
書

評

平
井
松
午
編

﹃
近
世
城
下
絵
図
の
景
観
分
析
・
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
﹄

川

名

禎

近
年
の
地
理
学
に
お
け
る
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
導
入
は
︑
高
度
な
統
計
分
析
を
可
能

に
し
て
相
応
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と
い
え
る
が
︑
一
方
で
従
来
の
研
究
方

法
や
問
題
関
心
を
も
変
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
た
な
か
歴
史
地
理

学
の
分
野
に
お
い
て
積
極
的
に
そ
の
可
能
性
を
試
し
て
き
た
編
者
が
︑
歴
史

地
理
学
の
研
究
に
お
け
る
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
有
効
性
を
示
す
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の

が
本
書
で
あ
る
︒
本
書
は
数
年
に
わ
た
る
科
学
研
究
費
を
使
用
し
た
共
同
研

究
﹁
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
近
世
城
下
の
解
析
と
時
空
間
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構

築
﹂
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
歴
史
地
理
学
や
日
本
史

学
を
専
門
と
す
る
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
論
考
は
必
ず
し
も
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
そ

う
し
た
点
で
は
本
書
は
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
の
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
城

下
町
及
び
近
世
都
市
研
究
そ
の
も
の
に
主
眼
を
置
い
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

一
方
で
︑
タ
イ
ト
ル
に
﹁
近
世
城
下
絵
図
﹂
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
︑

こ
れ
が
編
者
の
長
年
に
わ
た
る
絵
図
研
究
の
一
貫
で
あ
る
こ
と
を
表
す
と
同

時
に
︑
数
あ
る
史
料
の
中
で
も
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
可
能
に
す
る
近
世
測
量
絵
図

と
し
て
城
下
絵
図
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
本
書
は
Ｇ

Ｉ
Ｓ
の
利
用
と
城
下
絵
図
の
研
究
︑
そ
し
て
都
市
研
究
と
い
う
い
く
つ
も
の

テ
ー
マ
が
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
︒

特
に
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
専
門
と
し
な
い
評
者
に
と
っ
て
は
︑
従
来
か
ら
の
城
下

町
・
近
世
都
市
研
究
に
対
し
︑
ど
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
が
示
さ
れ
る
の
か
︑

大
き
な
期
待
を
抱
い
て
本
書
を
拝
読
し
た
︒
本
書
の
構
成
と
執
筆
者
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
︒

は
し
が
き

序
章

近
世
城
下
絵
図
の
分
析
と
課
題

歴
史
Ｇ
Ｉ
Ｓ
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ

︵
平
井
松
午
︶

第
Ⅰ
部

近
世
城
下
町
の
町
割
と
景
観

第
�
章

首
里
那
覇
鳥
瞰
図
の
年
代
設
定
と
描
か
れ
た
景
観
の
虚
実

︵
安
里

進
︶

第
�
章

絵
図
に
見
る
臼
杵
城
下
町
の
変
遷

絵
図
資
料
論
の
観
点
か

ら

︵
岡
村
一
幸
︶

第
�
章

長
府
城
下
町
の
重
層
的
景
観

古
代
国
府
・
中
世
府
中
・
近

世
城
下
町

︵
礒
永
和
貴
︶

第
�
章

徳
島
城
下
町
の
町
割
変
化

近
世
城
下
絵
図
の
比
較
分
析
・

Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析

︵
平
井
松
午
・
根
津
寿
夫
・
塚
本
章
宏
・
田

中
耕
市
︶

第
�
章

尾
張
犬
山
城
下
絵
図
の
系
譜
と
そ
の
特
徴

十
七
世
紀
後
期

に
お
け
る
犬
山
城
下
町
の
空
間
構
造

︵
山
村
亜
希
︶

第
�
章

越
後
国
新
発
田
城
下
町
絵
図
と
そ
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
︵
堀

健
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彦
・
小
田
匡
保
・
渡
部
浩
二
︶

第
�
章

名
所
図
会
資
料
に
対
す
る
歴
史
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
︵
長
谷
川
奨

悟
︶

第
Ⅱ
部

近
世
城
下
町
の
構
造
と
空
間
変
動

第
	
章

佐
賀
城
下
町
の
空
間
構
成
と
そ
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
の
試
み
︵
宮

