
書

評

松
本
健
一
著

『
海
岸
線
の
歴
史
』
ミ
シ
マ
社
、
二
〇
〇
九
年

齋

藤

之

誉

一

問
題
の
所
在

海
岸
線
の
変
化
の
意
味
を
問
う

本
稿
の
目
的
は
、
地
理
学
方
法
論
へ
の
関
心
か
ら
、
本
書
が
「
海
岸
線
の

歴
史
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
に
焦
点
化
し
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
あ

る
。
海
岸
線
は
、
陸
に
住
む
人
間
と
海
洋
が
接
触
す
る
場
所
で
あ
る
。
海
岸

線
を
自
然
地
理
学
の
関
心
か
ら
観
察
し
よ
う
と
す
る
者
の
眼
に
は
、
そ
こ
は

風
・
波
・
海
流
の
物
理
的
な
侵
食
・
運
搬
・
堆
積
作
用
が
海
岸
地
形
を
形
成

す
る
場
所
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
人
文
地
理
学
の
関
心
か
ら
観
察
し

よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
海
岸
線
は
人
間
の
活
動
の
舞
台
で
あ
り
、
そ
の

利
用
価
値
と
意
味
づ
け
が
時
代
・
社
会
の
状
況
と
地
域
の
事
情
に
よ
っ
て
異

な
る
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

時
代
・
社
会
の
条
件
が
変
化
す
る
と
、
人
間
が
海
岸
と
い
う
場
所
に
求
め

る
条
件
も
変
化
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
・
社
会
ご
と
に
海
岸
と

い
う
「
場
所
の
使
い
分
け
」
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
本
書
が
「
海
岸
線
の
歴

史
」
を
読
み
解
く
た
め
に
採
用
し
た
方
法
の
特
色
は
、
人
間
と
海
岸
の
関
係

性
と
そ
の
変
化
に
、
特
定
の
時
代
・
社
会
状
況
を
反
映
す
る
「
時
代
相
」
を

認
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
書
の
特
色
は
、
内
容
構

成
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
書
の
目
次
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

は
じ
め
に

海
岸
線
は
変
わ
る

第
一
章

陸
と
海
、
神
と
人
が
接
す
る
渚

古
代
か
ら
現
代
ま
で

第
二
章

山
中
に
海
が
あ
っ
た

古
代
を
中
心
に

第
三
章

海
岸
線
に
変
化
は
な
か
っ
た
が

中
世
の
こ
ろ
か
ら

一
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第
四
章

白
砂
青
松
の
登
場

江
戸
時
代

第
五
章

『
海
国
兵
談
』
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
危
機
意
識

第
六
章

開
国
」
と
海
岸
線
の
大
い
な
る
変
化

第
七
章

砂
浜
が
消
失
す
る
時
代

第
八
章

海
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

終

章

海
岸
線
を
取
り
戻
す

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
再
構
築
を
求
め
て

各
章
の
タ
イ
ト
ル
に
着
目
す
る
と
、
海
岸
線
の
変
化
の
態
様
に
「
時
代

相
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
本
書
の
ね
ら
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地

殻
変
動
の
激
し
い
環
太
平
洋
造
山
帯
に
位
置
す
る
日
本
で
は
、
地
質
学
的
な

時
間
ス
ケ
ー
ル
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
隆
起
・
沈
降
の
作
用
と
、
湿
潤
な
気

候
環
境
の
も
と
で
進
行
し
た
侵
食
・
運
搬
・
堆
積
作
用
に
よ
っ
て
、
地
域
性

の
あ
る
多
様
な
海
岸
地
形
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
海
岸

地
形
の
中
か
ら
、
時
代
・
社
会
状
況
ご
と
に
、
異
な
る
条
件
を
備
え
た
海
岸

地
形
が
選
ば
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

海
岸
線
を
舞
台
に
し
た
人
間
の
活
動
は
、
地
表
面
に
景
観
と
し
て
刻
印
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
景
観
に
関
わ
る
著
者
の
原
体
験
が
、
本
書
の
成
立
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。「
海
岸
線
の
風
景
が
わ
た
し
た
ち
の
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
わ
ず
か
半

