
桜
源
郷
の
す
が
た

「
基
本
的
な
考
え
方
」





人・市民
（活動主体）

自然
（土台）

社会
（骨格）

生活
（表情）

空

地球

景観形成の目標像の
構成概念図
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計
画
の
構
図

将来

自然景観を構成する要素
・自然の存在価値を知る
・自然と人工物の関係を知る

社会景観を構成する要素
・産業景観と生業の価値を知る
・自然景観との産業の関係を知る

生活景観を構成する要素
・歴史的景観の価値を知る
・日常の生活スタイルを知る

現在

気付く知る考える行動する 判断する
平安に満ちた環境づくりと桜川らしい美しさの創造

「桜源郷」を生み続ける 「桜源郷」に向かって歩む

景観まちづくりにより景観を形成する

続けて行く

市民が主体となり、
景観まちづくりを開始する

市の景観の現状に気付く

  　行動を起こすための指標
 景観まちづくりマスタープラン
　　　　　を理解する

■
桜
源
郷

　

人
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
は
、
す
べ
て
の
生

命
の
源
で
あ
る
自
然
な
し
で
は
成
立
し
な
い
。
そ

の
上
で
、
こ
の
地
で
営
め
る
生
業
が
あ
る
こ
と
に

尽
き
る
。
こ
の
二
つ
を
満
足
す
る
環
境
が
あ
る
こ

と
、
加
え
て
、
気
候
・
地
形
・
植
生
・
文
化
な
ど
、

地
域
性
を
反
映
し
た
姿
が
理
想
の
景
観
と
な
る
。

　

こ
の
理
想
の
景
観
を
保
つ
に
は
、
市
民
に
よ
る

景
観
ま
ち
づ
く
り
な
し
に
は
成
し
得
な
い
。

景
観
の
重
要
度
に
は
順
番
が
あ
る

　

地
球
は
四
六
億
歳
・
水
は
三
七
億
歳
・
植
物
は

三
○
億
歳
・
現
生
人
類
は
二
○
万
歳
・
農
耕
集
落
（
長

江
文
明
）は
一
万
六
○
○
○
歳
・
ま
ち（
藤
原
京
）は
、

一
千
三
○
○
歳
で
あ
る
。
自
然
は
、
人
工
物
よ
り

は
る
か
な
存
在
価
値
が
あ
る
。

　

次
に
生
活
を
支
え
る
順
番
が
あ
る
。
ま
ず
自
然
、

山
に
降
っ
た
雨
が
土
や
鉱
物
の
養
分
を
含
み
、
そ

の
水
を
農
業
で
使
用
、
そ
こ
に
集
落
が
誕
生
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
生
産
物
を
取
引
す
る
市
街
地
が
出

来
る
と
い
う
物
事
の
生
成
の
順
番
が
あ
る
。
極
端

に
言
え
ば
、
自
然
が
な
け
れ
ば
「
ま
ち
」
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
上
図
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
概
念
図

の
よ
う
に
、
景
観
は
下
か
ら
自
然
・
社
会
・
生
活

と
い
う
順
番
で
組
み
上
が
っ
て
い
る
と
捉
え
る
。
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自然景観を大切にする

社会的景観を整える

生活景観を磨く

景
観
形
成
の
考
え
方

●豊かな自然景観の保全を考える
●自然のあり方を考える

●産業景観と自然景観の共存を考える

●集落景観を守る
●歴史・文化的資産の保全や継承を考える

●産業景観の保全や活用を考える

美しい自然が映る風景を守る

日々の生業が
見える豊かな風景を生み出す

歴史・文化などの
伝統が息づく風景を生み出す

｢桜源郷」

平
安
に
満
ち
た
環
境
づ
く
り
と
桜
川
ら
し
い
美
し
さ
の
創
造

目標像の達成に向けて、景観に対する見識と考え方を学ぶ

目指すべき景観形成の方向性 市民の見識を養う

自然（土台）

社会（骨格）

生活（表情）

■
景
観
形
成

　

理
想
的
な
景
観
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、
自
然

環
境
・
農
林
業
・
そ
の
他
の
産
業
・
生
活
と
続
く

景
観
の
生
成
的
重
要
度
の
順
番
が
あ
る
こ
と
を
十

分
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
生
活
・
社
会
景
観
の
立
て
直
し

に
加
え
て
、
必
ず
自
然
の
立
て
直
し
を
図
る
こ
と

が
、
良
好
な
景
観
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

景
観
形
成
の
鍵

　

よ
り
よ
い
景
観
形
成
を
図
る
に
は
、「
自
然
と
人

工
物
の
共
存
」
や
「
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と

の
調
和
」
を
図
る
た
め
の
答
え
を
見
つ
け
る
見
識

が
必
要
と
な
る
。

三
つ
の
目
指
す
べ
き
景
観
形
成
の
方
向
性

・
景
観
の
土
台
と
な
る
自
然
景
観
を
最
優
先
し
、
そ

　

の
保
全
・
再
生
・
維
持
に
努
め
る
。

・
景
観
の
骨
格
を
占
め
る
社
会
景
観
を
保
つ
た
め
に

　

は
、
常
に
産
業
を
活
性
化
す
る
視
点
を
も
ち
な

　