崎
良
美
・
出
田
和
久
・
南
出
眞
助
︶

第


章

近
世
後
期
の
佐
賀
城
下
町
に
お
け
る
町
屋
地
区
と
そ
の
変
容

竈
帳
と
町
絵
図
を
用
い
た
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
の
試
み

︵
同
︶

第
10
章

城
下
町
絵
図
か
ら
み
た
近
世
和
歌
山
の
構
造

武
家
屋
敷
地

域
の
空
間
編
制
と
そ
の
維
持
を
め
ぐ
っ
て

︵
渡
邊
秀
一
︶

第
11
章

水
戸
城
下
に
お
け
る
十
七
世
紀
中
頃
と
十
九
世
紀
中
頃
に
お

け
る
禄
高
別
拝
領
屋
敷
地
の
分
布
︵
小
野
寺

淳
・
田
中
耕

市
・
永
井

博
・
小
橋
雄
毅
︶

第
12
章

明
和
六
年
︵
一
七
六
九
︶
の
米
沢
城
下
と
原
方
集
落
に
お
け

る
家
臣
の
屋
敷
配
置

Ｇ
Ｉ
Ｓ
城
下
図
の
分
析
を
通
し
て

︵
渡
辺
理
絵
・
角
屋
由
美
子
・
小
野
寺

淳
・
小
橋
雄
毅
︶

第
13
章

十
九
世
紀
末
の
関
東
地
方
南
部
に
お
け
る
天
然
痘
罹
患
率
・

死
亡
率
の
都
市
村
落
間
格
差
︵
川
口

洋
︶

本
書
は
二
部
構
成
を
と
っ
て
お
り
︑
景
観
と
都
市
構
造
に
テ
ー
マ
を
わ
け

て
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
に
つ
い
て
は
既
に
渡
辺
康

代
氏
に
よ
る
書
評①
も
あ
る
の
で
︑
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
な
が
ら
︑

評
者
な
り
の
感
想
を
述
べ
た
い
と
思
う
︒

序
章
で
は
︑
城
下
絵
図
の
分
類
を
示
し
た
上
で
︑
特
に
城
下
屋
敷
割
図
に

絞
っ
て
そ
の
位
置
付
け
や
史
料
上
の
性
格
︑
分
析
課
題
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
︒
こ
こ
で
武
家
屋
敷
に
注
目
す
る
理
由
が
︑
従
来
の
町
人
地
偏
重
の
城

下
町
研
究
に
対
す
る
反
省
か
ら
と
い
う
訳
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
武
家
屋
敷

が
城
下
絵
図
を
用
い
た
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
に
適
し
た
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
︒
実
際
に
本
書
で
は
多
く
の
研
究
が
武
家
屋
敷
を
対
象
と
し
て
い
る

の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
分
析
を
行
う
上
で
の
課
題
な
ど
が
具
体
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒
特
に
武
家
屋
敷
の
居
住
実
態
に
対
す
る
指
摘
は
注
目
で
き
︑
城

下
絵
図
を
扱
う
上
で
も
重
要
な
論
点
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑

一
見
す
る
と
城
下
絵
図
の
従
来
的
な
使
用
法
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
印
象
も
受
け
る
の
だ
が
︑
作
業
の
効
率
化
を
図
る
上
で
も
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
活

用
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

第
Ⅰ
部
第
�
章
は
︑
﹁
首
里
那
覇
鳥
瞰
図
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
首
里
城
と
那

覇
の
町
を
定
型
的
に
描
い
た
鳥
瞰
図
に
つ
い
て
集
成
的
な
分
析
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
︒
こ
の
鳥
瞰
図
は
い
わ
ゆ
る
城
下
絵
図
と
は
性
質
が
異
な
る
も
の

の
︑
景
観
描
写
が
詳
細
で
様
々
な
情
報
が
描
か
れ
て
い
る
︒
著
者
は
同
種
の

鳥
瞰
図
に
つ
い
て
詳
細
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
︑
絵
図
に
描
か
れ
た
景

観
年
代
を
も
と
に
各
図
の
作
成
年
代
を
推
定
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
視
点
の
違

い
か
ら
鳥
瞰
図
の
形
式
分
類
を
行
い
︑
そ
の
う
え
で
各
形
式
の
時
間
的
推
移

に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
︒
特
に
評
者
が
興
味
を
感
じ
た
の
は
︑
十

