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「
こ
の
風
景
は
人
を
幸
せ
に
し
ま

す
…
。
」
ぽ
つ
り
と
彼
は
つ
ぶ
や

い
た
。 

そ
の
こ
と
ば
に
居
合
わ
せ
た
数
人

が
、
迷
い
か
ら
覚
め
た
。 

先
人
が
築
い
た
こ
の
風
景
を
ま
も

る
こ
と
が
、
生
業
や
暮
ら
し
を
ま

も
り
、
集
落
の
将
来
像
を
描
く
こ

と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
と

気
が
つ
い
た
の
だ
。 

と
な
り
で
傘
寿
を
迎
え
た
好
好
爺

が
、
石
積
み
を
見
上
げ
て
感
慨
深

げ
に
ニ
ッ
と
笑
っ
た
。 

「
若
い
頃
は
よ
く
段
畑
を
恨
ん
だ

も
ん
じ
ゃ
が
。
今
は
宝
に
み
え
て

く
る
け
ん
不
思
議
な
も
の
よ
…
。」 

           

           

           

▼
四
月
十
九
日
に
狩
江
公
民
館
で

委
員
の
皆
さ
ん
を
お
招
き
し
、
調

査
事
業
の
検
討
と
方
針
を
決
め
ま

し
た
。
調
査
は
文
化
的
景
観
を
、

国
に
選
定
申
請
す
る
ま
で
に
必
要

な
最
初
の
取
組
で
す
▼
こ
の
調
査

で
景
観
を
形
づ
く
る
要
素
に
な
る

も
の(

山
か
ら
集
落
、
海
ま
で)

の

経
緯
や
特
質
を
調
べ
、
価
値
を
把

握
し
、
保
護
す
べ
き
も
の
を
は
っ

き
り
さ
せ
ま
す
▼
こ
の
調
査
は
、

保
護
対
象
の
望
ま
し
い
将
来
像
と

そ
こ
に
至
る
過
程
を
定
め
る
文
化

的
景
観
保
存
計
画
に
活
か
さ
れ
る

の
で
重
要
な
作
業
で
す
。
調
査
が

進
め
ば
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
地

域
の
姿
も
見
え
て
く
る
こ
と
で
し

ょ
う
▼
専
門
分
野
毎
に
先
生
方
が

調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
が
、
地

元
の
皆
さ
ん
方
に
は
調
査
へ
の
協

力
を
ぜ
ひ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
以
下
関
連
記
事
） 

文
化
的
景
観
だ
よ
り 

第
一
号 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
〇
日
発
行 

発
行
元 

西
予
市
教
育
委
員
会
文
化
体
育
振
興
課 

「
狩
浜
の
段
々
畑
と
宇
和
海

の
文
化
的
景
観(

仮
称)

」
の

調
査
が
は
じ
ま
り
ま
し
た 
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文
化
的
景
観
と
は
？ 

日
本
に
は
季
節
や
そ
の
土
地
な

ら
で
は
の
美
し
い
風
景
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
景
観
を
求
め
て
旅
行
を

楽
し
む
人
も
多
い
で
し
ょ
う
▼
そ

の
景
観
は
自
然
が
つ
く
り
上
げ
た

も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
の
地
域
の
文

化
や
風
土
を
介
し
て
つ
く
ら
れ
た

も
の
も
あ
り
ま
す
▼
西
予
市
が
取

り
組
ん
で
い
る
ジ
オ
パ
ー
ク
を
例

に
あ
げ
る
と
、
前
記
が
三
瓶
の
須

崎
海
岸
や
大
野
ヶ
原
の
カ
ル
ス
ト

台
地
な
ど
、
後
記
が
棚
田
や
段
々

畑
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に
暮
ら

し
や
な
り
わ
い
の
中
で
、
自
然
景

観
に
人
の
手
が
加
わ
り
で
き
あ
が

っ
た
景
観
を
文
化
的
景
観
と
い
う

の
で
す
。 

こ
の
景
観
地
は
次
の
よ
う
に
分

類
さ
れ
ま
す
。 

① 

水
田
、畑
地
な
ど
の
農
耕
に

関
す
る
景
観
地 

② 

茅
野
、牧
野
な
ど
の
採
草
・放

牧
に
関
す
る
景
観
地 

③ 

用
材
林
、防
災
林
な
ど
の
森

林
の
利
用
に
関
す
る
景
観
地 

北山めぐみ 委員 

 (きたやま めぐみ)  