世
紀
で
、
き
わ
め
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
そ
の
変
化
の
意

味
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
歴
史
書
や
思
想
書
が
な
い
と
い
う
の
も
、
考
え

て
み
る
と
日
本
人
と
し
て
は
怠
慢
な
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
が
ま
ず

『
海
岸
線
の
歴
史
』
を
書
き
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
日
本
民
族
に
と
っ
て
、

ひ
い
て
は
人
間
の
歴
史
に
、
そ
う
し
て
文
明
の
未
来
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意

味
を
も
つ
の
か
を
、
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
で

１
）

あ
る
」
と
。
そ
れ
で
は
、

著
者
が
本
書
の
着
想
を
得
る
う
え
で
重
要
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ど

の
よ
う
な
海
岸
線
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の
「
問
い
」
の
原
風
景

つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

二

問
い
」
の
原
風
景

ト
ロ
イ
ア
遺
跡

著
者
は
、「
少
年
の
日
に
夢
見
た
ト
ロ
イ
ア
に
ぜ
ひ
一
度
行
っ
て
み
た
い
」

と
い
う
望
み
を
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
叶
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ト
ロ
イ
ア

遺
跡
を
訪
ね
る
以
前
の
著
者
の
主
要
な
関
心
は
、
ト
ロ
イ
ア
と
い
う
古
代
都

市
国
家
の
①
場
所
、
②
規
模
、
③
構
造
、
④
何
度
つ
く
り
変
え
ら
れ
た
の

か
、
⑤
城
壁
は
石
積
み
か
日
干
し
煉
瓦
か
、
⑥
人
口
、
⑦
都
市
劇
場
の
収
容

人
数
、
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
現
地
を
歩
い
て
観
察
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
た
著
者
に
、
一
つ
の
変
化
が
起
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
ト
ロ
イ
ア
は
い
ま
、
海
（
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
）
か
ら
ど
れ
く
ら
い
隔
た

っ
た
場
所
に
位
置
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
問
い
を
発
し
た
こ
と
で

一
三
二
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あ
る
。

ト
ル
コ
共
和
国
西
部
の
ヒ
ッ
サ
ル
リ
ク
の
丘
に
あ
る
ト
ロ
イ
ア
遺
跡
は
、

東
西
方
向
に
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
方
向
に
約
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
広
が

り
を
も
つ
遺
跡
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
、
ト
ロ
イ
ア
は
紀
元

前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
二
五
〇
〇
年
頃
の
第
一
層
か
ら
、
西
暦
五
〇
〇
年
頃
の

第
九
層
ま
で
、
時
代
の
異
な
る
九
つ
の
都
市
遺
跡
が
地
層
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
が
発
掘
し
た
第
二
層
の
時

代
に
、
ト
ロ
イ
ア
は
エ
ー
ゲ
海
の
港
湾
都
市
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
の
ト
ロ
イ
ア
は
地
中
海
沿
岸
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
明
の

多
く
の
都
市
国
家
と
同
様
に
、
衰
滅
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過

程
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
次
の
よ
う
な
作
業
仮
説
を
提
案
し

た
。地

中
海
沿
岸
の
地
域
で
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
（
紀
元
前
三
二
三
年
か
ら

紀
元
前
三
〇
年
）
以
降
に
、
森
林
が
船
と
建
築
用
材
を
生
産
す
る
た
め
に
大

規
模
に
伐
採
さ
れ
た
。
ま
た
森
林
を
伐
り
開
い
た
場
所
が
、
家
畜
の
放
牧
地

と
し
て
極
限
ま
で
利
用
さ
れ
た
。
植
生
を
失
っ
た
大
地
か
ら
表
土
が
降
雨
に

よ
っ
て
流
出
し
、
河
口
に
堆
積
し
て
三
角
州
の
地
形
を
発
達
さ
せ
る
と
と
も

に
、
沿
岸
の
都
市
文
明
の
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
港
湾
施
設
を
埋
積
し
て
い