九
世
紀
後
半
か
ら
登
場
し
た
と
さ
れ
る
﹁
首
里
城
鳥
瞰
図
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ

は
単
視
点
で
手
前
に
那
覇
港
と
上
部
に
首
里
城
を
描
く
構
図
に
な
っ
て
い
る
︒

残
念
な
が
ら
掲
載
さ
れ
た
カ
ラ
ー
写
真
が
小
さ
く
︑
内
容
を
具
に
観
察
で
き

な
い
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
図
で
は
遠
方
に
あ
る
首
里
城
が
手
前
の
町
並
み
よ

り
も
や
や
大
き
く
描
か
れ
る
︑
逆
遠
近
法
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
様

に
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
た
可
能
性
は
︑
著
者
が
い
う
正
確
に
描
か
れ
た
那
覇

の
町
と
虚
構
の
首
里
城
と
い
う
対
比
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

書 評
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う
か
︒
他
に
も
鳥
瞰
図
か
ら
都
市
の
実
態
を
読
み
取
る
試
み
が
な
さ
れ
る
な

ど
︑
興
味
深
い
指
摘
も
多
い
︒

第
�
章
は
︑
臼
杵
城
下
町
に
お
け
る
城
下
の
成
立
及
び
変
遷
に
つ
い
て
︑

城
下
絵
図
を
用
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
五
〇
点
近
い
城
下
絵
図
を
比
較

検
討
し
︑
景
観
描
写
や
記
載
内
容
︑
作
成
契
機
な
ど
に
よ
り
そ
の
成
立
を
大

き
く
三
期
に
分
類
し
て
い
る
︒
城
下
の
変
遷
や
城
下
絵
図
の
概
要
が
端
的
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
非
常
に
参
考
に
な
る
が
︑
評
者
が
一
番
興
味
を
覚
え
る

の
は
﹁
寛
永
臼
杵
城
下
絵
図
﹂
で
あ
る
︒
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
慶
長

国
絵
図
と
描
写
上
の
共
通
点
を
持
つ
こ
の
城
下
絵
図
は
︑
﹁
臼
杵
藩
領
図
・

国
絵
図
写
﹂
と
も
関
連
し
︑
慶
長
国
絵
図
事
業
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で

も
大
変
貴
重
な
絵
図
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
た
印
象
を

受
け
る
が
︑
明
ら
か
に
著
者
の
関
心
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
可
能
性
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑
臼
杵
城

下
に
関
す
る
研
究
史
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
評
者
も
臼
杵
の
城
下

研
究
を
拙
稿
に
ま
と
め
て
い
る②
︒
そ
こ
で
は
景
観
研
究
に
お
け
る
近
世
城
下

絵
図
の
史
料
的
限
界
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
ご
一
読
願
い
た
い
︒

第
�
章
は
︑
長
府
城
下
町
に
お
い
て
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
﹁
重
層

的
景
観
﹂
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒
長
府
は
古
代
に
は
長
門
国
府
が
置
か

れ
︑
中
世
の
府
中
を
経
て
近
世
城
下
町
へ
と
役
割
を
変
え
て
い
っ
た
が
︑
各

時
代
の
痕
跡
を
景
観
か
ら
辿
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
地
籍
図

を
国
土
基
本
図
に
復
原
す
る
伝
統
的
な
歴
史
地
理
学
の
手
法
に
よ
り
︑
中
世

と
近
世
と
で
異
な
る
地
割
走
向
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
但
し
︑

同
一
箇
所
に
お
い
て
異
な
る
地
割
の
向
き
が
混
在
す
る
の
で
は
な
く
︑
檀
具

川
を
隔
て
た
南
北
で
異
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
海
岸
線

の
方
向
な
ど
も
異
な
る
こ
と
か
ら
︑
二
つ
の
地
割
方
向
を
ど
こ
ま
で
各
時
代

の
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
や
や
疑
問
も
残
っ
た
︒
特
に
中
世

に
お
い
て
は
埋
没
地
割
を
含
め
た
検
討
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

第
�
章
は
︑
徳
島
城
下
町
を
対
象
に
城
下
絵
図
の
比
較
分
析
及
び
Ｇ
Ｉ
Ｓ

分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
前
半
は
徳
島
城
下
の
変
遷
が
︑
領
国
構
造
の