竹ノ内 徳人 委員 

 (たけのうち なるひと)  

オブザーバー 文化庁 

市原富士夫 調査官 

 (いちはら ふじお)  

釜床 美也子 委員 

 (かまとこ みやこ)  

榊原 正幸 委員 

 (さかきばら まさゆき)  

上杉 和央 委員長 

(うえすぎ かずひろ)  

高木 基裕 委員 

 (たかぎ もとひろ)  

宮本 春樹 副委員長 

(みやもと はるき)  

景観の構成要素 主な調査分野 担当委員 所     属 

1 地域の歴史 

・段々畑のなりたち 

・文化財等 

2 自然 

・動植物、地質、気候 

3 生活・生業 

・暮らし・伝統文化・産

業 

歴史・地理 上 杉 和 央 京都府立大学 

農業 宮 本 春 樹 和霊小学校 

地質 榊 原 正 幸 愛媛大学 

水生生物 高 木 基 裕 愛媛大学 

漁業経済 竹ノ内 徳人 愛媛大学 

伝統構法 釜床 美也子 香川大学 

歴史的環境保全 北山 めぐみ 高知工業高等専門学校 

※その他の分野の専門家に調査を依頼する場合があります。 
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④ 

養
殖
い
か
だ
、海
苔
ひ
び
な
ど

の
漁
ろ
う
に
関
す
る
景
観
地  

⑤ 
た
め
池
、水
路
、港
な
ど
の
水

の
利
用
に
関
す
る
景
観
地 

⑥ 

鉱
山
、採
石
場
、工
場
群
な

ど
の
採
掘
・製
造
に
関
す
る
景

観
地 

⑦ 

道
、広
場
な
ど
の
流
通
、往
来

に
関
す
る
景
観
地 

⑧ 

垣
根
、屋
敷
林
な
ど
の
居
住

に
関
す
る
景
観
地 

⑨ 

こ
れ
ら
が
複
合
し
た
景
観
地 

               

 

▼
文
化
財
保
護
法
で
文
化
的
景
観

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。 

 

「
文
化
的
景
観
と
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
が
で
き
な
い
も
の
」 

 

こ
の
よ
う
な
景
観
地
は
私
た
ち

の
身
の
回
り
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
で
も
そ
の
多
く
は
地
元
の
方

に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
身
近
な
も

の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
価
値
に

気
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

し
か
し
狩
浜
で
は
、
早
く
か
ら
こ

の
風
景
が
郷
土
の
誇
り
の
一
つ
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
▼

昭
和
十
五
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
狩

江
郷
土
讀
本
』に
は｢

権
現
山
に
登

る｣

の
頁
で
、そ
の
段
々
畑
景
観
の

す
ば
ら
し
さ
を
子
ど
も
に
語
り
か

け
、
先
人
た
ち
の
偉
業
を
讃
え
て

い
ま
す
▼
近
年
、
生
業
の
場
と
し

て
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
の
狩
浜
の

段
々
畑
の
風
景
が
、
国
内
で
も
類

を
見
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
▼
現
在
、

文
化
的
景
観
を
保
護
す
る
国
の
制

度
が
あ
り
、
こ
れ
を
活
用
し
、
そ

の
大
切
さ
を
理
解
し
、
次
の
世
代

に
引
き
継
い
で
い
く
取
り
組
み
が

全
国
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
▼
こ

の
文
化
的
景
観
を
国
が
認
め
た
も

の
を
「
重
要
文
化
的
景
観
」
と
い

い
、文
化
財
の
一
つ
の
分
野
で
す
。

こ
れ
は
景
観
を
文
化
財
と
し
て
位

置
づ
け
た
も
の
で
す
。 

 