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
港
の
機
能
が
失
わ
れ
る
と
、
都
市
文
明
は
衰
退

し
、
住
民
が
去
る
と
廃
墟
と
化

２
）

し
た
。

人
間
は
、
地
中
海
沿
岸
の
地
域
で
森
林
を
大
量
に
伐
採
し
、
家
畜
の
過
放

牧
に
よ
っ
て
大
地
を
極
限
ま
で
利
用
し
尽
く
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
植

物
の
生
産
性
に
依
存
す
る
生
活
様
式
か
ら
、
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
森
林
破
壊
と
文
明

の
盛
衰
の
関
係
を
実
証
的
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、「
森
が
語
る

人

３
）

類
史
」
の
構
想
を
描
い
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

森
が
語
る
人
類
史
」
が
着
想
さ
れ
た
同
じ
地
域
を
訪
れ
た
著
者
が
、
現

代
の
海
岸
線
か
ら
三
キ
ロ
以
上
も
内
陸
に
隔
て
ら
れ
た
ト
ロ
イ
ア
の
景
観
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
従
来
の
研
究
と
は
異
質
な
、「
時
代
相
」
を
切
り
口

に
す
る
新
た
な
視
点
か
ら
、「
海
岸
線
の
歴
史
」
を
着
想
し
得
た
と
こ
ろ
が

興
味
深
い
。
そ
れ
で
は
次
に
、
海
岸
線
の
景
観
変
化
を
手
が
か
り
に
し
て
、

そ
の
歴
史
的
な
意
味
を
問
お
う
と
す
る
、
本
書
の
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
論
の
特

色
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

三

海
岸
線
の
歴
史
」
の
方
法
論

「
地
位
層
」
の
再
発
見

こ
こ
で
、
海
岸
線
の
景
観
変
化
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る

本
書
の
方
法
論
を
、
地
理
学
方
法
論
へ
の
関
心
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
は
、

一
つ
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
活
動
と
海
岸
線
と
の
関
係
の
歴
史

の
中
に
「
時
代
相
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
田
中
啓

『海岸線の歴史』

一
三
三



爾
（
一
八
八
五
〜
一
九
七
五
）
に
よ
っ
て
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
提

唱
さ
れ
た
「
地
位
層
」
の
考
え
方
と
相
似
点
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

田
中
は
、
研
究
対
象
地
域
の
特
色
あ
る
事
象
を
記
述
す
る
博
物
学
の
よ
う

な
状
態
に
あ
っ
た
日
本
の
地
理
学
を
、
地
誌
学
を
中
心
に
す
え
た
独
立
科
学

と
し
て
確
立
し
た
人
物
で

４
）

あ
る
。
地
理
学
が
追
究
す
る
研
究
対
象
地
域
の

「
地
域
性
」
と
は
、
空
間
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
地
域
社
会
を
形
成
し
て

い
る
地
域
の
総
合
的
な
性
格
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
域
性
が
時
代
と
と
も

に
変
化
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
あ
る
地
域
の
特
色
は
各
時
代
ご
と
の
地
域
性

の
積
み
重
な
り
が
、
現
代
の
地
域
性
の
形
成
に
繫
が
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
と
き
各
時
代
の
地
域
社
会
は
、
各
々
の
時
代
の
特
徴
を
反
映
し

た
時
代
層
を
形
成
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
る
。
こ
の
時
代
層
の
こ
と

を
田
中
は
、「
地
位
層
」
と
呼

５
）

ん
だ
。

各
地
域
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
、
江
戸
時
代
の
街
並
み
を
残
し
て
い
る

「
江
戸
時
代
の
地
位
層
」
や
「
昭
和
戦
前
期
の
地
位
層
」、「
昭
和
五
〇
年
代

の
地
位
層
」
な
ど
、
指
標
の
選
び
方
に
よ
っ
て
多
様
な
地
位
層
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
地
位
層
の
考
え
方
は
、
あ
る
土
地
の
地
域
性
が
絶
え
ず
成