あ
り
方
や
寛
永
期
の
都
市
再
編
と
共
に
綴
ら
れ
て
い
る
︒
次
い
で
正
保
城
絵

図
の
分
析
を
元
に
城
下
町
の
確
立
期
の
問
題
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
︒
後
半
は
︑
徳
島
城
下
の
﹁
城
下
屋
敷
割
絵
図
﹂
の
リ
ス
ト
化
と
各
図

の
検
討
が
加
え
ら
れ
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
の
対
象
と
な
る
絵
図
が
選
定
さ
れ
る
︒
そ

し
て
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
の
手
続
き
が
示
さ
れ
た
後
に
土
地
利
用
の
分
析
が
な
さ
れ

る
︒
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
の
利
点
は
定
量
化
で
き
る
点
に
あ
る
が
︑
明
治
初
年
の
絵
図

を
対
象
と
し
て
算
出
し
た
城
下
の
土
地
利
用
の
比
率
が
︑
﹃
府
県
地
租
改
正

紀
要
﹄
の
記
載
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
︒
改
め
て
こ
の
資

料
の
正
確
さ
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
用
い
て
城
下
の
比
率

を
論
じ
た
矢
守
一
彦
氏
の
業
績
も
ま
た
そ
の
価
値
を
高
め
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
の
他
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
に
よ
り
都
市
域
の
拡
大
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑

﹁
お
わ
り
に
﹂
を
読
ん
で
も
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
の
成
果
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な

い
な
ど
︑
新
た
な
分
析
手
段
の
有
効
性
を
高
ら
か
に
謳
う
と
ま
で
は
至
っ
て

い
な
い
様
で
少
し
残
念
で
あ
る
︒
し
か
し
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
お
り
今
後

の
成
果
に
期
待
が
持
た
れ
る
︒

第
�
章
は
︑
犬
山
城
下
町
を
事
例
に
︑
城
下
絵
図
の
系
譜
と
変
遷
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
︑
絵
図
の
記
載
を
元
に
城
下
町
の
景
観
変
遷
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
︒
冒
頭
で
犬
山
城
下
の
特
徴
を
述
べ
︑
﹁
城
主
の
政
治
的
立
場
や

意
向
に
左
右
さ
れ
や
す
い
﹃
政
治
都
市
﹄
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い

る
点
が
印
象
に
残
っ
た
︒
こ
う
し
た
視
点
は
他
の
城
下
町
に
も
適
用
で
き
︑

類
型
化
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
犬
山
の
城
下
絵
図
に
つ
い
て
は
概
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ね
近
世
前
半
に
集
中
し
て
お
り
︑
当
該
期
に
お
け
る
城
郭
・
城
下
町
の
建
設

と
の
関
わ
り
か
ら
こ
れ
を
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
随
所
に
重
要
な

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
景
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
主
に
矢
守
氏
の
研
究

の
成
果
に
則
っ
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
︑
総
構
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
の
か
︑
名
古
屋
口
の
存
在
も
踏
ま
え
て
も
う
少
し
具
体
的
に
示
し
て
頂

け
れ
ば
良
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

第
�
章
は
︑
新
発
田
城
下
町
を
事
例
に
︑
城
下
絵
図
の
比
較
検
討
と
絵
図

の
精
度
に
つ
い
て
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
城
下
町
全

体
を
描
い
た
絵
図
に
は
︑
正
保
城
絵
図
系
と
﹁
一
歩
一
間
歩
詰
﹂
系
の
二
種

類
が
存
在
す
る
が
︑
前
者
は
歪
み
が
大
き
い
上
に
地
割
の
改
変
も
あ
っ
て
現

在
地
と
の
対
照
が
難
し
い
こ
と
か
ら
︑
主
に
後
者
を
用
い
て
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
が

行
わ
れ
て
い
る
︒
絵
図
の
各
地
点
に
お
け
る
歪
み
の
抽
出
か
ら
は
︑
各
地
区

の
境
界
付
近
に
そ
れ
が
集
中
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
︑
武
家
地
と
町

人
地
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
絵
図
に
仕
立
て
ら
れ
︑
接
合
し
た
際
に
歪
み
が
生

じ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
歪
み
の
分
析
か
ら
絵
図
作
成
の

過
程
が
推
測
さ
れ
る
点
は
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
分
析
の
有
効
性
が
十
分
に
理