が
ら
景
観
を
整
え
て
行
く
。

・
一
番
身
近
な
生
活
景
観
は
、
新
し
い
も
の
と
歴
史

　

や
文
化
の
共
存
を
細
や
か
に
図
る
。

　

こ
れ
ら
の
、
基
本
的
な
方
針
を
基
に
、
人
＋
自

然
＋
社
会
＋
生
活
の
各
景
観
要
素
が
整
う
こ
と
に

よ
っ
て
「
桜
源
郷
」
が
で
き
る
。

　

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
。

主な景観構成要素

主な景観構成要素

土地造成・河川・道路・橋・土木施設
開発施設・産業施設など

地形・土壌・水・大気・動植物など

●現代の生活スタイルとの共存を考える
主な景観構成要素
建物・塀・門・看板類・街路灯・電柱
街路樹・ゴミ箱・ベンチなど
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■
見
識
の
重
要
性

　

見
識
を
辞
書
で
繙
く
と
、
一
つ
に
は
、「
物
事
の

本
質
を
見
通
す
、
す
ぐ
れ
た
判
断
力
」
と
あ
る
。

二
つ
目
は
、「
あ
る
物
事
に
つ
い
て
の
し
っ
か
り
し

た
考
え
、
見
方
」
と
あ
る
。

　

本
質
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

複
雑
に
絡
み
合
う
物
事
の
判
断
に
お
い
て
、
間
違

え
の
な
い
答
え
を
見
い
だ
す
た
め
の
重
要
な
能
力

と
な
る
。
特
に
景
観
は
、
景
観
を
構
成
す
る
要
素

が
た
く
さ
ん
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
景
観
と

し
て
捉
え
る
要
件
は
、
見
る
場
所
・
対
象
と
の
距
離
・

仰
ぎ
見
る
角
度
・
見
下
げ
る
角
度
・
視
野
の
広
さ
・

視
野
の
深
さ
な
ど
が
あ
り
多
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
景
観
は
、
気
候
・
風
土
・
季
節
・
時
間

な
ど
の
不
確
定
な
要
素
も
絡
み
合
う
。

　

さ
ら
に
、
一
番
難
し
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
景
観

を
人
の
目
で
見
る
だ
け
で
な
く
、
心
の
目
で
判
断

す
る
こ
と
で
、
記
憶
・
歴
史
・
慣
習
な
ど
見
る
人

の
感
覚
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
点
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
複
雑
な
内
容
や
状
況
を
も
つ
景

観
を
ど
う
判
断
し
て
い
く
の
か
、
人
の
見
識
が
大

　

  

知
識
・
知
恵
・
見
識
を
育
む

人
・
市
民

き
く
働
く
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
判
断
を
す
る
人
の
能
力
に
つ
い

て
、
そ
の
レ
ベ
ル
や
方
向
性
を
一
定
以
上
に
保
つ

必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
、
二
番
目
の
意
味
に

あ
る
、
物
事
に
つ
い
て
の
し
っ
か
り
し
た
考
え
方

で
あ
る
。
そ
の
景
観
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
を
示
し
た
も
の
が
「
景
観
ま
ち
づ
く
り
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
で
あ
る
。

見
識
と
景
観
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る

　

個
人
の
も
の
を
個
人
が
判
断
す
る
こ
と
は
、
比

較
的
容
易
で
あ
る
が
、
景
観
の
よ
う
に
共
有
す
る

も
の
を
多
人
数
で
判
断
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
。

　

良
し
悪
し
を
決
め
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
方
向

性
を
も
っ
て
、
そ
の
範
囲
に
収
ま
る
内
容
で
の
判

断
が
求
め
ら
れ
る
。
景
観
に
お
い
て
、
一
定
の
方

向
性
と
内
容
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、「
市
民
一
人

ひ
と
り
の
見
識
力
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
」
と
「
景
観

イ
メ
ー
ジ
や
考
え
方
の
共
有
」
が
必
要
で
あ
る
。

■
知
識
と
知
恵
を
得
る

　

判
断
す
る
力
や
問
題
を
解
決
す
る
力
を
得
る
基

　　

本
は
、
学
習
や
体
験
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

景
観
に
お
け
る
学
習
方
法
は
、
特
に
こ
れ
と
決

ま
っ
た
方
法
は
な
い
が
、
例
と
し
て
、
良
い
と
思

う
景
観
を
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
て
た
く
さ
ん
知

る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
自
身
が
係
わ
る
景
観
の

対
象
に
類
似
す
る
様
々
な
事
例
を
見
て
学
習
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
百
聞
は
一
見
に

如
か
ず
」
で
、
先
進
地
へ
の
視
察
や
プ
ロ
セ
ス
を

知
る
人
と
の
交
流
な
ど
は
、
重
要
な
見
識
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
そ
の
見
識
を
生

か
し
た
実
践
を
繰
り
返
し
、
思
い
描
く
答
に
近
づ

け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
・

体
験
で
得
た
経
験
を
、
多
く
も
つ
こ
と
が
最
良
の

学
習
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

景
観
は
、
わ
た
し
た
ち
の
築
い
て
き
た
様
々
な

歴
史
や
文
化
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
考
錯
誤

の
繰
り
返
し
の
姿
で
あ
り
、
様
々
な
要
因
に
よ
り

変
わ
る
も
の
で
、
変
幻
自
在
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
景
観
の
答
え
は
一
つ
と
は
限
ら
な
い
。

