
構
成
し
て
い
る
﹂
点
で
あ
る⑮
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
の
価
値
は
︑︵
一
︶
自
然
環

境
と
結
び
つ
き
な
が
ら
︵
二
︶
住
民
の
暮
ら
し
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
点

に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑︵
三
︶
そ
の
現
在
の
景
観
が
﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
︑
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
る
点
に
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見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
当
然
︑
当
地
区
の
景
観
全
て
が
そ

の
起
源
を
日
根
荘
に
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
近
世
以
降
に
形
成
さ
れ

た
景
観
も
あ
れ
ば
︑
日
根
荘
以
前
に
誕
生
し
現
在
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
景

観
も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
様
々
な
時
代
背
景
を
持
っ
た

景
観
の
総
体
と
し
て
現
在
の
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
は
構
成
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
特
に
日
根
荘
の
時
代
が
焦
点
と
し
て
扱

わ
れ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
以
外
の
時
代
は
相
対
的
に
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
意
味
で
︑﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
に
対
す
る
歴
史
的
な
価
値
づ

け
は
︑
や
は
り
﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と
し
て
の
過
去
を
志
向
す
る
も
の
だ
と
い

え
る
︒

第
三
節

住
民
か
ら
み
た
地
域
の
景
観

当
地
区
の
景
観
に
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
﹁
荘
園
の

景
観
﹂
と
し
て
の
歴
史
的
な
価
値
づ
け
は
︑
国
史
跡
と
そ
れ
に
続
く
文
化
的

景
観
選
定
を
通
じ
て
︑
行
政
や
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
公
的
な
価
値
づ
け
の
進
行
に
対
し
て
︑
地
域
住
民
は
景
観
と

過
去
と
の
結
び
つ
き
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は

保
護
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
﹁
地
域
の
風
景
︵
景
観
︶
に
つ

い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査⑯
﹂
に
注
目
し
て
︑
そ
う
し
た
住
民
側
の
認
識
を
探

っ
て
み
よ
う
︒

こ
の
中
の
︑﹁
同
封
の
大
木
・
土
丸
地
区
の
地
図
﹇
筆
者
注
：
図
�
に
該

当⑰
﹈
を
ご
覧
下
さ
い
︒
現
在
お
住
ま
い
の
地
区
で
︑﹁
地
区
の
特
色
を
よ
く

あ
ら
わ
し
て
い
る
﹂
と
思
わ
れ
る
風
景
は
︑
ど
の
場
所
の
風
景
で
す
か
？
次

の
う
ち
で
︑
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
を
つ
け
て
下
さ
い
﹂
と

い
う
質
問
へ
の
回
答
の
う
ち
︑
大
木
地
区
の
選
択
項
目
の
み
を
抽
出
し
た

︵
表

上
部
︶︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
史
跡
指
定
地
及
び
そ
れ
へ
の
追
加
指
定

が
検
討
さ
れ
て
い
る
地
点
︵
下
線
︶
の
景
観
が
︑
必
ず
し
も
上
位
を
独
占
し

て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑﹁
日
根
荘
の
時
代
か
ら
の
歴
史
的
変

遷
を
現
在
に
伝
え
る
歴
史
的
資
源
で
あ
り
︑
文
化
的
景
観
の
主
要
な
構
成
要

素
で
も
あ
る⑱
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
る
水
路
と
た
め
池
︵
斜
体
︶
も
あ
ま
り
意

識
さ
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
文
化
的
景
観
と
し
て
の
重
要
な
価
値
の
一
部

と
な
る
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
は
︑
住
民
に
は
必
ず
し
も
地
区
の
特

色
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
の

聞
き
取
り
に
よ
っ
て
も
︑﹁
住
民
は
荘
園
と
い
う
価
値
を
意
識
し
て
い
な
い

と
思
う
﹂︑
と
い
っ
た
見
方
を
得
て
い
る⑲
︒
ま
た
︑
次
章
で
取
り
上
げ
る
意

識
調
査
で
も
︑
荘
園
と
い
う
歴
史
的
背
景
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
︒

で
は
︑
な
ぜ
住
民
は
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
や
﹁
荘
園
の
景
観
﹂

を
意
識
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
聞
き
取
り
に
よ
る
と
︑﹁
町
内
会
の
役
員
な

ど
は
市
役
所
の
担
当
者
に
よ
る
説
明
な
ど
を
聞
く
機
会
が
多
い
た
め
︑
地
域
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風 景 世帯 風 景 世帯

Ａ．火走神社 60 Ｌ．毘沙門堂 22

Ｂ．禅徳寺 48 Ｍ．円満寺 21

Ｃ．犬鳴温泉 43 Ｎ．大井の水路 17

Ｄ．犬鳴山七宝滝寺 42 Ｏ．蓮華寺 16

Ｅ．大木小学校 38 Ｐ．マタリンさん 15

Ｆ．段々畑の見られる場所 36 Ｑ．まっすぐな道 12

Ｇ．樫井川 34 Ｒ．立花谷小池・大池 11

Ｈ．長福寺跡 33 Ｓ．東ノ池 11

Ｉ．集落の家並み 31 Ｔ．四足池 10

Ｊ．西光寺 31 Ｕ．保育所 8

Ｋ．東ノ池付近の棚田 30 Ｖ．香積寺跡 7

表 地区の特色を表す景観とその理由

アルファベットは図�に対応。二重下線は史跡指定地，一重下線は

「日根荘遺跡」への追加指定が検討されているもの，斜体は水路・ため

池を示す。「文化的景観 日根荘の里保存活用計画書（大木・土丸編）」，

『史跡日根荘遺跡保存管理計画書 史跡日根荘遺跡保存管理計画策定

業務 』により作成。

理 由 世帯

山や田畑が美しく眺められる 90

地区の歴史や伝統をあらわす場所である 80

祭りや行事が行われる場所である 59

親しみのある家並みである 37

生き物がいて子どもたちが楽しめる 27

清掃や手入れが行き届いて快い 13

地区ならではの生業・産業を表わしている 11

その他 2
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の
歴
史
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
理
解
が
あ
る
が
︑

一
般
の
住
民
は
地
区
が
か
つ
て
荘
園
で
あ
っ
た

と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
な
こ
と
を
知
ら
な
い
と

思
う
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た⑳
︒
つ
ま
り
︑
住

民
の
多
く
は
景
観
に
日
根
荘
と
の
つ
な
が
り
を

明
確
に
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を

日
常
的
に
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
日
根
荘
以
外
の
歴
史
や
過
去
を
住

民
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
れ
に
関
し
て
は
︑
特
色
あ
る
景
観
と
し
て
選

ん
だ
理
由
︵
表

下
部
︶
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う㉑
︒
す
る
と
︑﹁
地
区
の
歴
史
や
伝
統
を
あ
ら

わ
す
場
所
で
あ
る
﹂
と
い
う
歴
史
的
視
点
を
重

視
し
た
理
由
も
か
な
り
の
回
答
数
を
得
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
住
民
は
日
根
荘
の

時
代
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
は
い
な
い
も

の
の
︑
何
ら
か
の
﹁
歴
史
や
伝
統
﹂
を
地
区
の

特
色
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
聞
き
取
り
の
中
で
︑
景
観

や
農
地
に
対
し
て
﹁
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き
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た
﹂
と
い
う
点
を
意
識
し
て
い
る
住
民
が
見
受
け
ら
れ
た㉒
︒
す
な
わ
ち
︑
住

民
が
重
視
す
る
﹁
歴
史
や
伝
統
﹂
を
表
す
景
観
と
は
︑
こ
う
し
た
漠
然
と
し

た
地
域
の
過
去
や
先
祖
と
の
結
び
つ
き
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
個
々

の
住
民
の
現
在
の
生
活
や
記
憶
と
深
く
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒
少
な

く
と
も
︑
中
世
や
日
根
荘
と
い
う
特
定
の
時
代
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
大
木
地
区
の
景
観
に
関
し
て
︑
公
的
に
は
﹁
荘
園
の
景

観
﹂
と
い
う
歴
史
的
な
価
値
づ
け
が
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
表
し

て
い
る
も
の
の
︑
住
民
は
よ
り
漠
然
と
し
た
﹁
歴
史
や
伝
統
﹂
と
の
結
び
つ

き
を
意
識
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
両
者
は
︑
と
も
に
過
去
を
向
い
て
い
る
と
は

い
え
︑
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
︑
む
し
ろ
質
的
に
は
乖
離
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
︑
文
化
的
景
観
選
定
後
の
景
観
を
め
ぐ