長
・
発
展
す
る
現
象
と
、
地
質
学
が
分
析
の
対
象
と
す
る
地
層
を
同
定
し
よ

う
と
す
る
類
推
及
び
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（a

n
a
lo
g
y

）
の
思
考
か
ら
組
み
立
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
に
見
え
る
二
つ

の
事
象
の
間
に
、
互
い
に
よ
く
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
、
い

わ
ば
「
同
定
の
原
理
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
田
中
は
一
九
五

八
（
昭
和
三
三
）
年
に
、
地
位
層
の
考
え
方
を
用
い
て
、
東
京
都
江
東
区
と

神
奈
川
県
川
崎
市
の
都
市
化
現
象
を
考
察
し
た
。
こ
の
と
き
に
、
都
心
か
ら

郊
外
に
向
か
っ
て
市
街
地
が
連
続
的
に
拡
大
し
て
い
く
都
市
化
現
象
の
プ
ロ

セ
ス
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
文
化
扇
状
地
」
と
い
う
モ
デ

ル
を
提
案
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
田
中
啓
爾
著
『
地
理
的
総
合
研
究

川

崎
市
と
江
東
区
』（
古
今

６
）

書
院
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

地
理
学
研
究
の
場
か
ら
発
想
さ
れ
た
「
地
位
層
」
論
を
ふ
ま
え
る
と
き
、

各
地
の
海
岸
線
の
景
観
変
化
を
分
析
し
て
、
そ
の
態
様
に
各
時
代
を
特
徴
づ

け
る
時
代
相
を
認
め
よ
う
と
す
る
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
田
中
と
ま
っ
た

く
異
な
る
文
脈
か
ら
地
位
層
と
相
似
の
考
え
方
に
到
達
す
る
と
と
も
に
、
こ

の
考
え
方
を
景
観
変
化
の
分
析
と
意
味
づ
け
に
敷
衍
し
た
と
こ
ろ
が
重
要
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
を
地
理
学
研
究
の
文
脈
か
ら
捉
え
る
と
き
、
本
書
の
方
法
は
地

位
層
の
再
発
見
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
次
に
、
各
地
の
海
岸
線
の
景
観

変
化
に
み
ら
れ
る
各
時
代
の
地
位
層
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
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四

海
岸
線
の
変
化
」
お
け
る
各
時
代
の
地
位
層

こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
か
ら
、「
古
代
」
と
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
開

国
」
期
の
地
位
層
に
限
定
し
て
、
そ
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と

に
す
る
。

１

古
代
」
の
地
位
層

本
書
で
は
、
第
一
章
の
第
一
節
と
第
二
章
が
古
代
の
地
位
層
の
考
察
に
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
地
位
層
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で
、「
海
岸
は
陸

と
海
が
接
触
す
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
と
人
間
が
接
触
す
る
場
で
も
あ

り
、
ま
た
生
者
と
死
者
が
そ
こ
で
接
触
し
、
そ
し
て
ま
た
相
別
れ
て
い
く
場

所
で

７
）

あ
る
」
と
い
う
見
解
に
注
目
し
た
い
。
加
え
て
筆
者
は
、
古
代
に
お
け

る
海
岸
と
い
う
場
所
の
特
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
日
本
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
生
者
と
死
者
の
接
す
る
場
は
、
ほ
と
ん
ど
が

海
辺
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
あ
る
い
は
、
海
（
水
）
の
見
え
る
山
や
丘
の

上
で
あ
る
。（
中
略
）
だ
か
ら
、
海
辺
は
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
神
に
祈
る

場
所
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
、
わ
が
民
族
は
ま
ず
最
初
の
神
殿
を
建
て
て

８
）

き
た
」
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
中
沢
新
一
著
『
ア
ー
ス
ダ
イ