日
々
成
長
す
る
生
き
物
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

ひ
も
と
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■
地
域
を
知
る

　

人
は
得
た
知
識
や
体
験
に
対
し
、
親
し
み
や
愛

情
を
覚
え
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
友
人
よ
り
親
友
と
呼
べ
る
人
の
方

が
、
そ
の
人
の
育
ち
や
性
格
を
良
く
知
っ
て
い
る
。

ま
た
、
旅
行
を
し
た
土
地
と
し
て
い
な
い
土
地
で

は
、
親
し
み
の
度
合
い
が
違
っ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
に
、
少
し
で
も
知
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
象

に
興
味
を
も
ち
、
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
性
質
を
も
つ
の
は
、
知
り
得
た
知
識
や
体

験
を
思
い
起
こ
す
際
に
、
脳
内
か
ら
快
楽
物
質

（
ド
ー
パ
ミ
ン
）
を
発
す
る
こ
と
が
、
最
近
の
脳
科

学
分
野
の
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
に
故
郷
へ
の
親
し
み
や
愛
情
が

生
ま
れ
る
の
も
、
正
に
故
郷
に
対
す
る
知
識
や
体

験
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
「
桜
川
市
の
今
」
で
触
れ
た
市
の
特
徴
は
、
ご
く

一
部
で
は
あ
る
が
、
景
観
に
係
わ
る
様
々
な
切
り

口
を
示
し
た
知
識
の
入
口
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め

て
地
域
の
景
観
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
り
、
過
去
の

知
識
や
体
験
を
思
い
起
こ
し
た
り
、
さ
ら
に
地
域

を
深
く
知
ろ
う
と
す
る
動
機
を
呼
び
起
こ
し
た
り
、

さ
ら
な
る
学
習
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
へ

　

の
親
し
み
や
愛
情
を
よ
り
芽
生
さ
せ
る
意
図
が
あ

る
。
人
は
地
域
へ
の
親
し
み
や
愛
情
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
域
景
観
を
守
る
意
識
が
育
つ
と
考

え
る
。

市民

知識と体験から愛着が生まれる概念図

記憶に残る

遺伝子への蓄積＝子孫への伝達

農作業

自然環境

他地域との比較

知識・体験

コミュニケーション

活動

学習

旅行

収穫

商い

教育

家族　友人

学習による知識・体験による経験を得て成長する

子供 大人 老人若者

清掃

本

愛着の度合い
が増える

知識や体験の量が愛着の度合いに比例する

景
観
形
成
の
考
え
方
（
人
・
市
民
）



給
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
水
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
景
観
は
、
と

て
も
美
し
い
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。　

■
良
い
景
観
と
判
断
す
る
意
味
を
知
る

　

人
が
景
観
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る
基
準
に
、

大
き
な
個
人
差
は
な
い
。
共
通
の
判
断
を
促
す
性

質
が
、
感
覚
的
に
人
々
の
心
に
潜
ん
で
い
る
か
ら

だ
。
そ
れ
は
、
生
物
と
し
て
の
本
能
的
な
能
力
で

あ
る
。
良
い
と
思
う
判
断
が
で
き
る
景
観
に
は
、「
生

き
る
」
こ
と
を
保
証
す
る
サ
イ
ン
が
潜
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
海
の
見
え
る
景
色
・
清
流
の
川
・

新
緑
の
山
・
紅
葉
の
木
々
な
ど
、
純
粋
な
自
然
景

観
を
良
い
と
思
わ
な
い
人
は
い
な
い
。
雄
大
に
広

が
る
田
畑
、
花
々
が
咲
く
景
観
な
ど
も
同
様
で
あ

る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
水
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

様
々
な
生
物
が
生
存
で
き
る
こ
と
や
、
花
が
咲
け

ば
木
の
実
・
果
物
・
野
菜
が
な
る
こ
と
を
十
分
に

知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
景
観
は
わ
た

し
た
ち
に
と
っ
て
、「
生
き
る
」
た
め
の
「
食
べ
物

が
手
に
入
れ
ら
れ
る
環
境
を
示
す
サ
イ
ン
」
で
あ

る
こ
と
を
感
覚
的
に
読
み
と
っ
て
い
る
。
わ
た
し

た
ち
に
と
っ
て
一
番
良
い
景
観
と
は
、
自
然
環
境

が
し
っ
か
り
保
た
れ
て
い
る
景
観
な
の
で
あ
る
。

　

中
で
も
水
は
絶
対
で
あ
る
。
す
べ
て
の
動
植
物

に
と
っ
て
水
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
物
質
で
あ
る
。

人
体
の
約
七
○
パ
ー
セ
ン
ト
は
水
分
で
、
体
を
保

つ
た
め
に
は
一
日
二
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
水
分
を
補

　

■
キ
レ
イ
な
景
観
は
良
い
景
観

　