る
取
り
組
み
に
お
い
て
﹁
荘
園
の
景
観
﹂
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
︒

①

鈴
木
陽
一
﹃
日
根
荘
遺
跡
﹄
同
成
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
三
～
一
八
頁
︒

②

日
根
荘
研
究
の
内
容
把
握
に
は
次
が
役
立
つ
︒﹁﹁
政
基
公
旅
引
付
﹂
研
究
抄
録

篇
﹂︵
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
﹃
政
基
公
旅
引
付

本
文
篇
・
研
究
抄
録

篇
・
索
引
篇

﹄
和
泉
書
院
︑
一
九
九
六
年
︶︑
三
五
五
～
四
〇
七
頁
︒
近
年

の
動
向
と
し
て
は
︑
主
に
荘
園
絵
図
研
究
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
次
が

詳
し
い
︒
廣
田
浩
治
﹁
日
根
荘
の
二
枚
の
荘
園
絵
図
の
研
究
史
﹂︵
荘
園
研
究

会
・
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
編
﹃
日
根
荘
の
荘
園
絵
図
の
研
究
﹄
歴
史
館
い
ず
み
さ

の
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
三
～
九
頁
︒

③

ａ
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
﹃
史
跡
日
根
荘
遺
跡
保
存
管
理
計
画
書

史
跡
日

根
荘
遺
跡
保
存
管
理
計
画
策
定
業
務

﹄
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
三

年
︑
二
二
頁
︒
ｂ
大
阪
府
埋
蔵
文
化
財
協
会
﹃
日
根
荘
総
合
調
査
報
告
書
﹄
大
阪

府
埋
蔵
文
化
財
協
会
︑
一
九
九
四
年
︑
例
言
︑
四
～
五
頁
︒﹁
日
根
荘
総
合
調
査
﹂

の
背
景
に
は
︑
一
九
八
七
年
に
泉
佐
野
市
で
関
西
国
際
空
港
の
建
設
に
伴
う
大
規

模
開
発
計
画
が
浮
上
し
た
こ
と
を
受
け
︑
地
元
住
民
や
地
元
歴
史
研
究
会
︑
各
歴

史
学
会
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
日
根
荘
に
関
す
る
文
化
財
調
査
と
歴
史
的
景
観
の

保
全
を
求
め
る
運
動
の
存
在
が
あ
っ
た
︒
ｃ
古
野
貢
﹁
日
根
荘
遺
跡
大
木
地
区
圃

場
整
備
問
題
に
か
か
わ
る
経
過
と
総
括
﹂
ヒ
ス
ト
リ
ア
二
〇
〇
︑
二
〇
〇
六
年
︑

一
〇
三
頁
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
次
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
ｄ
大
阪
府
埋

蔵
文
化
財
協
会
編
﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
根
荘
総
合
調
査
が
語
る
も
の

中
世

荘
園
世
界
の
解
明
を
め
ざ
し
て

﹄
大
阪
府
埋
蔵
文
化
財
協
会
︑
一
九
九
一
年
︒

こ
の
ほ
か
︑
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
を
基
盤
に
発
足
し
た
荘
園
研
究
会
に
よ
っ
て
調

査
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ｅ
荘
園
研
究
会
編
﹃
日
根
荘
中
世
石
造
物
調
査
報
告
書
﹄

泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
一
年
︒
ｆ
同
﹃
日
根
荘
の
遺
跡
と
史
料
﹄
歴
史

館
い
ず
み
さ
の
︑
二
〇
〇
五
年
︒
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
は
一
九
九
六
年
に
開
館
さ

れ
︑
日
根
荘
を
中
心
と
し
た
中
世
荘
園
を
テ
ー
マ
に
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

④

日
根
野
・
大
木
地
区
の
計
一
四
地
点
が
指
定
さ
れ
た
︒
ａ
前
掲
③
ａ
︑
二
二
︑

二
四
頁
︒
二
〇
〇
五
年
に
大
木
地
区
の
長
福
寺
跡
︑
二
〇
一
三
年
に
土
丸
地
区
と

熊
取
町
に
ま
た
が
る
土
丸
・
雨
山
城
跡
が
追
加
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
ｂ
泉
佐
野
市

教
育
委
員
会
﹃
大
木
遺
跡

〇
五
-
一
区
の
調
査

﹄
泉
佐
野
市
教
育
委
員

会
︑
二
〇
〇
七
︑
二
頁
︒
ｃ
平
成
二
六
年
一
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録
︑
二
頁

︵
h
ttp://w
w
w
.city.izu
m
isan
o.lg.jp
/ik
k
rw
eb
B
row
se/m
aterial/files/

g
rou
p
/59/k
aig
irok
u26.1.p
d
f
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒
長
福
寺
跡
は

二
〇
〇
一
年
末
に
計
画
が
明
ら
か
に
な
っ
た
圃
場
整
備
事
業
に
先
立
ち
︑
二
〇
〇

二
年
度
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
詳
細
調
査
の
結
果
︑
追
加
指
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定
さ
れ
た
︒
整
備
事
業
自
体
は
二
〇
〇
五
年
末
か
ら
着
工
さ
れ
た
も
の
の
︑
調
査

を
め
ぐ
っ
て
整
備
事
業
推
進
派
の
住
民
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒
ｄ
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
﹃
日
根
荘
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
・
詳
細
分

布
調
査
報
告
書
﹄
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
例
言
︒
ｅ
前
掲
③
ｃ
︑

一
〇
三
～
一
〇
九
頁
︒
土
丸
・
雨
山
城
跡
に
関
し
て
は
以
下
の
調
査
報
告
書
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
︒
ｆ
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
編
﹃
泉
佐
野
市
大
木
・
土
丸
地
区
詳

細
分
布
調
査
報
告
書

平
成
一
九
・
二
〇
年
度
の
調
査

﹄
泉
佐
野
市
教
育

委
員
会
︑
二
〇
〇
九
年
︒
ｇ
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
・
熊
取
町
教
育
委
員
会
編

﹃
土
丸
・
雨
山
城
跡

日
根
荘
遺
跡
関
連
調
査
報
告
書

﹄
泉
佐
野
市
教
育

委
員
会
︑
二
〇
一
二
年
︒

⑤

﹁
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
新
指
定
﹂
文
化
庁
月
報
三
一
〇
︑
一
九
九
四
︑
三

三
～
三
四
頁
︒

⑥

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
﹁
新
指
定
の
文
化
財
﹂
月
刊
文
化
財
三
六
九
︑
一
九
九

四
︑
一
六
頁
︒

⑦

前
掲
③
ａ
︑
例
言
︑
二
三
～
二
四
︑
三
五
頁
︒

⑧

一
章
⑤
︒

⑨

一
章
⑲
︑
三
～
四
︑
七
頁
︒

⑩

二
〇
〇
七
年
三
月
︑
一
一
月
に
大
木
地
区
︑
二
〇
一
二
年
六
月
に
土
丸
地
区
︑

同
年
七
月
︑
八
月
︑
一
〇
月
に
大
木
地
区
で
行
わ
れ
た
︒
文
化
的
景
観
日
根
荘
の

里

保
存
活
用
計
画
書
︵
大
木
・
土
丸
編
︶︑
二
～
三
頁
︵
h
ttp://w
w
w
.city.

izum
isano.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m
aterial/files/group/59/keikakusho.

pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

⑪

住
民
に
よ
る
と
︑
土
丸
地
区
は
選
定
申
し
出
を
拒
否
し
た
と
い
う
︒

⑫

平
成
二
五
年
六
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録
︑
三
頁
︵
h
ttp://w
w
w
.city.

izum
isano.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m
aterial/files/group/59/kaigiroku25.

