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か
ら
北
へ
約
1
0
0

㌔
。
日
本
海
に
突
き
出
す
丹
後
半
島
の
東

の
付
け
根
に
、宮
津
の
ま
ち
は
あ
り
ま
す
。

細
川
氏
と
京
極
氏
が
興
し
た
城
下
町
。
北

前
船
の
船
主
が
大
き
な
屋
敷
を
構
え
、
ま

た
今
も
漁
師
た
ち
が
活
躍
す
る
海
の
ま
ち

で
も
あ
り
ま
す
。

ま
ち
の
な
か
ほ
ど
、
か
つ
て
の
海
岸
線

に
接
し
て
、「
新
浜
」
と
呼
ば
れ
る
一
画

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
埋
め
立
て

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
新
地
。
天
保
13

（
1
8
4
2
）
年
、
こ
こ
に
城
下
の
廓
が

お
か
れ
ま
す
。
新
浜
の
廓
は
、
祇
園
や
上

七
軒
と
同
じ
よ
う
に
大
勢
の
芸
妓
や
舞
妓

を
抱
え
る
茶
屋
町
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
も
育
っ

た
の
で
す
。

明
治
時
代
末
の
こ
と
。
1
9
0
8
年
の

宮
津
に
二
人
の
外
国
人
青
年
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ケ
ラ
ー
マ
ン

と
い
う
ド
イ
ツ
人
作
家
と
、カ
ー
ル・ヴ
ァ

ル
ザ
ー
と
い
う
ス
イ
ス
人
画
家
。
二
人
は

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
と
船
で
来
日
し
、
東
京
や

京
都
を
経
由
し
て
宮
津
に
や
っ
て
き
た
の

で
し
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ジ
ャ
ポ

ニ
ズ
ム
の
真
っ
盛
り
。
出
版
社
は
こ
の
売

れ
っ
子
作
家
た
ち
を
日
本
へ
送
り
込
み
、

彼
ら
の
紀
行
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
届
け
て

一
稼
ぎ
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
し

か
し
ケ
ラ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
宮
津
と
の

出
会
い
は
、
そ
ん
な
企
画
の
も
く
ろ
み

を
超
え
る
印
象
深
い
想
い
出
に
な
っ
た

よ
う
で
す
。－－「
ぼ
く
は
日
本
に
滞
在
中
、

こ
の
ま
ち
が
も
っ
と
も
気
に
入
っ
た
」。

ケ
ラ
ー
マ
ン
の
著
書
『
日
本
散
策
記
』

（
1
9
1
0
年
）
の
宮
津
の
章
は
、
こ
ん

な
ふ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

な
か
で
も
ケ
ラ
ー
マ
ン
が
最
大
の
関
心

を
寄
せ
た
の
は
、
茶
屋
町
に
生
き
る
人
々

の
人
生
と
、
夜
ご
と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
多

様
な
舞
で
し
た
。
ケ
ラ
ー
マ
ン
『
さ
っ
さ 

よ 

や
っ
さ
、
日
本
の
踊
り
』（
1
9
1
1

年
）
は
ま
る
ご
と
一
冊
、
宮
津
の
茶
屋
町

と
そ
の
文
化
に
捧
げ
ら
れ
た
本
で
す
。
こ

の
小
さ
な
本
に
は
、
宮
津
の
芸
妓
た
ち
が

演
じ
て
い
た
10
ほ
ど
の
踊
り
の
様
子
が
克

明
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
1
0
0
年
余
り
の
時
が
経
ち

ま
し
た
。「
千
夜
一
夜
物
語
に
出
て
く
る

都
市
の
よ
う
だ
」
と
ケ
ラ
ー
マ
ン
が
語
っ

た
茶
屋
町
の
家
々
は
、
い
ま
は
夜
の
と
ば

り
の
中
に
静
ま
っ
て
い
ま
す
。

宮
津
で
わ
た
し
は
、
新
浜
に
生
き
た
最

後
の
芸
妓
た
ち
に
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。－－「
宮
津
の
芸
妓
は
ん
は
良
か
っ
た

よ
。
ほ
ん
ま
に
え
え
お
師
匠
さ
ん
た
ち
が

い
た
は
っ
た
」。
彼
女
た
ち
は
幼
い
頃
、

京
都
や
大
阪
か
ら
宮
津
の
置
屋
へ
住
み
込

み
、
こ
こ
で
芸
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

彼
女
た
ち
の
記
憶
に
よ
る
と
、
宮
津
の
茶

屋
町
に
い
ち
ば
ん
活
気
が
あ
っ
た
の
は
昭

和
30
年
代
の
初
め
の
こ
と
。
丹
後
の
ち
り

め
ん
、
伊
根
の
ブ
リ
、
そ
し
て
繊
維
業
や

鉱
業
が
、
終
戦
後
の
地
域
経
済
を
押
し
上

げ
て
い
た
時
代
で
し
た
。－－「
正
月
用
の

か
ん
ざ
し
を
、
京
都
へ
買
い
に
行
き
ま
し

た
ん
や
」。
老
妓
は
そ
う
語
り
ま
す
。
お

正
月
に
は
黒
紋
付
き
を
着
て
、
髪
の
前
差

し
に
稲
穂
を
挿
す
。「
実
り
あ
る
よ
う
に
、

言
う
て
」－－

。
か
つ
て
レ
コ
ー
ド
を
出
し

た
ほ
ど
の
歌
の
名
手
だ
っ
た
芸
妓
の
元
も

訪
ね
ま
し
た
。
高
齢
の
彼
女
は
既
に
過
去

の
ほ
と
ん
ど
の
記
憶
を
失
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
絶
対
に
消
え
な
い
記

憶
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
歌
。
彼

女
が
過
去
に
こ
の
土
地
で
最
も
よ
く
歌
っ

た
で
あ
ろ
う
、
宮
津
節
の
一
節
が
、
ふ
と

彼
女
の
唇
か
ら
こ
ぼ
れ
だ
す
の
で
す
。

天
橋
立
に
臨
む
、
宮
津
の
茶
屋
町
。

暗
が
り
と
華
や
ぎ
が
し
じ
ま
を
投
げ
掛

け
る
ま
ち
。
こ
の
ま
ち
の
過
去
を
知
る

ひ
と
は
と
て
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

京
都
の
各
地
に
花
開
い
た
歴
史
の
数
々
、

そ
し
て
い
ま
そ
っ
と
閉
じ
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
数
多
の
記
憶
。
眠
り
に
つ
こ

う
と
し
て
い
る
時
空
の
蓋
は
、
で
も
、

も
し
か
し
た
ら
ま
だ
薄
く
開

い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
先
は
そ
の
隙
間
を
探
し

て
い
る
の
で
す
。

〈まつだ のりこ〉
京都府立大学大学
院生命環境科学研
究科 専任講師。専門
は建築史・都市史。
著書に『絵はがきの
別府』、共編著に『危
機と都市』など。
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