解
で
き
る
︒

第
�
章
は
︑
地
誌
書
や
名
所
図
会
か
ら
犬
山
城
下
町
の
空
間
を
論
じ
た
ユ

ニ
ー
ク
な
研
究
で
あ
る
︒
前
半
で
は
︑
近
世
地
誌
書
や
名
所
図
会
の
概
要
を

示
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
地
誌
書
及
び
案
内

記
の
編
纂
は
︑
対
象
地
域
や
内
容
を
踏
ま
え
概
ね
四
期
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
筆
者
は
こ
れ
ら
の
多
く
が
旧
国
域
を
対
象
と
し
て
い
る
点
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
︑
評
者
は
逆
に
十
八
世
紀
末
か
ら
旧
国
域
で
は
な
い
タ
イ
プ

の
地
誌
が
増
え
て
く
る
こ
と
の
方
に
興
味
を
覚
え
た
︒
道
︑
河
川
︑
ス
ポ
ッ

ト
︑
地
域
な
ど
の
地
誌
の
登
場
が
︑
行
動
文
化
や
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
成
熟
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
城
下
町
の
地
誌
と
い
う
も
の
も

こ
う
し
た
背
景
か
ら
捉
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
後

半
は
︑
﹃
犬
山
視
聞
図
会
﹄
を
中
心
に
︑
犬
山
城
下
の
場
所
や
風
景
が
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
︑
そ
の
分
布
傾
向
が
示
さ
れ
る
︒
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
前
面
に
出
し

た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
城
下
絵
図
で
は
明
ら
か
に
で

き
な
い
城
下
町
空
間
の
広
が
り
や
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
評
者

が
主
張
し
て
い
る
﹁
地
域
と
し
て
城
下
町
﹂
を
捉
え
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
し

て
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
う③
︒

第
Ⅱ
部
に
な
る
第
	
章
及
び


章
は
︑
佐
賀
城
下
町
を
事
例
に
武
家
地
及

び
町
屋
地
区
の
空
間
構
成
及
び
そ
の
変
容
に
つ
い
て
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
行
っ
た

研
究
で
あ
る
︒
第
	
章
の
前
半
は
︑
佐
賀
城
下
町
の
成
立
過
程
か
ら
城
下
町

プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け
を
行
い
︑
そ
の
後
の
変
容
に
つ
い
て
城
下
絵

図
を
用
い
て
検
討
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
に
用
い
ら
れ
る
屋
敷
帳
の

史
料
批
判
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
説
明
を
経
て
︑
後
半
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
が
行
わ

れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
武
家
地
に
お
け
る
流
動
性
の
高
さ
︑
と
り
わ
け
大
組
が

地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
持
た
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
︑
下
級
武
士
や
職
人
屋

敷
の
城
下
外
縁
部
に
お
け
る
立
地
傾
向
な
ど
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒

特
に
鬼
丸
地
区
に
お
い
て
藩
の
軍
制
改
革
に
伴
い
武
家
地
の
再
編
が
み
ら
れ

る
点
は
︑
幕
末
の
下
総
佐
倉
で
も
同
様
の
現
象
が
確
認
で
き
て
興
味
深
い④
︒

第


章
は
︑
有
名
な
﹁
竈
帳
﹂
の
分
析
を
通
じ
て
︑
居
住
者
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
及
び
Ｇ
Ｉ
Ｓ
地
図
の
作
成
を
行
い
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
町
屋
地

区
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
紺
屋
町
を
対
象
に
居
住
者

や
景
観
の
変
化
を
比
較
検
討
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
屋
敷
地
区
の
細
分
化

や
裏
町
の
形
成
が
確
認
さ
れ
た
ほ
か
︑
佐
賀
城
下
町
の
特
徴
で
あ
る
下
級
武

士
の
混
住
状
態
に
つ
い
て
は
︑
身
分
よ
り
も
職
業
が
選
好
さ
れ
た
可
能
性
を

書 評
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指
摘
し
て
い
る
︒
評
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
傾
向
を
佐
賀
の
特

殊
性
と
み
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
一
般
化
で
き
る
も
の
と
み
る
の
か
︑
そ
の
あ

た
り
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
︒
ま
た
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た

地
図
化
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
も
の
の
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用