も
う
一
つ
、「
生
き
る
」
サ
イ
ン
を
発
し
、
好
ま

れ
る
景
観
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
清
潔
感
が
感
じ
ら

れ
る
キ
レ
イ
な
景
観
で
あ
る
。
そ
の
サ
イ
ン
は
、

体
を
病
気
か
ら
守
る
衛
生
観
念
か
ら
来
る
。
汚
れ

た
も
の
に
は
、
目
に
見
え
な
い
菌
が
存
在
し
、
放

置
す
る
と
、
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
、

長
い
間
の
経
験
か
ら
遺
伝
子
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
サ
イ
ン
は
、
体
を
守
る
た
め
の
判
断
と
な
り
、

不
潔
に
見
え
る
景
観
は
悪
い
景
観
と
し
て
映
る
。

　

た
と
え
ば
、
ゴ
ミ
が
散
ら
か
っ
た
部
屋
・
汚
れ

た
ト
イ
レ
な
ど
非
常
に
嫌
悪
す
る
。
こ
の
感
覚
は
、

室
外
で
も
同
じ
で
、
枯
れ
葉
・
空
き
缶
・
タ
バ
コ

の
吸
殻
・
ペ
ッ
ト
の
糞
な
ど
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ

れ
た
状
況
を
良
く
思
わ
な
い
。
こ
れ
ら
は
直
接
的

に
悪
い
景
観
要
素
で
あ
る
が
、
そ
の
延
長
上
に
間

接
的
に
悪
い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
景
観
要
素
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
壊
れ
そ
う
な
家
・
割
れ
た
敷
石
・

錆
び
た
看
板
・
ク
モ
の
巣
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ

れ
た
電
線
な
ど
、
さ
ら
に
、
不
揃
い
な
ま
ち
並
み

の
よ
う
な
も
の
ま
で
、
悪
い
景
観
と
判
断
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
不
用
な
も
の
・
整
っ
て
い
な
い
も
の
は
、

実
際
に
不
衛
生
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
視
覚
的

に
衛
生
的
で
は
な
い
と
い
う
サ
イ
ン
を
出
し
て
い

る
よ
う
に
映
る
。
そ
の
た
め
キ
レ
イ
に
見
え
ず
、

と

110
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脳

目
目に映る景観

良いと判断できる景観

悪いと判断できる景観

景観からのサイン

景観

景観からのサイン
知識・経験力からの判断力

ゴチャゴチャした景観

整った景観
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良
い
景
観
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。

■
悪
い
景
観
を
良
く
す
る

　

良
い
景
観
も
悪
い
景
観
も
、
人
が
決
め
て
い
る

た
め
、
良
く
も
悪
く
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
悪
い
景
観
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
良
く
し

て
ゆ
く
の
か
、
大
き
く
三
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
人
為
的
に
荒
廃
し
た
自
然
、
放
棄
地

な
ど
は
、
自
然
本
来
の
姿
に
戻
す
手
助
け
を
す
る

こ
と
し
か
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
人
の
手
が
入
る

前
の
自
然
の
植
生
（
潜
在
植
生
）
に
よ
っ
て
修
復

す
る
必
要
が
あ
る
。
数
年
の
管
理
手
間
は
か
か
る

が
、
本
来
の
自
然
植
生
に
戻
れ
ば
、
管
理
が
不
要

に
な
る
。
自
然
に
戻
す
以
外
は
、
人
の
管
理
に
よ

り
自
然
を
保
つ
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
は
産
業
と

し
て
再
利
用
す
る
た
め
の
価
値
を
生
み
出
す
知
恵

が
求
め
ら
れ
る
。
林
地
の
場
合
は
、
林
業
の
再
生
、

里
山
の
シ
ス
テ
ム
の
復
活
な
ど
、
生
活
ス
タ
イ
ル

の
改
善
に
及
ぶ
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

二
つ
目
は
、
悪
い
景
観
を
隠
し
て
し
ま
う
方
法

で
あ
る
。
本
来
的
に
は
、
一
つ
目
の
方
法
を
と
る

べ
き
で
あ
る
が
、
元
の
姿
に
戻
す
こ
と
が
非
常
に

難
し
い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
採
石
場
跡
・

大
規
模
開
発
地
跡
な
ど
、
自
然
の
改
変
度
合
い
が

大
き
い
場
合
で
あ
る
。

　

景
観
ま
ち
づ
く
り
で
は
、
こ
う
し
た
場
合
の
対

処
方
法
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
基
本
は
、
隠
し
て

見
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
番

の
事
例
が
東
京
都
の
埋
立
地
「
夢
の
島
」
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
展
示
場
・
ホ
テ
ル
・
海
浜
公
園
・
ゴ

ル
フ
場
な
ど
様
々
な
施
設
が
立
地
し
て
い
る
。
埋

め
立
て
の
経
緯
を
知
ら
な
い
人
は
、
地
下
に
ゴ
ミ

が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
な
い
。
わ

た
し
た
ち
は
、
悪
い
景
観
を
自
然
物
、
一
般
的
に

は
樹
木
で
隠
す
こ
と
に
よ
り
、
見
た
目
に
は
良
い

景
観
と
し
て
映
る
よ
う
に
で
き
る
。

　