6.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

⑬

前
掲
④
ｃ
︑
二
頁
︒
こ
の
よ
う
に
︑
保
護
推
進
事
業
で
は
土
丸
地
区
も
注
目
さ

れ
て
い
た
が
︑
文
化
的
景
観
選
定
に
際
し
て
は
大
木
地
区
に
対
す
る
評
価
の
み
が

反
映
さ
れ
て
お
り
︑
土
丸
地
区
に
対
す
る
評
価
は
不
可
欠
で
は
な
か
っ
た
と
い
え

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
稿
で
は
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
の
価
値
づ
け
を
検
討

す
る
に
あ
た
り
︑
土
丸
地
区
に
お
け
る
価
値
づ
け
は
不
問
と
す
る
︒

⑭

﹁
日
根
荘
の
文
化
的
景
観
調
査
﹂
は
大
木
地
区
と
土
丸
地
区
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
︑
報
告
書
に
お
い
て
﹁
日
根
荘
地
域
の
文
化
的
景
観
﹂
の
価
値
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
大
木
地
区
と
土
丸
地
区
を
総
括
し
た
内
容
に
な
っ

て
お
り
︑
土
丸
地
区
独
自
の
価
値
が
弁
別
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
こ
の
調
査
は
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
選
定
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
︑
こ
こ
で
は
こ
の
報
告
書
で
提
示
さ
れ
た
価
値
を
大
木
地
区
に

当
て
は
ま
る
も
の
と
み
な
す
︒

⑮

一
章
⑲
︑
七
九
～
八
一
︑
八
三
～
八
四
頁
︒

⑯

二
〇
〇
八
年
十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
大
木
・
土
丸
地
区
の
世
帯
を
対

象
に
実
施
さ
れ
︑
三
四
八
世
帯
中
一
三
三
世
帯
か
ら
有
効
回
答
を
得
て
い
る
︒
前

掲
⑩
︑
二
︑
五
六
～
六
二
頁
︒

⑰

図
中
の
﹁
大
井
の
水
路
﹂
は
︑
水
路
橋
が
府
道
を
越
え
る
地
点
で
あ
る
︒﹁
保

育
所
﹂
は
現
在
運
営
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
中
大
木
の
町
会
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
︒﹁
マ
タ
リ
ン
さ
ん
﹂
は
明
治
中
期
の
チ
フ
ス
流
行
を
受
け
て
︑
病
魔
退
散
の

神
﹁
摩
多
利
神
﹂
を
勧
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
祠
が
設
置
さ
れ
て
い

る
︒
一
章
⑲
︑
七
一
頁
︒

⑱

前
掲
⑩
︑
三
四
頁
︒

⑲

大
木
区
長
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
︒

⑳

大
木
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
前
会
長
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
︒

㉑

あ
て
は
ま
る
項
目
全
て
を
選
択
す
る
形
が
と
ら
れ
て
お
り
︑
値
は
大
木
・
土
丸

地
区
の
合
計
数
で
あ
る
︒

㉒

先
祖
代
々
の
土
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
仕
方
な
く
﹂
受
け
継
い
で
い
る
と
い

っ
た
声
も
聞
か
れ
る
な
ど
︑
必
ず
し
も
﹁
歴
史
や
伝
統
﹂
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ

荘園景観の文化財化をめぐる価値づけと地域住民（桑林）
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て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒

第
三
章

文
化
的
景
観
の
保
全
・
活
用
に
向
け
た
課
題

第
一
節

史
跡
と
文
化
的
景
観
の
一
体
化

文
化
的
景
観
選
定
に
あ
た
っ
て
は
︑
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
文
化
的
景
観
保
存
計
画
の
策
定
が
義
務
付

け
ら
れ
て
お
り
︑
泉
佐
野
市
で
も
二
〇
一
三
年
に
﹁
文
化
的
景
観
日
根
荘
の

里

保
存
活
用
計
画
書
︵
大
木
・
土
丸
編
︶﹂︵
以
下
︑
保
存
活
用
計
画
書
と

呼
ぶ
︶
が
保
護
推
進
事
業
の
中
で
ま
と
め
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
文
化
的

景
観
の
選
定
に
よ
る
新
た
な
地
域
資
産
と
し
て
の
価
値
づ
け
と
︑
地
域
の
活

性
化
へ
の
寄
与
を
目
指
す
﹂
と
し
た
上
で
︑﹁﹃
日
根
荘
の
里
﹄
と
し
て
の
魅

力
を
地
域
内
外
に
積
極
的
に
情
報
発
信
﹂
す
る
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
具
体

的
に
地
域
の
生
業
や
産
品
等
の
付
加
価
値
の
向
上
︑
史
跡
等
を
拠
点
と
し
た

来
訪
者
の
増
加
や
交
流
の
促
進
な
ど
の
方
針
を
示
す
と
同
時
に
︑﹁
現
地
で

荘
園
由
来
の
景
観
・
歴
史
・
文
化
と
豊
か
な
自
然
を
体
験
で
き
る
場
﹁
日
根

荘
の
里
﹂
と
し
て
積
極
的
に
活
用
を
進
め
る
﹂
と
し
て
い
る①
︒
こ
の
よ
う
に
︑

選
定
後
の
活
用
段
階
に
お
い
て
も
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
日
根
荘
遺
跡
と
そ
れ
に
関
連

す
る
地
域
⁝
の
景
観
を
︑
文
化
的
景
観
⁝
と
し
て
位
置
づ
け
︑
史
跡
と
一
体

的
な
保
護
推
進
を
図
る②
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り

は
﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
と
の
一
体
化
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
︒

実
際
︑
泉
佐
野
市
で
は
二
〇
一
三
年
度
か
ら
二
年
間
︑
主
に
﹁
日
根
荘
遺

跡
﹂
と
﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
の
Ｐ
Ｒ
を
目
的
と
し
た
︑﹁
泉
佐
野

市
歴
史
文
化
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
﹂
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
目
的
か
ら

し
て
︑
史
跡
と
文
化
的
景
観
を
一
体
的
に
扱
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る③
︒
初
年
度
に
は
︑
土
丸
・
雨
山
城
跡
の
史
跡
へ
の
追
加
指
定
及
び

文
化
的
景
観
選
定
に
対
す
る
記
念
事
業
と
し
て
︑
二
〇
一
四
年
一
月
か
ら
三

月
に
か
け
て
︑
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
と
和
泉
市
の
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物

館
に
お
い
て
︑﹁
ふ
る
さ
と
の
風
景
を
受
け
継
ぐ

文
化
的
景
観
日
根
荘

大
木
の
風
景

﹂
と
銘
打
っ
た
パ
ネ
ル
展
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ

た
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
を
含
む
各
地
の
文
化
的
景

観
の
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
年
二
月
に
は
記
念
事
業
と
市
制
六

五
周
年
事
業
を
兼
ね
て
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
日
根
荘
を
語
る
﹂
が
泉
佐
野
市

で
開
催
さ
れ
る
な
ど④
︑
史
跡
へ
の
追
加
指
定
と
文
化
的
景
観
選
定
が
同
時
に

起
こ
っ
た
と
は
い
え⑤
︑
選
定
直
後
か
ら
両
者
は
一
体
的
に
扱
わ
れ
て
い
た⑥
︒

二
年
目
に
は
︑
二
〇
一
四
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
︑
市
役
所
及
び
関

西
国
際
空
港
に
お
い
て
﹁
日
根
荘
遺
跡
パ
ネ
ル
展
﹂
が
開
催
さ
れ
た⑦
︒
ま
た
︑

二
〇
一
五
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
は
︑
大
阪
芸
術
大
学
及
び
大
阪
府
教

育
委
員
会
と
の
共
催
で
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
に
て
展
覧
会
﹁
日
根
荘
﹂
が
実
施

さ
れ
て
い
る⑧
︒
い
ず
れ
も
文
化
的
景
観
と
関
連
し
た
取
り
組
み
で
は
あ
る
が
︑
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﹁
日
根
荘
遺
跡
﹂
な
い
し
日
根
荘
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
︒
さ
ら
に
︑
二
年
目
に
改
め
て
作
成
さ
れ
た
文
化
的
景
観
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
も
︑
史
跡
指
定
地
の
一
覧
表
と
地
図
を
掲
載
し
た
上
で
︑﹁
中
世

と
つ
な
が
る
日
本
の
原
風
景
︑
こ
こ
に
﹂
や
︑﹁
こ
の
景
観
は
︑
中
世
ま
で

歴
史
的
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
も
の
﹂
と
い
っ
た
︑
日
根
荘

の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る⑨
︒

史
跡
と
文
化
的
景
観
の
一
体
化
を
図
る
傾
向
は
﹁
泉
佐
野
市
歴
史
文
化
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
﹂
以
外
の
場
で
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
例
え
ば
二
〇
一
五

年
に
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
か
ら
発
行
さ
れ
た
﹃
荘
園
遺
跡

日
根
荘
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹄
で
も
︑
史
跡
と
文
化
的
景
観
両
方
が
扱
わ
れ
て
い

る⑩
︒
そ
し
て
︑
こ
の
中
の
﹁
大
木
地
区

重
要
文
化
的
景
観

中
世
の
暮
ら

し
に
思
い
を
馳
せ
る
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
︑
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
史
跡
指
定
地
を
紹
介
し
つ
つ
︑﹁
こ
こ
は
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
れ
る
貴
重
な
地
域
﹂
と
し
て
文
化
的
景
観
が
紹
介
さ