い
た
分
析
と
い
う
点
で
は
さ
ら
な
る
可
能
性
を
提
示
し
て
欲
し
か
っ
た
様
に

思
う
︒

第
10
章
は
︑
和
歌
山
城
下
町
を
対
象
に
武
家
屋
敷
を
含
む
都
市
構
造
の
検

討
と
︑
﹁
身
分
制
的
空
間
編
制
﹂
原
理
の
維
持
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
︒
前
半
は
和
歌
山
城
下
町
の
概
要
を
示
し
︑
浅
野
期
の
原
形
態

と
そ
の
後
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
︑
複
数
の
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
階
層
化

さ
れ
る
構
造
と
︑
多
核
的
な
構
造
と
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
武
家
屋
敷
地
の
変
化
を
知
る
た
め
に
城
下
町
絵
図
を
選
別
し
︑
画
期

と
な
る
絵
図
の
景
観
年
代
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
絵
図

を
分
析
す
る
上
で
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
景
観
年
代

が
齟
齬
す
る
例
を
集
め
て
パ
タ
ー
ン
化
し
て
示
す
と
い
っ
た
こ
と
も
有
効
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
後
半
は
︑
武
家
屋
敷
の
移
動
及
び
拡
充
の
問
題
を

中
心
に
検
討
が
な
さ
れ
︑
ま
た
武
家
屋
敷
の
面
積
を
ラ
ン
ク
別
に
整
理
し
︑

そ
の
空
間
分
布
を
動
態
的
に
示
す
な
ど
︑
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

そ
う
し
て
﹁
身
分
制
的
な
空
間
編
制
﹂
原
理
の
維
持
に
つ
い
て
は
︑
屋
敷
の

移
動
と
拡
充
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
対
応
し
た
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
前
者
に
つ
い
て
は
﹁
身
分
制
的
な
空
間
編
制
﹂
を
維
持
す

る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
と
し
て
も
︑
後
者
に
つ
い
て
は
こ
の
空
間
原
理

に
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
り
︑
こ
れ
を
維
持

す
る
方
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
様
に
も
思
わ
れ
る
︒

第
11
章
は
︑
水
戸
城
下
町
に
お
け
る
武
家
屋
敷
の
禄
高
別
分
布
を
︑
十
七

世
紀
中
頃
と
十
九
世
紀
中
頃
と
で
比
較
し
た
研
究
で
あ
る
︒
前
半
は
︑
水
戸

城
下
町
の
概
要
を
示
し
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
行
う
城
下
絵
図
の
選
別
な
ど
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
な
ぜ
か
千
波
湖
の
規
模
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ

る
が
︑
絵
図
の
注
記
と
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
に
よ
る
結
果
を
比
較
し
︑
絵
図
そ
の
も

の
の
精
度
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
後
半
は
︑
城
下
復
原
を
行
う

た
め
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
の
手
順
や
そ
の
問
題
点
な
ど
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
︑
さ

ら
に
拝
領
屋
敷
の
属
性
情
報
と
し
て
用
い
る
家
譜
に
つ
い
て
の
概
要
が
示
さ

れ
て
い
る
︒
最
後
に
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
に
よ
る
考
察
が
な
さ
れ
︑
十
七
世
紀
中
頃

に
は
禄
高
に
応
じ
た
屋
敷
割
り
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
︑
十
九
世
紀
中
頃
に

は
︑
幕
末
に
お
け
る
藩
の
事
情
な
ど
も
関
係
し
︑
屋
敷
割
り
の
秩
序
が
変
容

し
て
い
た
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

第
12
章
は
︑
米
沢
城
下
町
を
対
象
に
家
臣
の
屋
敷
配
置
に
つ
い
て
分
析
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
構
成
は
概
ね
第
11
章
と
同
様
で
あ
る
が
︑
城
下
屋
敷

と
城
下
外
縁
部
の
原
方
集
落
と
を
比
較
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
Ｇ
Ｉ

Ｓ
分
析
の
結
果
か
ら
は
︑
武
家
屋
敷
地
に
お
い
て
番
組
ご
と
の
集
住
が
み
ら

れ
な
い
こ
と
と
︑
城
下
と
原
方
集
落
の
双
方
で
空
き
家
が
増
加
し
︑
屋
敷
地

の
低
密
度
化
が
進
行
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
後
者
の
理

由
に
つ
い
て
は
領
内
人
口
の
減
少
と
の
関
係
で
説
明
さ
れ
て
い
る
が
︑
家
臣

の
人
数
は
通
常
は
藩
の
石
高
に
比
例
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
領
内
人
口
と