三
つ
目
は
、
秩
序
観
に
欠
け
る
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ

し
た
景
観
に
対
し
て
は
、
不
衛
生
的
な
見
え
方
を

な
く
す
こ
と
で
良
い
景
観
に
見
え
る
。
先
ず
掃
除

を
欠
か
さ
な
い
こ
と
、
常
に
整
理
整
頓
を
行
う
こ

と
、
壊
れ
た
も
の
を
直
す
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

次
に
、
さ
ら
な
る
統
一
を
行
う
こ
と
で
、
質
の
高

い
秩
序
観
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
物
や
工

作
物
な
ど
の
配
置
・
形
状
・
色
彩
や
素
材
を
整
え

る
こ
と
で
，
格
上
の
良
い
景
観
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

た
と
え
る
な
ら
、
合
唱
で
音
の
パ
ー
ト
を
分
け

て
配
置
し
た
り
、
衣
装
を
合
わ
せ
た
り
、
と
い
う

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

も
然
り
で
あ
る
。
人
や
楽
器
の
個
性
を
生
か
し
な

　

が
ら
も
一
つ
の
音
楽
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
純
粋
に
深
く
味
の
あ
る
音
楽
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
景
観
ま
ち
づ
く
り
も
同
じ
で
、

ど
ん
な
ま
ち
を
創
る
か
、
そ
の
た
め
の
「
全
体
目

標
＋
個
性=

景
観
」
を
包
む
秩
序
を
ど
の
よ
う
に

か
た
ち
づ
く
る
か
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

■
良
い
景
観
を
良
く
見
せ
る

　

良
い
景
観
を
さ
ら
に
良
く
す
る
必
要
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
簡
単
に
触
れ
る
。
造
園
の
世
界

で
は
、
雪
見
障
子
や
丸
窓
な
ど
に
よ
り
、
景
色
を

切
り
取
る
こ
と
で
、
美
し
い
も
の
を
よ
り
美
し
く

見
せ
る
や
り
方
が
あ
る
。
ま
た
、
借
景
と
い
う
手

法
も
同
様
に
、
遠
い
山
を
周
囲
の
地
形
や
木
々
を

額
縁
代
わ
り
に
し
て
、
対
象
以
外
の
物
を
省
き
、

主
対
象
物
を
強
調
し
、
象
徴
的
に
扱
う
こ
と
で
印

象
を
高
め
て
い
る
。
視
野
を
意
図
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
象
徴
的
に
風
景
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
感
動
的
な
美
し
い
景
観
が
随
所
に
眺
め
ら
れ

る
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

丸窓

比叡山借景
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市
の
面
積
の
約
半
分
を
占
め
る
山
容
は
、
大
海

原
の
波
の
う
ね
り
の
よ
う
に
続
き
、
山
懐
に
抱
か

れ
な
が
ら
暮
ら
す
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

こ
の
美
し
く
雄
大
な
自
然
景
観
こ
そ
が
、
本
市

最
大
の
地
域
景
観
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
が

最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　

特
に
、
森
の
再
生
や
活
用
を
図
る
こ
と
は
、
動

植
物
全
体
の
生
態
系
を
保
つ
た
め
に
必
要
で
あ
り
、

自
然
と
の
係
わ
り
が
深
い
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し

を
保
つ
た
め
に
も
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

山
肌
を
彩
る

　

花
・
新
緑
・
紅
葉
な
ど
山
が
見
せ
て
く
れ
る
四

季
折
々
の
色
合
い
の
変
化
は
、
山
が
息
づ
い
て
い

る
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
国
の
天
然
記
念

物
指
定
と
な
っ
て
い
る
「
桜
川
の
サ
ク
ラ
」
に
代

表
さ
れ
る
山
桜
が
あ
る
。
他
者
に
誇
る
こ
と
の
で

き
る
自
慢
の
逸
品
を
、
地
域
景
観
と
し
て
大
事
に

守
り
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

■
山
の
容
姿
を
大
切
に
す
る

　

関
東
以
西
の
平
地
、
丘
陵
、
低
山
地
の
森
林
の

自
然
分
布
は
、
シ
イ
・
タ
ブ
・
カ
シ
類
の
よ
う
に

葉
が
厚
く
光
沢
が
あ
り
、
冬
も
葉
を
落
と
さ
な
い

常
緑
広
葉
樹
林
帯
に
属
し
、
関
東
以
北
の
地
域
で

は
ブ
ナ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
・
カ
エ
デ
類
な
ど
落
葉
広
葉

樹
林
帯
が
地
域
本
来
の
自
然
植
生
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
日
本
の
山
林
を
覆
っ
て
い
る
の
は
、

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
・
マ
ツ
・
カ
ラ
マ
ツ
と
い
っ
た
木

材
の
使
用
に
適
し
た
針
葉
樹
で
あ
る
。
江
戸
時
代

以
降
の
造
林
政
策
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。

■
水
を
汚
さ
な
い

　

本
市
は
、桜
川
の
源
流
域
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
水
質
の
良
し
悪
し
は
、
下
流
域
に
住
む
人
々

の
生
活
に
直
接
影
響
す
る
た
め
、
水
質
を
保
つ
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
産

業
で
あ
る
農
業
に
も
直
接
的
な
影
響
を
も
つ
た
め
、

水
質
を
厳
し
く
保
つ
必
要
が
あ
る
。
汚
染
物
質
や

ゴ
ミ
の
投
棄
な
ど
は
厳
禁
で
あ
る
。

　