れ
て
い
る⑪
︒
ま
た
︑
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
は
︑﹁
泉
佐
野

の
文
化
遺
産

日
根
荘
の
世
界

絵
図
と
鳥
瞰
図

﹂
と
題
し
た
特
別

展
が
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
で
開
催
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
目
玉
の
一
つ
は
︑

各
種
の
講
座
な
ど
を
通
じ
て
一
般
の
人
々
と
共
に
制
作
さ
れ
た
大
木
地
区
及

び
日
根
野
地
区
の
二
枚
の
鳥
瞰
図
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
文
化
的
景
観
に
も

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
も
文
化
的
景
観
は

史
跡
や
絵
図
な
ど
の
文
化
財
と
共
に
﹁
日
根
荘
の
世
界
﹂
と
し
て
一
体
化
さ

れ
て
い
る⑫
︒

こ
の
よ
う
に
︑
現
在
泉
佐
野
市
で
は
文
化
的
景
観
の
活
用
の
前
段
階
と
し

て
︑
そ
の
知
名
度
向
上
を
企
図
し
た
周
知
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る

が
︑
そ
の
中
で
文
化
的
景
観
は
史
跡
と
一
体
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に

よ
っ
て
︑
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
﹁
日
根
荘
の
里
﹂
の

体
現
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と

い
う
歴
史
的
な
価
値
づ
け
を
反
映
し
︑
あ
る
時
代
の
過
去
と
選
択
的
に
つ
な

が
る
場
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
と
い
え
る
︒
一
方
︑
こ
う
し
た

行
政
主
体
の
取
り
組
み
と
並
行
し
て
︑
大
木
地
区
の
景
観
を
め
ぐ
っ
て
は
住

民
主
体
の
活
動
も
行
わ
れ
て
い
る
︒

第
二
節

景
観
の
活
用
に
向
け
た
住
民
の
取
り
組
み

保
存
活
用
計
画
書
で
は
文
化
的
景
観
の
継
承
の
た
め
に
︑
地
域
住
民
が
主

体
と
な
り
行
政
と
協
働
し
て
保
存
管
理
・
整
備
活
用
に
取
り
組
む
運
営
体
制

づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る⑬
︒
一
方
︑
住
民
の
側
で
も
史
跡
指
定

以
降
︑
何
か
具
体
的
な
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
声
が
挙
が
っ

て
い
た⑭
︒
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
文
化
的
景
観
選
定
後
の
二
〇
一
四
年
度

に
︑
住
民
組
織
と
し
て
﹁
大
木
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
﹂︵
以
下
︑
協
議
会
と

呼
ぶ
︶
が
設
立
さ
れ
た⑮
︒
会
則
に
よ
れ
ば
︑
協
議
会
の
目
的
は
﹁
地
区
住
民
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の
共
通
す
る
課
題
の
解
決
に
主
体
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
︑
大
木
地
区
の

﹃
良
好
な
景
観
と
環
境
を
守
り
︑
安
全
で
活
力
と
魅
力
あ
る
ま
ち
﹄
を
行
政

と
協
働
に
よ
り
実
現
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
で
は
協
議
会
に

よ
る
取
り
組
み
の
う
ち
︑﹁
良
好
な
景
観
と
環
境
﹂
の
維
持
に
直
接
関
連
す

る
も
の
を
︑
景
観
を
め
ぐ
る
住
民
主
体
の
活
動
と
し
て
捉
え
︑
そ
こ
で
の
歴

史
の
処
遇
を
検
討
す
る⑯
︒

ま
ず
行
わ
れ
た
の
は
︑
二
〇
一
四
年
度
に
実
施
さ
れ
た
プ
ラ
ン
タ
ー
の
設

置
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
取
り
組
み
に
は
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
見

出
し
に
く
い
︒
続
く
二
〇
一
五
年
の
四
月
か
ら
は
︑
長
福
寺
跡
の
農
地
で
稲

作
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
長
福
寺
跡
暫
定
活
用
事
業
と
し
て
︑
二
〇
〇

七
年
度
以
降
大
木
史
跡
保
存
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
を
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
り
︑﹁
地
区
の
農
作
業
の
変
遷
を
理
解
す
る
た
め
の
場
﹂
と
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み
な
さ
れ
て
い
た
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る⑰
︒
し
か
し
︑
長
福
寺
の
名

前
が
最
後
に
史
料
に
登
場
す
る
の
は
一
六
一
一
年
の
こ
と
で
あ
る⑱
︒
つ
ま
り
︑

長
福
寺
が
廃
さ
れ
︑
そ
こ
が
農
地
に
な
る
の
は
少
な
く
と
も
日
根
荘
終
焉
後

の
こ
と
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
こ
の
農
作
業
に
日
根
荘
の
時
代
を
起
点
と
す
る

﹁
変
遷
﹂
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒

ま
た
︑
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
は
︑
泉
佐
野
市
の
要
請
を
受
け
︑
文

化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
自
然
豊
か
な
美
し
い
環
境
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ

と
を
目
的
に
︑
休
耕
田
の
活
用
も
兼
ね
て
﹁
日
根
荘
大
木
の
里
コ
ス
モ
ス

園
﹂
が
開
園
さ
れ
た
︵
図

⑲︶︒
し
か
し
︑
コ
ス
モ
ス
が
近
代
の
外
来
種
で

あ
り
︑
日
根
荘
の
時
代
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
日
根
荘
を

冠
し
た
取
り
組
み
と
は
い
え
︑
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
歴
史
よ
り
も
﹁
自
然

豊
か
な
美
し
い
環
境
﹂
で
あ
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
も
日
根
荘
の

時
代
と
の
つ
な
が
り
を
景
観
の
中
で
強
化
す
る
こ
と
は
︑
あ
ま
り
意
識
さ
れ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
同
年
度
末
に
は
桜
の
植
樹
が
行
わ
れ
た
︒
こ
れ
も
泉
佐
野
市
の

要
請
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
︒
当
地
区
に
は
昭
和
六
〇
年
代
ま
で
は
桜
の

木
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
当
時
の
景
観
を
復
活
さ
せ
る

狙
い
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
日
根
荘
の
時
代
の
景

観
復
元
を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
住
民
の
側
で
も
協
議
会
を
中
心
と
し
て
文
化
的
景
観
の
活

用
に
向
け
た
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
ら
へ
の
歴
史
的
な
視
点

の
介
在
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
︒
強
い
て
い
え
ば
︑
漠
然
と
し
た
農
作
業
の

﹁
変
遷
﹂
や
︑
咲
き
誇
る
桜
の
記
憶
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
良
好
な
景
観
と
環
境
﹂
と
し
て
日
根
荘
の
時

代
と
の
つ
な
が
り
は
明
確
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
協
議
会
の
取
り
組
み

は
行
政
と
協
働
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
景
観
が
喚
起
す
る
歴

史
や
記
憶
に
注
目
す
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
公
的
に
提
示
さ
れ
て
き
た
﹁
荘
園
の

景
観
﹂
と
い
う
歴
史
的
価
値
づ
け
よ
り
も
︑
主
体
で
あ
る
住
民
側
の
捉
え
方

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の

異
な
っ
た
価
値
づ
け
が
援
用
さ
れ
て
い
る
点
が
︑
大
木
地
区
の
景
観
を
め
ぐ

る
取
り
組
み
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
二
〇
一
六
年
度
に
は
前
年
度
の
コ
ス
モ
ス
園
の
開
催
地
で
ブ
ラ
ン

ド
米
の
栽
培
が
計
画
さ
れ
︑
ま
た
︑﹁
日
根
荘
大
木
の
里

歩
き
愛
で
す
﹂

と
い
う
﹁
健
康
づ
く
り
の
推
進
と
日
根
荘
大
木
の
里
の
自
然
と
歴
史
に
ふ
れ

あ
う
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
﹂
が
開
催
さ
れ
た⑳
︒
こ
れ
ら
か
ら
は
少
な
か

ら
ず
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
︑
本
格
的
な
文
化

的
景
観
の
活
用
開
始
と
共
に
︑
住
民
の
意
識
も
徐
々
に
変
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
四
節
で
検
討
す
る
︒
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表� 文化財化に対するX段階評価とその理由