比
例
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
示
し
て
頂
き
た
か
っ
た
︒

第
13
章
は
︑
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
関
東
の
天
然
痘
罹
患
者
の
割
合
か
ら
︑

都
市
村
落
間
に
お
け
る
格
差
の
問
題
に
つ
い
て
︑
府
県
統
計
書
な
ど
を
用
い

て
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
旧
城
下
町
で
あ
る
川
越
や
小

田
原
で
は
︑
罹
患
率
に
お
い
て
都
市
村
落
間
の
格
差
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

但
し
︑
こ
の
結
果
が
旧
城
下
町
で
あ
る
こ
と
と
本
質
的
に
関
係
す
る
か
に
つ
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い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
本
章
は
本
書
の
趣
旨
か
ら
し
て

み
れ
ば
明
ら
か
に
異
質
な
内
容
で
あ
る
が
︑
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
Ｇ
Ｉ
Ｓ

分
析
の
方
法
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
本
書
に
収
め
ら
れ
た
意
義
は
少
な
く

な
い
よ
う
に
思
う
︒

以
上
︑
各
章
の
内
容
と
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
き
た
が
︑
つ
ぎ
に
本
書
を

通
じ
て
感
じ
た
問
題
点
を
二
つ
だ
け
挙
げ
て
︑
書
評
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し

た
い
︒

ま
ず
一
つ
は
︑
地
理
学
に
お
い
て
城
下
町
研
究
が
こ
れ
ま
で
追
求
し
て
き

た
︑
都
市
住
民
の
﹁
身
分
﹂
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
︒
評
者
は
﹁
身
分
﹂
と

い
う
場
合
に
は
︑
階
級
身
分
と
職
能
身
分
と
を
分
け
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
考
え
て
い
る
︒
そ
う
し
た
上
で
住
民
の
空
間
居
住
分
布
を
分
析
す
る

場
合
に
は
︑
ど
ち
ら
の
性
質
が
本
質
的
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
︒
本
書
の
各
章
で
は
︑
概
ね
階
級
身
分
か

ら
地
域
区
分
や
都
市
構
造
を
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
矢
守
一
彦
氏
を
は
じ
め
と
す
る
︑
城
下
町
を
﹁
身
分
制
都
市
﹂
と
し

て
捉
え
る
従
来
か
ら
の
考
え
方
を
基
本
的
に
は
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
︑
身

分
制
的
な
空
間
規
範
の
変
容
を
捉
え
る
こ
と
で
先
行
研
究
を
超
え
よ
う
と
し

た
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
で
は
第
�
～
�
章
︑
第
	
～
12
章
に
お
い
て
そ
う

し
た
立
場
が
と
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
近
年
に
お
け
る
地
理
学
分
野
か
ら
の

城
下
町
研
究
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
理
念

的
な
都
市
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
も
具
体
的
な
分
析
で
見
え
て
く
る
の
は
︑

職
業
や
役
職
の
違
い
に
よ
り
異
な
る
立
地
パ
タ
ー
ン
を
示
す
と
い
う
極
め
て

機
能
的
な
実
態
で
あ
る
︒
例
え
ば
第


章
で
は
︑
屋
敷
帳
に
記
載
が
あ
る
手

明
鑓
︑
足
軽
︑
歩
行
︑
大
工
棟
梁
︑
職
人
︑
又
内
︑
社
人
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に

居
住
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
職
能
的
な
個
性
が
み
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
を
階
級

的
な
身
分
で
捉
え
て
し
ま
う
と
極
め
て
平
均
的
な
結
果
し
か
見
え
て
こ
な
い

の
で
あ
り
︑
結
局
は
身
分
制
の
同
心
円
的
な
空
間
理
解
に
終
始
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
点
に
対
し
︑
評
者
は
職
能
的
及
び
機
能
的
な
居
住
立

地
と
い
う
視
点
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が⑤
︑
身
分
制
に
よ
る
限

界
を
認
め
つ
つ
も
近
世
都
市
の
合
理
的
な
性
質
を
評
価
す
る
こ
と
が
次
の
段

階
で
は
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
点
目
と
し
て
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
の
成
果
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
書
で
は
︑

歴
史
地
理
学
研
究
に
お
け
る
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
導
入
を
積
極
的
に
行
い
︑
新
た
な
研