注
目
さ
れ
て
い
た 

狩
浜
の
景
観  

文
化
的
景
観
の
制
度
が
は
じ
ま

っ
た
の
は
平
成
十
七
年
。
そ
の
前

に
平
成
十
二
年
か
ら
十
五
年
に
か

け
て
文
化
庁
で
全
国
の
景
観
候
補

地
の
調
査
を
行
い
、
一
次
調
査
で

約
二
千
三
百
件
、
二
次
調
査
で
約

五
百
件
、
そ
の
う
ち
重
要
地
域
は

百
八
十
箇
所
に
し
ぼ
ら
れ
ま
し
た

▼
現
在(

一
月
末)

全
国
で
四
十
七

箇
所
の
重
要
文
化
的
景
観
が
選
定

さ
れ
て
お
り
、
県
内
で
は
狩
浜
の

写真上（三瓶：須崎海岸）右下（野村：四国カルスト）左下（城川：堂の坂の棚田） 
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大野ヶ原で牛が草を食む風景は文化的景観 

対
岸
、宇
和
島
市
遊
子
水
荷
浦（
み

ず
が
う
ら
）
の
段
々
畑
が
唯
一
の

選
定
事
例
で
す
▼
狩
浜
の
風
景
は
、

「
白
い
石
積
の
段
々
畑
と
宇
和
海
」

の
名
称
で
重
要
地
域
※
１

に
選
ば

れ
た
一
つ
で
す
。
ま
た
愛
媛
県
下

の
近
代
化
遺
産
に
も
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
平
成
二
十
五
年
に
四
国

西
予
ジ
オ
パ
ー
ク
が
認
定
さ
れ
た

こ
と
で
、
ジ
オ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
な
り
、
訪
れ

る
人
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
地
元

で
自
主
的
な
段
々
畑
ガ
イ
ド
も
は

じ
ま
り
ま
し
た
▼
そ
ん
な
中
、
昨

年
十
月
、
文
化
庁
の
現
地
視
察
が

あ
り
、
改
め
て
高
い
評
価
が
得
ら

れ
た
こ
と
を
地
元
の
集
会
で
紹
介

し
た
と
こ
ろ
、
「
ぜ
ひ
こ
の
風
景

を
の
こ
す
た
め
に
市
に
協
力
を
お

願
い
し
た
い
」
と
の
要
望
が
だ
さ

れ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
理
事

者
に
つ
な
ぎ
、
要
望
や
地
元
の
活

動
を
参
考
に
市
も
動
き
始
め
、
翌

十
一
月
に
は
文
化
庁
の
市
原
調
査

官
を
招
い
て
、
詳
細
な
視
察
と
講

演
会
を
行
う
に
至
り
ま
し
た
。
重

要
文
化
的
景
観
選
定
に
向
け
て
そ

の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
す
。 

※
１

市
内
で
は
狩
浜
以
外
に
「
城
川
町
の

茶
堂
と
山
村
」
、｢

野
村
町
大
野
ヶ
原
の

カ
ル
ス
ト
地
形
と
牧
草
地
」
が
重
要
地
域

に
な
っ
て
い
ま
す
。
カ
ル
ス
ト
地
形
自
体

は
自
然
景
観
で
す
が
、
地
形
を
利
用
し
た

牧
草
地
の
風
景
は
文
化
的
景
観
で
す
。 

 

  

選
定
さ
れ
る
と
地
域
は 

ど
う
な
り
ま
す
か
？ 

 