９
）

バ
ー
』
の
指
摘
と
符
合
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
縄
文
海
進
期
の
地
図
を
持
っ
て
東
京
の
街
を
散
策
す
る

醍
醐
味
が
説
か
れ
て
い
る
。
地
質
学
と
考
古
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
縄
文
海

進
期
の
頃
の
東
京
の
地
形
環
境
の
状
態
が
解
明
さ
れ
て
き
た
。
坂
道
が
多
く

起
伏
に
富
む
東
京
で
は
、
都
市
景
観
が
卓
越
す
る
現
代
の
地
位
層
の
合
間
に

見
え
隠
す
る
、
縄
文
海
進
期
の
地
位
層
の
散
策
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

東
京
の
地
形
環
境
は
、
縄
文
海
進
期
に
陸
化
し
て
い
た
洪
積
台
地
と
、
海

水
が
侵
入
し
て
海
底
で
あ
っ
た
沖
積
低
地
（
谷
地
・
谷
津
）
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
洪
積
台
地
は
、
縄
文
海
進
期
の
頃
に
は
、
海
に
突
き
出
た
岬
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
地
形
図
を
手
が
か
り
に
し
て
、
洪
積
台
地
と

沖
積
低
地
の
分
布
状
態
を
観
察
し
て
み
る
と
、
縄
文
海
進
期
に
ど
こ
ま
で
海

が
侵
入
し
て
い
た
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

想
像
力
を
働
か
せ
て
み
る
と
、
東
京
の
縄
文
海
進
期
に
お
け
る
海
岸
線
に

は
、
フ
ィ
ヨ
ル
ド
の
よ
う
に
複
雑
な
景
観
が
卓
越
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
頭
の
中
で
構
成
し
た
景
観
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
現
代
の
地
形
図
に
重
ね
合

わ
せ
て
東
京
の
街
を
散
策
し
て
み
る
と
、
見
慣
れ
た
は
ず
の
景
観
が
一
変
す

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
縄
文
海
進
期
の
原
図
を
利
用
し
て
、
往
時
の
海
岸
線
の
位
置
を
現
代

の
地
形
図
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
次
に
、
縄
文
・
弥
生
遺
跡
、
古
い
神
社
、

古
墳
、
寺
院
、
墓
地
の
分
布
状
態
を
確
認
し
て
み
る
。
こ
の
二
つ
の
分
布
状

態
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
人
が
古
代
か
ら
埋
葬
地
や
聖
地
に
し
て
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き
た
場
所
は
、
い
ず
れ
も
縄
文
海
進
期
に
海
に
突
き
出
し
て
い
た
岬
状
の
地

形
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
日
本
人
は
、
縄
文
時
代
か
ら
古
墳

時
代
に
か
け
て
埋
葬
地
や
聖
地
に
選
ん
で
き
た
往
時
の
岬
地
形
の
突
端
部

に
、
後
世
の
江
戸
や
東
京
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
重
要
な
施
設
を
、
繰
り

返
し
時
代
を
超
え
て
競
う
よ
う
に
建
造
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。複

雑
で
混
沌
と
し
た
東
京
の
景
観
の
中
に
、
岬
地
形
に
霊
的
な
力
を
察
知

し
て
き
た
縄
文
人
の
思
考
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
繰
り
返
し
再
現
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
、
現
代
の
日
本
人
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
で
提
起
さ
れ
た
古
代
の
地
位
層
に
関
す
る
論

点
は
、
縄
文
人
以
来
の
日
本
人
の
心
性
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

２

開
国
」
期
の
地
位
層

本
書
の
「
開
国
」
期
の
地
位
層
の
考
察
は
、
広
島
県
福
山
市
に
あ
る
鞆とも
の

浦
港
の
事
例
を
敷
衍
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
瀬
戸
内
海
に
面
す
る
鞆
の
浦

は
、
古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
海
上
交
通
の
要
所
に
位
置
し
て
お