評 価 人 ％ 理 由 人

良い 32 35

有名になった・価値が認められた・見学者の増加

景観維持に繫がる・改めて価値に気付いた

コスモス園などの行事・補助金

18

9

3

どちらかといえば

良い
21 23

肯定的

有名になった・価値が認められた・見学者の増加

景観維持に繫がる・改めて価値に気付いた

コスモス園などの行事

5

2

1

否定的

文化財化の過程

文化財化されても生活が向上しないこと

景観維持に対する不安がある

2

1

1

どちらでもない 29 32
メリット・変化のなさ

その他

6

1

どちらかといえば

悪い
4 4

文化財化されても生活が向上しないこと

規制があること

文化財としての整備不足

市街化調整区域に指定されていること

1

1

1

1

悪い 5 6

メリット・変化のなさ

規制があること

神社の修理に対する地元負担

2

1

1

理由については複数回答可。筆者実施のアンケート結果により作成。
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コスモス園などの行事

5

2

1

否定的

文化財化の過程

文化財化されても生活が向上しないこと

景観維持に対する不安がある

2

1

1

どちらでもない 29 32
メリット・変化のなさ

その他

6

1

どちらかといえば

悪い
4 4

文化財化されても生活が向上しないこと

規制があること

文化財としての整備不足

市街化調整区域に指定されていること

1

1

1

1

悪い 5 6

メリット・変化のなさ

規制があること

神社の修理に対する地元負担

2

1

1

理由については複数回答可。筆者実施のアンケート結果により作成。

表� 文化財化に対するX段階評価とその理由

評 価 人 ％ 理 由 人

良い 32 35

有名になった・価値が認められた・見学者の増加

景観維持に繫がる・改めて価値に気付いた

コスモス園などの行事・補助金

18

9

3

どちらかといえば

良い
21 23

肯定的

有名になった・価値が認められた・見学者の増加

景観維持に繫がる・改めて価値に気付いた

コスモス園などの行事

5

2

1

否定的

文化財化の過程

文化財化されても生活が向上しないこと

景観維持に対する不安がある

2

1

1

どちらでもない 29 32
メリット・変化のなさ

その他

6

1

どちらかといえば

悪い
4 4

文化財化されても生活が向上しないこと

規制があること

文化財としての整備不足

市街化調整区域に指定されていること

1

1

1

1

悪い 5 6

メリット・変化のなさ

規制があること

神社の修理に対する地元負担

2

1

1

理由については複数回答可。筆者実施のアンケート結果により作成。

第
三
節

文
化
的
景
観
に
対
す
る
住
民
意
識

第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
文
化
的
景
観
の
保
全
に
は
そ
こ
に
住
む

全
て
の
住
民
が
関
わ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
コ
ス
モ
ス
園
を
は
じ

め
︑
当
地
区
で
は
文
化
的
景
観
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
取
り
組
み
に

住
民
が
関
わ
る
機
会
が
︑
徐
々
に
で
は
あ
る
が
増
え
て
き
て
い
る
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
文
化
的
景
観
の
保
全
・
活
用
に
お
い
て
は
︑
住
民
の
文
化
的

景
観
に
対
す
る
意
識
が
︑
今
後
重
要
性
を
高
め
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
景
観
と
歴
史
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
歴
史
を
焦
点

と
し
た
公
的
な
価
値
づ
け
と
住
民
側
の
認
識
と
の
間
に
乖
離
が
見
ら
れ

る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
で
は
筆
者
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
分
析

を
通
じ
て
︑
文
化
的
景
観
へ
の
選
定
と
保
全
に
対
す
る
住
民
意
識
に
つ

い
て
検
討
す
る㉑
︒

は
じ
め
に
︑
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
評
価
を
五

段
階
で
尋
ね
た
︒
そ
の
結
果
︑
表
�
の
よ
う
に
﹁
良
い
・
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
良
い
﹂
が
半
数
以
上
で
︑
そ
の
理
由
と
し
て
は
﹁
有
名
に
な
っ

た
・
価
値
が
認
め
ら
れ
た
・
見
学
者
の
増
加
﹂
と
い
っ
た
外
部
か
ら
の

評
価
の
向
上
を
指
摘
し
た
も
の
や
︑﹁
景
観
維
持
に
つ
な
が
る
・
改
め

て
価
値
に
気
付
い
た
﹂
と
い
っ
た
住
民
自
身
の
意
識
の
変
化
を
示
す
も

の
が
多
く
な
っ
て
い
る
︒
一
方
︑﹁
悪
い
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
悪
い
﹂

も
一
割
ほ
ど
存
在
し
︑
理
由
は
様
々
だ
が
︑
文
化
財
化
に
対
し
て
否
定
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表� 文化的景観の今後のあり方

筆者実施のアンケート結果により作成。

回 答 人 ％

維持 55 61

開発・変化・便利 24 26

どちらでもない・わからない 11 12

無回答 1 1

表� 文化的景観の今後のあり方

筆者実施のアンケート結果により作成。

回 答 人 ％

維持 55 61

開発・変化・便利 24 26

どちらでもない・わからない 11 12

無回答 1 1

表� 文化的景観の今後のあり方

筆者実施のアンケート結果により作成。

回 答 人 ％

維持 55 61

開発・変化・便利 24 26

どちらでもない・わからない 11 12

無回答 1 1

表� 文化的景観の今後のあり方

筆者実施のアンケート結果により作成。

回 答 人 ％

維持 55 61

開発・変化・便利 24 26

どちらでもない・わからない 11 12

無回答 1 1

的
な
住
民
も
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

次
に
︑
文
化
的
景
観
を
今
後
維
持
し
て
い
き
た
い
︑
あ
る
い
は
維
持
す
べ

き
と
思
う
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
︒
そ
の
結
果
︑
表
�
の
よ
う
に
お
よ
そ
六
割

の
住
民
が
﹁
維
持
し
て
い
き
た
い
・
維
持
す
べ
き
﹂
と
回
答
し
た
︒
こ
こ
か

ら
は
多
く
の
住
民
に
と
っ
て
景
観
が
保
全
す
べ
き
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
開
発
す
べ
き
・
変
え
て
い
っ
た
方
が
い

い
・
便
利
に
し
て
い
っ
た
方
が
い
い
﹂
と
回
答
し
た
住
民
が
三
割
弱
存
在
す

る
よ
う
に
︑
生
活
を
守
る
た
め
に
は
景
観
が
維
持
さ
れ
な
く
て
も
か
ま
わ
な

い
︑
と
考
え
る
住
民
も
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た㉒
︒

こ
の
よ
う
に
文
化
的
景
観
へ
の
選
定
と
そ
の
保
全
に
関
し
て
は
︑
否
定
的

な
住
民
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
︑
全
体

的
に
肯
定
的
な
住
民
の
割
合
が
高
い
と
い

え
る
︒
し
か
し
︑
選
定
に
よ
っ
て
住
民
が

外
部
か
ら
評
価
さ
れ
た
と
感
じ
︑
住
民
自

身
も
そ
の
重
要
性
に
気
付
い
た
と
す
る
価

値
は
︑﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と
し
て
の
価
値

づ
け
と
ど
れ
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
︒
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
住
民
は

日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意

識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た

認
識
は
選
定
後
も
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
︑
聞
き
取
り
に
お
い
て
も
︑

﹁
日
本
の
中
世
農
村
の
景
観
を
伝
え
る
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
荘
園
景
観
を
代
表

し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
理
由
で
景
観
に
価
値
を
見
出
す
意
見
は
ほ
ぼ
見
当
た

ら
な
か
っ
た
︒

恐
ら
く
住
民
が
外
部
か
ら
評
価
さ
れ
た
と
感
じ
︑
そ
の
重
要
性
に
気
付
い

た
と
す
る
価
値
は
︑
歴
史
的
な
側
面
で
い
え
ば
︑
か
な
り
漠
然
と
し
た
過
去

と
の
結
び
つ
き
に
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
結
び

つ
き
を
理
由
に
︑
住
民
は
景
観
を
保
全
す
べ
き
対
象
と
み
な
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
あ
る
住
民
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒﹁
選
定
さ
れ
た
と
か
︑
荘

園
だ
か
ら
と
か
で
は
な
く
︑
受
け
継
い
で
き
た
も
の
を
当
た
り
前
の
も
の
と

し
て
保
護
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
質
が
住
民
の
中
に
あ
る㉓
﹂
と
︒
つ
ま
り
︑

住
民
は
先
祖
代
々
連
綿
と
﹁
受
け
継
い
で
き
た
﹂
か
ら
保
全
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
を
価
値
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
感
じ
た
の
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑﹁
当
た
り
前
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
気
付
か
な
か
っ
た
そ
う
し
た