人
・
生
活
・
産
業
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
水
は
欠

か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
桜
川
は
市

民
の
命
綱
と
言
っ
て
も
よ
い
。
支
流
河
川
・
用
水
・

護
岸
・
堰
な
ど
様
々
な
土
木
施
設
を
含
め
、
総
合

的
に
河
川
環
境
を
保
全
・
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

筑
波
山
塊
も
例
外
で
は
な
く
、　

標
高
五
○
○

メ
ー
ト
ル
以
下
の
山
林
の
ほ
と
ん
ど
は
、
人
為
的

に
植
林
さ
れ
て
い
る
。
今
で
は
材
木
と
し
て
の
利

用
が
な
い
た
め
に
、
人
の
手
が
入
ら
ず
放
置
さ
れ
、

立
ち
枯
れ
て
い
る
木
も
多
い
。
元
の
自
然
林
に
戻

す
か
、
材
木
と
し
て
再
び
活
用
す
る
か
、
大
き
な

問
題
で
あ
る
。

　

自
然
林
と
し
て
再
生
す
る
場
合
は
、
地
域
本
来

の
自
然
植
生
に
よ
る
回
復
が
図
れ
る
よ
う
、
常
緑

広
葉
樹
に
よ
る
植
林
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

ま
た
、
視
覚
的
保
全
も
重
要
で
あ
る
。
毎
日
、

目
に
す
る
山
の
形
や
、
耳
に
す
る
山
の
名
前
は
、

自
分
た
ち
の
居
場
所
を
示
す
目
標
物
の
よ
う
な
存

在
と
な
り
、
他
の
地
域
の
人
以
上
に
愛
着
を
も
っ

て
接
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
山
の
外
形
を
構
成

す
る
線
形
（
容
姿
）
を
守
る
こ
と
は
、
大
切
な
こ

と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
視
点
場
か
ら
容
姿
を
保
全

す
る
こ
と
は
す
で
に
不
可
能
で
あ
る
。
主
要
な
視

点
場
を
設
定
し
、
そ
の
場
か
ら
は
、
容
姿
を
損
な

う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

美
し
い
自
然
が
映
る
風
景
を
守
る

自
然
景
観
を
大
切
に
す
る
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■
山
の
容
姿
を
整
え
る

山
の
形
を
守
る

　

山
に
囲
ま
れ
た
本
市
は
、
山
の
容
姿
に
よ
っ
て

場
所
を
特
定
で
き
る
。
山
の
容
姿
を
日
々
眺
め
て

い
る
市
民
に
と
っ
て
も
、
山
の
容
姿
を
認
識
す
る

こ
と
で
、
本
市
を
確
認
し
、
自
分
の
生
活
場
所
を

確
認
す
る
。
日
本
人
が
富
士
山
を
見
て
日
本
と
い

う
国
を
強
く
認
識
す
る
こ
と
と
同
様
に
、
市
民
は

筑
波
山
・
加
波
山
・
富
谷
山
な
ど
を
認
識
す
る
こ

と
で
、
本
市
を
強
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
ふ
る
さ
と
の
象
徴
と
し
て
、
心
に
記
憶

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
地
域
の
山
容
は
、
市
民
に

と
っ
て
重
要
な
景
観
資
源
と
い
え
る
。

　

こ
の
重
要
な
景
観
資
源
を
保
全
す
る
景
観
の
考

え
方
の
一
つ
は
、
山
を
山
と
認
識
で
き
る
外
形
線

＝
シ
ル
エ
ッ
ト
を
壊
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

外
形
線
は
、
主
に
三
つ
の
線
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

稜
線
・
山
際
の
線
・
山
の
端
の
線
で
あ
る
。
こ
の

三
本
の
線
に
よ
っ
て
山
の
形
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
き
く
こ
の
線
を
切
っ

た
り
、
崩
し
た
り
し
た
場
合
は
、
山
と
し
て
の
認

識
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
切
る
原
因
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
稜
線
の
場
合
は
山
頂
や
尾
根
上
の
道
路
・

　

守るべき三本の線

稜線（スカイライン）

山の端の線山際の線

外形線が切れた状況

建造物による遮蔽

災害や人為による変形

生
き
た
森
を
つ
く
る

　

森
は
、
集
塵
・
空
気
の
浄
化
・
水
質
浄
化
の
機

能
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
問
題
に
な
っ
て

い
る
地
球
温
暖
化
の
元
凶
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
の

吸
収
固
定
能
力
も
大
き
い
。

　

環
境
を
守
る
様
々
な
機
能
を
備
え
る
生
き
た
森

を
再
生
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
場
所
に
自
然
に
存

在
し
て
い
た
植
生
を
植
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

地
域
に
適
さ
な
い
植
生
は
、
長
い
時
間
の
間
に
、

台
風
・
地
震
な
ど
で
倒
れ
た
り
、
他
の
植
物
に
変

遷
し
な
が
ら
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
間
の
森
は
不

健
康
な
状
態
と
な
る
。

　

自
然
の
森
は
、
元
々
地
域
に
い
た
生
物
の
生
息

に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
、
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
姿

が
地
域
景
観
の
原
形
な
の
で
あ
る
。

人
工
的
な
森
を
保
つ

　