り
、
潮
待
ち
港
や
風
待
ち
港
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

鞆
の
浦
は
、
①
水
深
が
浅
く
、
②
円
形
の
小
さ
な
入
り
江
を
形
成
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
港
の
地
形
環
境
が
、
潮
待
ち
や
風
待
ち
を
必
要
す
る
船
と

航
海
術
を
活
用
し
て
い
た
海
上
交
通
の
発
達
段
階
で
は
求
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
の
開
国
期
を
迎
え
る
と
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
よ

う
に
、
排
水
量
が
二
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
、
喫
水
線
の
深
い
外
洋
船
を
入
港

さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
地
形
環
境
が
港
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

筆
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
、
北
前
船
の
な
か
で

も
一
番
大
き
な
高
田
屋
嘉
兵
衛
の
船
な
ど
は
千
七
百
石
の
辰しん
吉きつ
丸まる
の
建
造
が

許
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
洋
ト
ン
数
に
直
せ
ば
一
七
〇

ト
ン
ほ
ど
で
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
最
大
の
艦
船
、
二
四
五
〇
ト
ン
と
比
べ
れ
ば

排
水
量
は
一
〇
分
の
一

10
）

以
下
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
型
の
外
洋
船
が
寄
港
で
き
る
港
に
求
め
ら
れ
た
条
件
は
、
①
水
深
が
あ

り
、
②
海
岸
沿
い
に
平
地
が
少
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
海
上
交

通
の
変
革
が
開
国
期
に
生
起
し
た
た
め
に
、
遠
浅
の
地
形
環
境
の
良
港
と
し

て
繁
栄
を
極
め
た
港
が
、
近
代
的
な
港
と
し
て
は
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
時
代
・
社
会
の
条
件
が
変
化
す
る
と
、
人
間
が
海
岸
と
い
う

場
所
に
求
め
る
条
件
も
変
化
す
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
事
例
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

開
国
期
の
地
位
層
と
し
て
着
目
さ
れ
た
、
港
の
劇
的
な
交
替
と
変
遷
に
つ

い
て
、
筆
者
は
「
海
岸
線
の
意
味
の
も
つ
歴
史
的
な
変
化
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
活
動
の
主
体
性
を
積

極
的
に
評
価
す
る
立
場
に
た
つ
と
き
、
海
岸
と
い
う
場
所
の
意
味
づ
け
と
評
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価
、
さ
ら
に
利
用
価
値
が
、
時
代
・
社
会
の
条
件
が
変
化
す
る
と
、
と
も
に

変
化
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

「
海
岸
線
の
歴
史
」
の
教
育
的
価
値

物
理
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
寺
田
寅
彦
は
、
多
く
の
随
筆
を
残
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
寺
田
は
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
発
表
し
た

随
筆
「
茶
わ
ん
の
湯
」
に
お
い
て
、
茶
わ
ん
か
ら
立
ち
昇
る
湯
気
と
、
器
の

中
の
湯
の
ふ
る
ま
い
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
、
そ
こ
か
ら
熱
雷
や
海
陸
風
、

さ
ら
に
季
節
風
な
ど
の
大
気
の
物
理
現
象
に
通
じ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
原
理

を
洞
察

11
）

し
た
。
随
筆
「
茶
わ
ん
の
湯
」
は
、
科
学
研
究
を
楽
し
む
精
神
と
視

点
を
子
ど
も
た
ち
に
涵
養
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、「
平
凡
の
中
の
非
凡
」
に
着
眼
し
、
素
朴
な
発
見
の
喜
び
と

感
動
体
験
が
教
育
の
営
み
に
と
っ
て
、
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
示
唆
す
る

意
図
が
あ
る
。
本
書
を
一
貫
す
る
地
位
層
の
見
方
・
考
え
方
は
、
読
者
が
現

実
の
社
会
で
生
起
す
る
社
会
的
事
象
の
地
域
性
と
時
代
性
を
考
察
す
る
う
え

で
、
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
と
も
に
、
生
き
て
働
く
思
考
の
道
具
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
学
や
地
理
学
に
関
心
の
あ
る

初
学
者
が
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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