価
値
に
改
め
て
気
付
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
景
観
が
﹁
当
た
り
前
﹂
の
も
の
と
し
て
保
全
さ
れ
る
の
は
︑

﹁
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
当
然
の
も
の
﹂
と
さ
れ
る
文
化
的
景
観
と
し
て
は
︑

そ
の
理
念
に
合
致
し
た
あ
り
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
文

化
的
景
観
は
︑
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活

又
は
生
業
及
び
当
該
地
域
の
風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
﹂
で
あ
り
︑
そ

荘園景観の文化財化をめぐる価値づけと地域住民（桑林）
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の
意
味
で
︑
当
地
区
の
住
民
は
生
活
と
生
業
を
通
じ
て
景
観
を
受
け
継
ぎ
︑

そ
れ
を
﹁
当
た
り
前
﹂
の
も
の
と
受
け
止
め
て
き
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
逆
説
的

な
こ
と
に
︑
特
定
の
過
去
を
焦
点
と
し
た
﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と
い
う
捉
え
方

を
︑
自
ら
の
視
点
と
し
て
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
本
事
例
に
お
い
て
は
︑﹁
荘
園
の
景
観
﹂
と
い
う
歴
史
的
な
価

値
づ
け
が
公
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
こ
か
ら
住
民
側
の
意
識
が
乖

離
す
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
乖
離
が
解

消
に
向
か
う
場
合
︑
景
観
の
保
全
・
活
用
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
葛
藤
や
軋
轢

が
現
出
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

第
四
節

価
値
づ
け
の
乖
離
が
も
た
ら
す
課
題

先
述
し
た
よ
う
に
︑
住
民
主
体
の
取
り
組
み
に
お
い
て
も
徐
々
に
日
根
荘

の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
は
︑
住
民
が
地
区
の
歴
史
を
学
び
改
め
て
景
観

に
対
し
て
価
値
づ
け
を
行
う
き
っ
か
け
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
れ
に
よ
り
住
民
が
景
観
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
誇
り
を
抱
き
︑
結
果

的
に
景
観
保
全
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
︑
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う㉔
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
特
定
の
歴
史
の
選
択
を
伴
う
価
値
づ
け
の
浸

透
は
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
歴
史
的
な
視
点
か
ら
認
識
・
評
価
さ
れ
て
い
た
景

観
に
対
し
て
︑
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

例
え
ば
前
章
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
即
し
て
い
え
ば
︑
特
色
あ
る
景
観
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
禅
徳
寺
は
江
戸
時
代
の
開
基
で
あ
り
︑
犬
鳴
温
泉
に

至
っ
て
は
戦
後
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る㉕
︒
こ
れ
ら
を
日
根
荘
の
時
代
と

の
つ
な
が
り
を
基
に
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
山
や
田

畑
が
美
し
く
眺
め
ら
れ
る
﹂
と
い
う
理
由
が
最
も
多
か
っ
た
が
︑
山
の
景
観

と
て
日
根
荘
の
時
代
以
来
不
変
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
︒
時
代
と

と
も
に
住
民
に
よ
る
山
の
利
用
の
あ
り
方
は
変
化
し
て
お
り
︑
現
在
の
山
の

植
生
が
日
根
荘
当
時
の
景
観
を
体
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
︑
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
必
ず
し
も
伝
え
な
い
景
観
は
︑

そ
れ
を
重
視
す
る
価
値
づ
け
と
一
致
し
な
い
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
︒

一
方
で
︑
前
節
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
け
る
文
化
的
景
観
の
維
持
を
望

ま
な
い
住
民
の
存
在
が
物
語
る
よ
う
に
︑
景
観
の
改
変
を
住
民
が
期
待
す
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
住
民
と
︑
文
化
的
景
観
と
し
て
の
歴
史
的

価
値
づ
け
を
受
容
し
た
住
民
と
の
間
に
︑
保
全
を
め
ぐ
る
葛
藤
や
軋
轢
が
現

出
す
る
可
能
性
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
︒
現
に
圃
場
整
備
事
業
の
実
施
に
伴

い
景
観
の
保
全
か
整
備
か
を
め
ぐ
っ
て
摩
擦
が
生
じ
て
い
た
よ
う
に
︑
類
似

の
事
態
は
起
こ
っ
て
い
る㉖
︒
こ
の
よ
う
に
︑
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り

を
重
視
す
る
価
値
づ
け
の
浸
透
は
︑
景
観
の
保
全
・
活
用
に
と
っ
て
︑
ま
た
︑

そ
れ
を
担
う
地
域
に
と
っ
て
︑
判
断
の
難
し
い
選
択
を
迫
る
こ
と
に
も
な
る
︒
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文
化
的
景
観
は
可
視
的
な
存
在
で
あ
り
︑
時
間
的
な
広
が
り
と
い
う
視
点

で
そ
れ
を
捉
え
た
場
合
︑
最
も
重
要
な
時
間
軸
は
現
在
に
な
る
と
い
う
が㉗
︑

大
木
地
区
の
場
合
︑
焦
点
と
さ
れ
る
歴
史
が
日
根
荘
の
時
代
と
い
う
︑
現
代

を
生
き
る
住
民
側
の
認
識
と
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
過
去
に
設
定
さ
れ

て
い
る
︒
こ
う
し
た
価
値
づ
け
と
認
識
の
乖
離
が
︑
軋
轢
や
葛
藤
へ
と
結
実

す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
の
保
全
・
活
用
に
向
け
た
課

題
の
一
端
は
︑
歴
史
的
な
景
観
の
捉
え
方
を
め
ぐ
る
問
題
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
遠
い
過
去
と
の
つ
な
が
り
に
思
い
を
馳
せ
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
荘
園
景
観
を
︑
現
代
の
文
化
的
景
観
と
し
て
設
定
す
る
こ

と
の
矛
盾
や
困
難
を
例
証
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

二
章
⑩
︑
一
︑
五
二
頁
︒

②

二
章
⑩
︑
一
頁
︒

③

平
成
二
六
年
六
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録
︑
四
頁
︵
h
ttp://w
w
w
.city.

izum
isano.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m
aterial/files/group/59/kaigiroku26.

6.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

④

二
章
④
ｃ
︑
二
～
三
頁
︒
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
﹃
日
根
荘
を
語
る

史
跡

日
根
荘
遺
跡
土
丸
・
雨
山
城
跡
追
加
指
定
及
び
重
要
文
化
的
景
観
日
根
荘
大
木
の

農
村
景
観
選
定
記
念
事
業

泉
佐
野
市
制
六
五
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹄

泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
一
四
年
︒
パ
ネ
ル
展
﹁
ふ
る
さ
と
の
風
景
を
受
け

継
ぐ

文
化
的
景
観
・
日
根
荘
大
木
の
風
景

﹂
チ
ラ
シ
裏
︵
h
ttp:/
/

w
w
w
.city.izum
isano.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m
aterial/files/group/59/y-

chirashi2.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

⑤

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
七
日
付
け
の
官
報
号
外
第
二
二
五
号
に
よ
り
告
示
さ
れ

た
︒

⑥

初
年
度
の
取
り
組
み
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
︑
Ｐ
Ｒ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︵
ａ
泉
佐
野

市
歴
史
文
化
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
﹃
国
史
跡

日
根
荘
遺
跡
﹄
泉
佐
野
市
教
育

委
員
会
教
育
総
務
課
︑
二
〇
一
四
年
︑
ｂ
同
﹃
重
要
文
化
的
景
観

日
根
荘
大
木

の
農
村
景
観
﹄
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
︑
二
〇
一
四
年
︶
や
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
︵
ｃ
Y
ou
T
ube
の
泉
佐
野
市
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
︵
https:

//w
w
w
.y
ou
tu
b
e.com
/u
ser/Izu
m
isan
oC
ity
/v
id
eos?sort
=
d
d
&
sh
elf_id

=
0&
v
iew
=
0

二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶
で
視
聴
可
︶
の
作
成
︑
市
役
所

で
の
パ
ネ
ル
展
の
実
施
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ｄ
前
掲
③
︑
四
頁
︒

⑦

前
掲
③
︑
四
頁
︒
泉
佐
野
市
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
︵
http://w
w
w
.city.izum
isa

no.lg.jp/kakuka/kyoiku/kyoikusom
u/m
enu/hinenosyo/ibento/kakono

ibento/1401176972324.htm
l
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

⑧

平
成
二
七
年
一
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録
︑
五
～
六
頁
︵
h
ttp://w
w
w
.

city.izu
m
isan
o.lg.jp
/ik
k
rw
eb
B
row
se/m
aterial/files/g
rou
p
/59/k
aig
iro

ku27.1.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

⑨

泉
佐
野
市
歴
史
文
化
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
﹃
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹄
泉

佐
野
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
︑
二
〇
一
四
年
︒
初
年
度
版
︵
前
掲
⑥
ｂ
︶
と

内
容
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
に
お
い
て
は
︑

筆
者
が
調
査
し
た
段
階
で
は
次
年
度
版
し
か
配
布
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

⑩

泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
編
﹃
荘
園
遺
跡

日
根
荘
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
﹄
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
︑
二
〇
一
五
年
︒

⑪

前
掲
⑩
︑
八
～
九
頁
︒

⑫

平
成
二
八
年
一
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録
︑
一
六
頁
︵
h
ttp://w
w
w
.city.

izum
isano.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m
aterial/files/group/59/kaigiroku28.