選
定
は
目
標
で
あ
っ
て
、
ゴ
ー

ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
い
歳
月

を
か
け
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
景
観

を
、
今
後
も
ま
も
り
続
け
る
手
段

の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
保

護
対
象
物
の
修
理
な
ど
、
国
の
補

助
制
度
が
活
用
で
き
る
よ
う
な
目

に
見
え
る
も
の
、
逆
に
景
観
保
護

の
た
め
の
約
束
ご
と
も
あ
り
ま
す

▼
し
か
し
、
景
観
保
護
を
通
じ
、

こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
に
誇
り
を
も

ち
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
地
域
に
し

て
い
き
た
い
の
か
、
皆
さ
ん
が
そ

ん
な
地
域
の
将
来
像
を
描
く
材
料

の
一
つ
に
な
る
は
ず
で
す
▼
こ
れ

ら
の
取
組
こ
そ
ま
ち
づ
く
り
の
理

念
と
な
り
、
き
っ
と
集
落
や
生
業

の
維
持
発
展
に
も
つ
な
が
る
で
し

ょ
う
。
ま
た
年
配
の
方
が
い
き
い

き
と
昔
の
暮
ら
し
を
今
に
語
り
継

ぐ
、
そ
ん
な
光
景
も
み
え
て
き
そ

う
で
す
。 

  

景
観
保
護
の 

主
役
は
住
民
で
す  

文
化
的
景
観
保
護
は
地
元
の
皆

さ
ん
が
景
観
を
守
っ
て
い
こ
う
と

す
る
心
意
気
が
必
要
で
す
。
地
元

で
景
観
を
守
る
体
制
が
整
っ
て
は

じ
め
て
選
定
申
請
に
つ
な
が
る
の

で
す
▼
皆
さ
ん
の「
ま
も
り
た
い
」

と
い
う
思
い
や
、
そ
の
保
存
活
動

等
の
実
践
に
対
し
て
、
行
政
は
お

手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、

景
観
保
護
の
主
役
は
皆
さ
ん
な
の

で
す
▼
先
人
が
築
き
上
げ
た
段
々

畑
は
狩
浜
の
宝
で
あ
り
、
西
予
市

の
宝
で
す
。
皆
で
気
持
ち
を
一
つ

に
す
れ
ば
き
っ
と
日
本
の
宝
に
な

り
ま
す
。
先
般
行
わ
れ
た
狩
浜
地

区
の
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
段
々

畑
景
観
が
自
慢
で
あ
る
と
答
え
た

方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
景
観
認
識

と
関
心
は
確
実
に
高
ま
っ
て
い
ま

す
。 

    

山
村
特
有
の
茶
堂
文
化 
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選
定
ま
で
に
ど
ん
な
準
備

が
必
要
で
す
か
？ 

  

景
観
選
定
ま
で
に
は
い
ろ
い
ろ

な
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
お
お
む
ね
次
の
よ
う

な
流
れ
で
す
。

  

 

  

 

※
所
有
者
等
の
同
意 

 

※
選
定
ま
で
の
期
間
は
約
三
年
を

目
安
に
し
て
い
ま
す
。 

 

今
後
の
取
組
に
つ
い
て 

調
査
事
業
は
文
化
的
景
観
保
護

推
進
事
業
の
一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
推
進
事
業
を
十
分
理
解

い
た
だ
い
て
、
取
り
組
み
を
進
め

ま
す
。行
政
と
し
て
調
査
の
他
に
、

皆
さ
ん
に
向
け
て
次
の
事
業
も
行

い
ま
す
。 

 

１ 

学
習
会
等
の
開
催 

文
化
的
景
観
や
、
景
観
保
護
を

理
解
す
る
た
め
の
学
習
会
や
講
演

会
、
委
員
の
み
な
さ
ん
の
調
査
報

告
会
な
ど
、
学
び
の
機
会
を
つ
く

り
ま
す
。 

 ２ 

広
報
活
動 

こ
の
事
業
が
ど
ん
な
ふ
う
に
進

め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
団
体
の
集
ま
り
な

ど
で
も
景
観
の
説
明
に
参
り
ま
す

の
で
気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ

い
。 

※
調
査
で
地
域
の
歴
史
や
く
ら
し

の
こ
と
を
、
皆
さ
ん
方
か
ら
聴
き

と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
に
ご

年
配
の
方
々
の
記
憶
は
貴
重
で
す
。

自
分
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
、
畑
や

海
、集
落
は
こ
ん
な
様
子
だ
っ
た
。

こ
ん
な
も
の
を
食
べ
て
、
こ
ん
な

暮
ら
し
を
し
て
き
た
等
々
、
お
家

に
当
時
の
文
書
や
史
料
・
写
真
が

あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
見
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
か
ら
聴
き
と
り
の
依