地
域
本
来
の
自
然
植
生
に
よ
る
生
き
た
森
を
つ

く
り
・
守
る
こ
と
以
外
に
、
植
林
し
た
森
を
管
理
・

利
用
す
る
こ
と
で
山
が
保
た
れ
る
。
た
と
え
ば
、

か
つ
て
の
里
山
の
雑
木
林
は
、
燃
料
と
し
て
一
五

〜
二
〇
年
に
一
回
切
ら
れ
、
落
ち
葉
は
肥
料
と
し

て
利
用
し
、
下
草
は
一
・
二
年
に
一
回
は
刈
り
取

ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
建
物
が
国
産

材
を
使
用
し
た
時
代
の
森
は
、
生
産
林
と
し
て
育

成
・
管
理
・
利
用
を
徹
底
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

展
望
施
設
・
通
信
鉄
塔
な
ど
が
あ
る
。
山
際
の
線

や
山
の
端
の
線
の
場
合
は
、
大
規
模
開
発
に
よ
る

土
地
造
成
や
建
造
物
に
よ
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
地
震
・
大
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
な
ど
自
然

災
害
に
よ
る
変
形
も
あ
る
。
土
砂
崩
れ
は
、
放
棄

さ
れ
た
植
林
地
に
お
い
て
、
管
理
が
十
分
で
な
い

場
所
に
も
起
こ
り
や
す
い
。

　

景
観
形
成
の
考
え
方
（
自
然
）
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■
桜
川
の
水
質
を
き
れ
い
に
す
る

　

桜
川
を
主
要
な
流
入
河
川
の
一
本
と
す
る
霞
ケ

浦
は
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
指
定
を
受

け
て
い
る
湖
沼
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五

十
九
年
に
水
質
汚
濁
防
止
法
の
特
別
措
置
と
し
て

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
湖
沼
は
、
水
域
が
閉

鎖
的
で
あ
る
た
め
、
水
質
汚
濁
が
お
こ
り
や
す
く
、

元
の
状
態
に
戻
り
に
く
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
で
は
、
工
場
・
事
業
所
な
ど
か

ら
の
排
出
水
を
規
制
し
て
い
る
が
、
特
別
措
置
法

　

現状植生（上）・地域本来の自然植生（下） 鎮
守
の
森
の
植
生
を
守
る

　

筑
波
山
・
加
波
山
な
ど
の
標
高
五
○
○
メ
ー
ト

ル
以
上
の
森
林
に
潜
在
植
生
が
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
然
を
神
と
し
て
信
仰
す
る
文
化
を
持

つ
日
本
で
は
、
森
そ
の
も
の
が
い
わ
ば
畏
敬
の
対

象
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
鎮
守
の
森
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
そ
の
地
域
本
来
の
自
然
植
生
が
、
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。　

の
で
あ
る
。
現
状
で
は
再
び
、
木
材
を
生
活
や
産

業
の
製
品
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
限

ら
れ
た
用
途
に
は
、
国
産
材
の
活
用
を
図
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
植
林
地
は
、
元

の
自
然
に
戻
す
た
め
の
努
力
を
払
う
こ
と
に
な
る
。

鎮守の森の樹林　大国玉神社

こ
れ
ら
の
希
少
な
景
観
資
源
を
守
る
こ
と
は
、
自

然
環
境
の
保
全
に
加
え
て
、
古
来
か
ら
の
精
神
文

化
を
守
り
、
継
承
す
る
大
変
重
要
な
価
値
が
あ
る
。

は
生
活
系
や
農
林
水
産
系
な
ど
の
排
出
水
も
規
制

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
特
別
措
置
で
あ
る
。

　

霞
ヶ
浦
の
水
質
の
悪
化
要
因
に
は
、
流
入
河
川

の
影
響
が
あ
る
。
霞
ケ
浦
は
、
日
本
で
二
番
目
に

大
き
な
湖
で
、
漁
業
・
飲
料
・
農
業
・
工
業
用
水

な
ど
た
く
さ
ん
の
人
が
利
用
し
て
い
る
湖
で
あ
る
。

　

ま
た
、
レ
ジ
ャ
ー
や
観
光
の
面
で
も
多
く
の
人

を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
霞
ヶ
浦
は
常
陸

利
根
川
か
ら
鹿
島
灘
（
太
平
洋
）
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
。
利
根
川
河
口
の
銚
子
沖
は
、
太
平
洋
を

北
上
す
る
黒
潮
と
南
下
す
る
親
潮
が
交
錯
す
る
潮

目
と
な
っ
て
お
り
、
良
好
な
魚
場
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
水
の
恩
恵
は
、
人
の
生
活
だ
け
で
は

な
く
、
桜
川
に
係
わ
る
全
て
の
生
物
の
生
命
を
保

つ
大
変
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

本
市
は
幸
い
な
が
ら
、
桜
川
の
最
上
流
部
に
あ

り
、
市
民
は
、
一
番
き
れ
い
な
水
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
恵
ま
れ
た
位
置
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
市
内
の
中
流
域
か
ら
徐
々
に
水
質
汚

濁
が
表
れ
、
現
在
の
水
質
は
、
決
し
て
良
好
な
も

の
で
は
な
い
。
上
流
域
の
市
民
と
し
て
、
桜
川
の

水
質
が
、
下
流
域
の
自
然
・
生
活
・
産
業
な
ど
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
、
常
に
川