1.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒

荘園景観の文化財化をめぐる価値づけと地域住民（桑林）
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⑬

二
章
⑩
︑
三
五
頁
︒
文
化
財
保
護
法
で
は
︑
文
化
的
景
観
選
定
の
条
件
と
し
て

当
該
地
域
が
景
観
法
に
規
定
す
る
景
観
計
画
区
域
又
は
景
観
地
区
内
に
存
在
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
泉
佐
野
市
は
二
〇
一
三
年
に
景
観
計
画
区
域
を
定
め

る
た
め
景
観
計
画
を
策
定
し
た
︒
そ
こ
で
も
︑
景
観
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
て

﹁
景
観
保
全
と
地
域
づ
く
り
に
関
わ
る
住
民
・
市
民
・
事
業
者
・
行
政
等
が
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
役
割
を
果
た
し
︑
連
携
・
協
力
し
て
取
組
み
を
進
め
て
い
く
こ

と
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
泉
佐
野
市
日
根
荘
の
里
大
木
地
区
景
観
計
画
︑
二
一

頁
︵
h
ttp://w
w
w
.city.izu
m
isan
o.lg.jp
/ik
k
rw
eb
B
row
se/m
aterial/files/

group/59/keikankeikaku-all.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶
に
よ
る
︒

⑭

二
章
⑳
︒
以
下
︑
本
節
で
の
内
容
は
注
記
し
な
い
限
り
こ
の
聞
き
取
り
で
得
た

情
報
に
依
拠
し
て
い
る
︒

⑮

大
阪
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
︵
h
ttp://w
w
w
.p
ref.osak
a.lg.jp
/d
aitosh
im
a

ch
i/v
iew
sp
ot/izu
m
isan
o-oog
i.h
tm
l
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒
町
内

会
︑
土
地
改
良
区
︑
長
生
会
︑
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
︑
婦
人
会
︑
青
年
団
︑
育
成
会
︑

消
防
団
の
各
長
を
構
成
員
と
し
て
発
足
し
︑
区
長
︵
当
時
中
大
木
町
会
長
を
兼

任
︶
が
会
長
を
務
め
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
二
〇
一
六
年
度
に
各
町
会
長
の
任
期
終

了
を
受
け
︑
新
町
会
長
が
そ
れ
ぞ
れ
会
長
等
の
役
に
就
任
し
た
が
︑
前
町
会
長
も

相
談
役
と
い
う
形
で
引
き
続
き
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
︒

⑯

﹁
地
区
住
民
の
共
通
す
る
課
題
の
解
決
﹂
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
︑
生
協

に
よ
る
移
動
販
売
の
実
現
︑
高
齢
者
向
け
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
開
催
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑰

一
章
⑲
︑
二
三
頁
︒
長
福
寺
跡
の
農
地
は
史
跡
へ
の
追
加
指
定
に
伴
い
二
〇
〇

六
年
度
ま
で
に
公
有
化
さ
れ
て
お
り
︑
一
部
は
大
木
小
学
校
の
農
業
体
験
の
場
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
︒
暫
定
活
用
事
業
で
は
こ
の
ほ
か
︑
長
福
寺
と
発
掘
調
査

で
得
ら
れ
た
成
果
に
つ
い
て
の
説
明
板
が
設
置
さ
れ
た
︒

⑱

二
章
④
ｄ
︑
三
頁
︒

⑲

一
七
六
四
名
が
来
園
し
た
︒
泉
佐
野
市
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
︵
h
ttp://w
w
w
.

city.izu
m
isan
o.lg.jp
/k
ak
u
k
a/k
y
oik
u
/k
y
oik
u
som
u
/m
en
u
/h
in
en
osy
o/

ibento/kakonoibento/kosum
osu.htm
l
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶︒
背

景
に
は
︑
以
前
Ｊ
Ａ
が
開
園
し
て
い
た
コ
ス
モ
ス
園
に
対
す
る
︑
市
民
か
ら
の
再

開
要
望
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
二
〇
一
六
年
度
に
は
府
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
で
開

園
さ
れ
た
︒

⑳

主
催
団
体
に
は
協
議
会
の
ほ
か
︑
大
阪
府
や
泉
佐
野
市
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑﹁
歩
き
愛
で
す
﹂
は
官
民
一
体
で
行
わ
れ
る
全
国
規
模
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

佐
賀
市
や
吉
野
川
市
な
ど
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
住
民
が
行
政
の

取
り
組
み
に
協
働
し
て
い
る
面
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
泉
佐
野
市
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
︵
h
ttp://w
w
w
.city.izu
m
isan
o.lg.jp
/ik
k
rw
eb
B
row
se/m
aterial/

files/group/35/P
R
20160905.pdf
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
閲
覧
︶
に
よ
る
︒

㉑

二
〇
一
五
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
︑
大
木
地
区
の
一
般
世
帯
を
対
象

に
ヒ
ア
リ
ン
グ
形
式
で
実
施
し
︑
九
一
世
帯
︵
同
年
の
一
般
世
帯
数
一
八
九
の
四

八
・
一
％
︶
か
ら
回
答
を
得
た
︒
回
答
は
一
世
帯
あ
た
り
一
人
と
し
た
︒

㉒

こ
う
し
た
住
民
か
ら
は
︑
農
地
を
転
用
し
た
い
と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
た
︒

㉓

上
大
木
町
会
長
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
︒

㉔

金
田
章
裕
に
よ
る
と
文
化
的
景
観
は
地
域
資
産
で
あ
り
︑
そ
の
価
値
が
認
め
ら

れ
住
民
に
共
有
さ
れ
れ
ば
︑
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
や
誇
り
の
増
大
︑

さ
ら
に
は
︑
地
域
全
体
と
し
て
の
価
値
の
向
上
に
つ
な
が
る
︒
一
章
⑮
︑
三
三
頁
︒

㉕

一
章
⑲
︑
二
四
︑
二
八
頁
︒

㉖

二
章
④
︒

㉗

一
章
①
︑
一
一
頁
︒

第
四
章

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
荘
園
関
連
の
文
化
的
景
観
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
価
値
づ
け
の

様
相
に
つ
い
て
︑﹁
日
根
荘
大
木
の
農
村
景
観
﹂
を
事
例
に
︑
地
域
住
民
の
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捉
え
方
と
の
乖
離
に
留
意
し
て
検
討
し
︑
そ
の
保
全
・
活
用
に
内
在
す
る
課

題
を
考
察
し
た
︒

ま
ず
︑
大
木
地
区
の
景
観
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
歴
史
に
対
し
て
は
︑
日

根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
︑
そ
れ
以
外
の
時
代
を
軽
視
す
る
歴

史
的
な
価
値
づ
け
と
︑
そ
う
し
た
特
定
の
時
代
で
は
な
く
︑
よ
り
漠
然
と
し

た
過
去
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
住
民
側
の
意
識
が
︑
乖
離
す
る
形
で
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

ま
た
︑
行
政
に
よ
る
文
化
的
景
観
に
関
わ
る
取
り
組
み
か
ら
は
︑
史
跡
と

の
一
体
化
に
よ
り
︑
そ
の
歴
史
的
な
価
値
づ
け
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
狙
い

が
看
取
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
住
民
主
体
の
取
り
組
み
で
は
︑
歴
史
的
視

点
の
介
在
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
︒
い
う
な
れ
ば
︑
立
場
に
応
じ