頼
が
あ
っ
た
と
き
ば
ぜ
ひ
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

※
先
生
方
と
一
緒
に
、
手
伝
い
の

学
生
た
ち
も
調
査
に
同
行
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
す
。
か
ま
え
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
い
つ

も
ど
お
り
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

地
元
の
皆
さ
ん
、
お
一
人
お
ひ
と

り
が
語
り
部
で
す
。
調
査
は
休
み

な
ど
利
用
し
、
泊
ま
り
が
け
で
数

日
間
に
わ
た
り
ま
す
。
時
々
、
交

流
の
場
も
つ
く
れ
た
ら
い
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

           

１
景
観
調
査
を
行
う 

・
地
域
の
歴
史
（
段
々
畑
の
な

り
た
ち
、
文
化
財
等
）
、
自
然

(

動
植
物
、
地
質
、
気
候
等)

、

生
活
・
生
業
（
暮
ら
し
、
伝
統

文
化
、
産
業
等)

な
ど
に
つ
い
て

学
術
調
査
を
行
い
ま
す
。 

２
景
観
計
画
を
立
て
る 

・
こ
れ
か
ら
景
観
を
守
っ
て
い

く
た
め
の
景
観
保
存
計
画
を

立
案
し
ま
す
。(

調
査
を
も
と

に
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
す) 

３
景
観
条
例
を
つ
く
る 

・
市
で
景
観
を
ま
も
る
た
め
の

決
ま
り
（
条
例)

を
つ
く
り
、
保

護
し
て
い
く
体
制
を
整
え
ま

す
。 

 ４
国
に
申
し
出
す
る 

・
国(
文
化
庁)

に
申
し
出
、
認
め

ら
れ
れ
ば
、｢

重
要
文
化
的
景

観｣

と
し
て
国
の
選
定
を
受
け

ま
す
。 

 

西予市ホームページにジオパー

クのサイトがあります。このジ

オポイントの航空写真コーナー

が景観を見るのに役にたちま

す。鳥になった気分でわが町の

景観をお楽しみ下さい。

http://seiyo-geo.jp/photo/virtualto

ur.html 
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狩
江
人
と
い
う 

生
き
方 

 

 