究
方
法
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
︒
一

方
で
︑
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
有
効
性
が
試
さ
れ
る
内
容
で
あ
っ
た
が
︑
果
た

し
て
従
来
の
研
究
方
法
を
ど
れ
だ
け
前
進
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
こ

の
問
い
の
答
え
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
第
10
章
で
あ
る
︒
本
章
は
︑

特
に
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
従
来
の
城
下
町
研
究
に
お
け

る
方
法
の
延
長
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
詳
細
な
分

析
や
問
題
意
識
は
︑
他
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
を
用
い
た
論
考
を
凌
ぐ
も
の
と
い
え

る
︒
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
方
法
と
︑
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
研
究
と
を
比
較
し

た
場
合
に
︑
そ
こ
に
大
き
な
違
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
︒
そ
れ
は
恐
ら
く
︑
都
市
研
究
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
題
意
識
に
原

因
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
︒
研
究
目
的
や
問
題
関
心
が
深
め
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
︑
い
か
に
技
術
を
駆
使
し
て
も
自
ず
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論

は
陳
腐
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
使
用
す
る
こ
と
が
目
的

化
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
技
術
の
進
歩
が
学
問
の
発
展
に
結
び
つ
か

な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
︒
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
果
た
し
て
共
有
さ
れ
て
い

た
だ
ろ
う
か
︒
原
点
に
戻
り
そ
う
し
た
点
を
も
う
一
度
踏
ま
え
る
こ
と
が
何

よ
り
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
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他
方
︑
地
理
情
報
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
化
は
︑
研
究
者
に
お
け
る
情
報
公
開
や
︑
第

12
章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
観
光
や
教
育
現
場
で
の
活
用
と
い
っ
た
面

で
大
い
に
期
待
さ
れ
る
︒
本
書
で
は
そ
う
し
た
試
み
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ

て
お
り
︑
今
後
の
デ
ー
タ
整
備
と
そ
の
活
用
に
道
筋
を
つ
け
︑
さ
ら
な
る
成

果
を
重
ね
て
い
っ
て
頂
き
た
い
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
︑
そ
れ
に
若
干
の
感
想
を
述
べ
︑

評
者
な
り
の
本
書
に
お
け
る
課
題
を
挙
げ
て
き
た
︒
各
章
に
お
け
る
研
究
成

果
を
正
し
く
評
価
し
尽
く
し
て
い
な
い
点
は
︑
も
と
よ
り
評
者
の
力
量
不
足

に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
︒
最
後
に
︑
新
た
な
課
題
と

問
題
意
識
を
踏
ま
え
︑
本
書
の
続
編
が
十
年
二
十
年
先
に
残
る
も
の
と
し
て

編
ま
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
︒

①

渡
辺
康
代
︵
二
〇
一
九
︶
﹁
︵
書
評
︶
平
井
松
午
編
﹃
近
世
城
下
絵
図
の
景
観
分

析
・
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
﹄
﹂
﹃
歴
史
地
理
学
﹄
六
一

-
四
︒

②

拙
稿
︵
二
〇
〇
六
︶
﹁
二
王
座
村
絵
図
に
み
る
臼
杵
城
下
の
景
観
と
地
域
構
成
﹂

﹃
地
図
﹄
四
四

-
三
︒

③

拙
稿
︵
二
〇
一
八
︶
﹁
﹃
城
下
町
﹄
用
語
と
そ
の
概
念
の
変
遷
﹂
﹃
國
學
院
雑
誌
﹄

一
一
九

-
三
︒

④

拙
稿
︵
二
〇
一
九
︶
﹁
絵
図
か
ら
み
た
城
下
町
佐
倉
﹂
﹃
佐
倉
市
史
研
究
﹄
三
二
︒

⑤

拙
稿
︵
二
〇
一
六
︶
﹁
久
世
氏
入
部
期
に
お
け
る
関
宿
城
総
構
内
の
屋
敷
配
置

と
空
間
構
成

﹃
世
喜
宿
城
之
図
﹄
の
検
討
を
通
じ
て

﹂
﹃
野
田
市
史
研
究
﹄

二
六
︒

︵
Ｂ
�
判

二
〇
一
九
年
三
月

古
今
書
院

二
八
一
頁

税
別
八
四
〇
〇
円
︶

︵
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
︶
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