て
異
な
る
価
値
づ
け
が
援
用
さ
れ
て
い
る
点
が
大
木
地
区
の
景
観
を
め
ぐ
る

取
り
組
み
の
特
徴
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
︑
住
民
は
文
化
的
景
観
へ
の
選
定
と
そ
の
保
全
に

つ
い
て
概
ね
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
﹁
荘
園
の
景
観
﹂

と
い
う
価
値
づ
け
と
住
民
に
よ
る
認
識
が
乖
離
し
た
状
況
下
で
の
捉
え
方
で

あ
る
︒
日
根
荘
の
時
代
と
の
つ
な
が
り
が
住
民
の
側
に
も
徐
々
に
浸
透
し
つ

つ
あ
る
大
木
地
区
に
お
い
て
︑
将
来
的
に
は
景
観
の
保
全
・
活
用
を
め
ぐ
る

葛
藤
や
軋
轢
が
具
現
化
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
荘
園
景

観
を
文
化
的
景
観
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ
や
︑
住
民
に
と
っ
て
の

課
題
を
物
語
る
一
例
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

金
田
章
裕
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
文
化
的
景
観
の
維
持
や
再
形
成
は
︑
現
実

に
人
々
が
生
活
し
て
い
る
と
い
う
特
性
上
︑
動
態
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
動
態
的
な
維
持
・
再
形
成
と
は
︑﹁
必
然
的
な
劣
化
を
許
容
し
つ

つ
︑
し
か
し
文
化
的
景
観
と
し
て
の
調
和
を
大
切
に
す
る
こ
と
﹂
を
意
味
し

て
い
る①
︒
つ
ま
り
︑
文
化
的
景
観
の
保
全
は
︑
生
活
や
生
業
の
移
ろ
い
に
伴

い
保
全
対
象
が
変
化
す
る
こ
と
を
予
め
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
︑

従
来
の
固
定
的
な
文
化
財
保
護
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
る
︒

し
か
し
︑
生
活
や
生
業
の
変
化
は
︑
景
観
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ

に
対
す
る
住
民
の
認
識
や
価
値
観
を
も
変
化
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
繰
り
返
す

よ
う
だ
が
︑
こ
う
い
っ
た
住
民
側
の
理
解
が
文
化
的
景
観
の
保
全
に
与
え
る

影
響
は
大
き
い
︒
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
住
民
の
認
識
や
価
値
観
の
変

化
に
合
わ
せ
て
︑
景
観
に
付
与
さ
れ
て
い
る
文
化
財
と
し
て
の
価
値
自
体
が
︑

再
検
討
を
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
必
要
で
あ
れ
ば

そ
の
再
構
築
さ
え
も
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑

文
化
的
景
観
の
保
全
に
お
い
て
は
︑
そ
の
価
値
づ
け
に
つ
い
て
も
︑
従
来
の

文
化
財
の
よ
う
に
固
定
的
な
も
の
と
し
て
み
な
す
の
で
は
な
く
︑
動
態
的
な

存
在
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
稿
で
行

っ
た
よ
う
な
価
値
づ
け
の
検
討
が
継
続
し
て
重
ね
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
︑
さ

ら
に
︑
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
︑
本
稿
で
提
示
し
た
保
全
・
活
用
を
め
ぐ

荘園景観の文化財化をめぐる価値づけと地域住民（桑林）
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る
課
題
の
行
方
も
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
課
題
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
︒

例
え
ば
︑
現
状
で
は
当
地
区
は
観
光
化
が
進
展
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒

し
か
し
︑
景
観
を
め
ぐ
る
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
︑
来
訪
者
の
増
加
や
交
流

の
促
進
と
い
っ
た
方
針
が
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
景
観
に
対
す
る
観
光
客
の

価
値
づ
け
な
い
し
認
識
の
特
性
︑
あ
る
い
は
そ
れ
と
住
民
側
の
認
識
と
の
関

係
性
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
と
い
え
よ
う②
︒

一
方
︑
本
稿
で
は
文
化
的
景
観
の
中
で
も
特
に
荘
園
関
連
の
も
の
を
研
究

対
象
と
し
︑
そ
の
歴
史
的
価
値
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
た
︒
こ
こ
で

の
議
論
は
︑
必
ず
し
も
文
化
的
景
観
制
度
全
般
に
敷
衍
で
き
る
も
の
で
は
な

く
︑
特
定
の
時
代
が
焦
点
と
な
る
史
跡
の
観
点
や
︑
史
跡
と
の
一
体
化
が
働

い
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
︑
参
照
例
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
︑

む
し
ろ
歴
史
的
景
観
の
保
全
に
広
く
関
わ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

思
う
︒
こ
の
点
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

①

一
章
⑮
︑
三
四
頁
︒

②

先
行
研
究
で
は
重
要
文
化
的
景
観
に
対
す
る
外
来
者
評
価
が
分
析
さ
れ
て
い
る
︒

牛
苗
・
姫
野
由
香
・
佐
藤
誠
治
・
松
本
彩
花
・
野
本
昴
﹁
外
来
者
評
価
に
よ
る
湯

け
む
り
景
観
の
保
全
に
関
す
る
課
題
の
導
出
︵
そ
の
二
︶

重
要
文
化
的
景
観

の
保
全
活
用
に
関
す
る
研
究

﹂
日
本
建
築
学
会
九
州
支
部
研
究
報
告
五
三
︑

二
〇
一
四
年
︑
四
六
九
～
四
七
二
頁
︒

﹇
付
記
﹈

調
査
に
際
し
て
は
大
木
地
区
の
住
民
の
皆
様
︑
泉
佐
野
市
役
所
の
皆
様
に

多
大
な
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
︒
末
尾
な
が
ら
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

な
お
︑
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
に
京
都
大
学
文
学
部
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文

に
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
稿
の
骨
子
は
二
〇
一
六

年
度
人
文
地
理
学
会
大
会
︵
於
京
都
大
学
︶
に
お
い
て
発
表
し
た
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
︶
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Local Residents and the Evaluation of the Registration of a Manorial

Landscape as Cultural Property: The Case of “The Rural Landscape

of Hineno-shō Ōgi”

by

KUWABAYASHI Kenji

In 2005, the Japanese government expanded its list of cultural properties

to include cultural landscapes (bunkateki keikan 文化的景観). Medieval

manors in particular were evaluated and selected for conservation based on

their historical significance. Human geographers have pointed out that

evaluations on the basis of heritage are often limited to or exclude specific

periods of history. For example, manorial-landscape evaluations tend to focus

primarily on the era in which the manor was functional rather than the

present, and neglect how the landscape has been transformed over time.

Accordingly, spatial-scale evaluation is also necessary to understand how

local residents perceive a cultural landscape and participate in its formation

and conservation. Inasmuch as residentsʼ perceptions do not necessarily

coincide with the official evaluation, conservation would hinge on both large-

scale assessment and local-scale considerations.

Given the perspective described above, the evaluation of manorial cultural

landscapes must be executed in connection with historical views as well as

spatial issues. Hence, this paper considers the inherent problems in

conservation as a result of conflict between historical evaluation and current

local understandings of manorial landscapes. The study area, Ōgi 大木
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district, Izumisano City, Osaka Prefecture, was home to the medieval manor

Hineno-shō 日根荘, owned by the Kujō family, and it was designated a

national historic site in 1998. Later, in 2013, Ōgi district was registered as

“The Rural Landscape of Hineno-shō Ōgi” (nōson keikan 農村景観).

The findings are summarized as follows: First, there is a gap between the

historical evaluation and the residentsʼ consciousness regarding the history

represented by the landscape of the Ōgi district. The former emphasizes the

landscapeʼs connection with the period of the functioning of Hineno-shō and

ignores other periods, whereas the latter dismisses the landscapeʼs relation to

one particular time period, and focuses on it a more ambiguous unspecified

past. Furthermore, efforts to strengthen the historical value of the area by

unifying the cultural landscape with the national historic site can be seen in

Izumisanoʼs official actions. In contrast, the activities of local residents do not

demonstrate the same appreciation for the landscapeʼ s history. In other

words, the different evaluations applied in accordance with each position are

manifest in the disparate claims of the two groups. Under the circumstances,

most residents have a positive view of the registration and conservation of

the landscape as a cultural property. Such an acceptance, however, is

formulated with the understanding that historical evaluations and residentsʼ

perceptions are not in accord. There is a possibility that conflict in the Ōgi

district over conservation and utilization of the landscape will arise as

residents gradually acknowledge the historical significance of Hineno-shō.

This study illustrates the difficulty in reaching consensus due to discordant

views regarding conservation and utilization of manorial cultural landscapes.
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