さ
つ
ま
芋 

今
で
は
さ
つ
ま
芋
も
た
ま
に
一

個
か
二
個
を
食
用
に
す
る
く
ら
い

だ
が
、
戦
中
、
戦
後
の
食
糧
不
足

に
は
、
随
分
と
役
に
立
っ
た
。
当

時
は
ど
こ
の
家
で
も
、
芋
を
貯
蔵

す
る
芋
つ
ぼ
が
床
下
に
作
ら
れ
て

い
た
。
芋
つ
ぼ
は
相
当
に
広
く
、

つ
ぼ
の
周
囲
は
む
し
ろ
で
囲
い
、

程
よ
い
温
度
を
保
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。 

さ
つ
ま
芋
は
、
作
り
や
す
い
上

に
さ
ま
ざ
ま
に
食
用
に
さ
れ
て
い

た
の
で
増
産
さ
れ
た
。
掘
り
上
げ

た
芋
は
、
ま
ず
千
貫
切
り
（
せ
ん

か
ん
ぎ
り
）
と
い
う
機
械
で
ス
ラ

イ
ス
し
て
、
天
日
で
干
し
あ
げ
て

製
粉
す
る
。
芋
の
粉
は
、
芋
が
な

く
な
る
夏
場
に
だ
い
た
い
芋
の
粉

だ
ん
ご
に
し
て
食
べ
て
い
た
。
ス

ラ
イ
ス
し
て
干
し
た
も
の
は
、
荒

く
折
っ
て
炊
い
て
カ
ン
コ
ロ
と
い

っ
て
主
食
の
足
し
に
し
た
。 

生
の
芋
は
、
一
般
的
に
は
む
し

芋
と
し
て
食
べ
た
が
、
芋
飯
と
か

芋
粥
（
か
ゆ
）
と
し
て
食
べ
、
主

食
の
代
用
食
と
し
て
毎
日
毎
日
食

べ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
芋
つ
ぼ

に
は
相
当
貯
え
ら
れ
、
南
瓜
（
か

ぼ
ち
ゃ
）
等
も
一
緒
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
。 

芋
か
ら
焼
酎
を
作
っ
て
芋
つ
ぼ

に
隠
し
て
飲
ん
で
い
た
と
も
聞
い

て
た
。
こ
れ
を
バ
ク
ダ
ン
と
言
っ

た
。蒸
し
芋
を
食
べ
た
後
の
皮
は
、

捨
て
ず
に
豚
の
え
さ
に
し
た
。 

少
々
下
品
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

父
親
が
こ
ん
な
替
え
歌
を
作
っ
た
。 

  

朝
は
芋
が
ゆ 

お
昼
は
芋
よ 

晩
は
芋
飯 

 

は
か
な
い
食
事 

末
は
芋
ぐ
そ 

末
は
芋
ぐ
そ 

芋
の
肥
え 

  

追
記 

 

・
「
芋
あ
め
」
作
り
、
「
ひ
が
し

山
」
作
り
も
し
た
が
、
ひ
が
し
山

は
子
ど
も
の
お
や
つ
の
中
で
も
最

高
だ
っ
た
。 

・
夏
の
水
泳
の
時
に
は
、
タ
オ
ル

に
芋
だ
ん
ご
を
五
、
六
枚
つ
つ
ん

で
お
き
、
泳
い
で
、
腹
が
す
く
と

お
や
つ
と
し
て
よ
く
食
べ
た
も
の

だ
。 

       

【編
集
後
記
】 

日
本
地
図
を
作
っ
た
伊
能
忠
敬

が
お
よ
そ
二
百
十
年
前
に
六
次
測

量
中
に
こ
こ
で
宿
を
と
り
ま
し
た
。

当
時
は
ま
だ
狩
濵
浦
と
渡
江
浦
。

▼
こ
の
集
落
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
畑
は
海
は
…
。
ご

先
祖
様
が
、な
ぜ
こ
の
地
を
選
び
、

集
落
を
つ
く
っ
た
の
か
。
地
域
に
の

こ
る
文
化
財
や
行
事
を
見
つ
め
直

す
と
何
か
心
通
う
も
の
が
あ
り
ま

す
▼
子
ど
も
の
頃
、見
上
げ
た
段

畑
は
ま
る
で
大
き
な
城
跡
の
よ
う

に
思
え
、子
ど
も
心
に
も
形
容
し

が
た
い
誇
ら
し
さ
を
感
じ
た
も
の

で
す
▼
調
査
事
業
が
は
じ
ま
り
、

ま
ず
は
文
化
的
景
観
と
今
回
の
事

業
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

情
報
誌
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り

ま
し
た
。
今
後
、
地
元
の
情
報
提
供
、

情
報
交
換
の
場
に
な
れ
ば
幸
い
で

す
▼
文
化
的
景
観
保
護
推
進
事
業

は
宇
都
宮
松
夫
と
稲
田
行
寛
が
担

当
し
ま
す
。 

お
問
い
合
わ
せ
は
文
化
体
育
振
課

(

電
話
６
２-

６
４
１
６)

ま
で 

（ 

文
責 

沖
村
） 

狩
江
の
人
々
は
何
を
食
べ
、ど

ん
な
暮
ら
し
を
し
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
畑
に
植
え
ら
れ
た
も

の
も
時
代
と
共
に
変
わ
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
が
景
観
に
及
ぼ
し

た
影
響
も
大
き
か
っ
た
で
し
ょ
う

し
、こ
の
頃
の
生
活
に
学
ぶ
こ
と

も
多
い
と
思
い
ま
す
。
戦
後
七
〇

年
、戦
前
か
ら
戦
後
の
当
時
を
知

る
方
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
い

た
し
ま
す
。 

 