が
き
れ
い
な
状
態
を
保
て
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

←　田　→←畑→

モ
ミ

竹
林

ア
カ
マ
ツ

シ
ラ
カ
シ

ケ
ヤ
キ

ハ
ン
ノ
キ

オ
ク
マ
ワ
ラ
ビ

ク
サ
ヨ
シ

ヨ
シ

ク
ヌ
ギ

コ
ナ
ラ

ス
ギ

ヨ
シ

ヤ
ブ
ツ
バ
キ

シ
ロ
ダ
モ

シ
ラ
カ
シ

ス
ス
キ

い
け
い
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■
桜
川
（
支
流
・
用
水
路
な
ど
を
含
む
）

桜
川
水
系
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
示
す

　

桜
川
や
そ
の
支
流
・
用
水
路
な
ど
の
水
系
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
、
市
内
を
縫
う
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
構
造
の
ほ
と
ん
ど
が
、
掘
割
形

式
の
た
め
、
通
常
に
生
活
し
て
い
る
場
か
ら
川
面

を
見
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
本
流
の
沿
道
に

は
荒
地
も
多
く
存
在
し
て
い
る
た
め
、
人
が
川
に

　

近
づ
き
に
く
い
。
大
事
な
生
活
を
支
え
て
い
る
川

の
存
在
が
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
川
を

景
観
資
源
と
し
て
活
用
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

樹
木
を
植
え
て
河
川
の
存
在
を
示
す

　

河
川
の
護
岸
上
部
周
辺
に
植
栽
を
計
画
す
る
こ

で
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
河
川
位
置
を
知
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
特
に
桜
の
木
と
桜
川
は
、「
謡
曲

桜
川
」
に
謡
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
に
し
え
の
風
情

を
偲
ば
せ
る
効
果
が
あ
る
。
配
植
は
、
左
図
の
よ

う
に
、
曲
線
部
分
や
橋
周
辺
の
視
界
が
変
化
す
る

場
所
な
ど
を
中
心
に
す
る
と
、
見
ら
れ
る
効
果
が

高
く
、
見
ご
た
え
も
出
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な

い
配
植
で
も
演
出
効
果
が
高
く
な
る
。

水
鏡
を
生
か
し
た
景
色
を
楽
し
む

　

水
面
は
鏡
の
よ
う
に
景
色
を
映
し
出
し
、
一
つ
の

風
景
が
二
倍
に
広
が
り
、
受
け
る
印
象
も
大
き
く
な

る
。
水
辺
に
植
え
た
植
栽
は
、
こ
の
効
果
に
よ
り
倍

の
量
と
な
る
た
め
開
花
時
期
は
花
が
増
え
る
。ま
た
、

水
面
は
季
節
・
時
間
に
よ
る
光
・
空
・
水
蒸
気
な
ど

の
様
々
な
表
情
も
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

市
内
に
は
、
つ
く
し
湖
や
上
野
沼
な
ど
大
小
た
く

さ
ん
の
沼
や
た
め
池
が
あ
り
、
水
辺
の
親
水
化
や
修

景
緑
化
な
ど
、
水
面
の
魅
力
を
生
か
す
こ
と
を
積
極

的
に
図
る
こ
と
で
、
美
し
い
景
観
を
形
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
水
の
事
故
が
起
き
な
い
よ
う

な
安
全
上
の
対
策
も
十
分
に
取
る
必
要
が
あ
る
。

曲線部

景観木

河川

河川

道路

橋詰部（四隅）橋梁周辺部
景観木

岩瀬地区内を流れる桜川
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自
然
へ
戻
す
責
務

　

す
で
に
可
能
な
限
り
の
範
囲
で
利
用
し
て
い
る

林
地
や
農
地
は
、
拡
大
の
可
能
性
は
低
い
。

　

こ
こ
で
の
問
題
は
、
産
業
・
政
策
・
生
活
の
変

化
の
た
め
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
林
地
や
農
地
が

管
理
さ
れ
ず
に
放
棄
さ
れ
て
、
荒
地
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
荒
地
の
現
況
は
、
木
の
立
ち
枯

れ
や
倒
木
、
雑
草
の
繁
茂
、
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
な
ど
、

良
い
景
観
に
は
見
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
自
然
環
境
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
た
め

に
も
役
に
立
た
な
い
ば
か
り
か
、
犯
罪
に
使
用
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

自
然
に
対
す
る
悪
影
響
は
、
森
が
本
来
も
っ
て

い
る
保
水
機
能
を
低
下
さ
せ
、
大
雨
時
に
は
土
砂

崩
れ
の
原
因
に
な
る
。
荒
れ
た
農
地
（
無
管
理
の

休
耕
田
を
含
む
）
は
、
周
辺
の
耕
地
に
雑
草
の
種

子
や
花
粉
を
飛
ば
し
、
作
物
に
影
響
を
及
ぼ
す
病

害
虫
や
蚊
の
媒
介
場
所
に
な
っ
た
り
す
る
。

　

荒
地
の
再
活
用
が
で
き
な
い
場
合
は
、
自
然
地

へ
戻
す
こ
と
が
、
わ
た
し
た
ち
の
責
務
で
あ
る
。

　

土
地
の
改
変
を
必
要
最
小
限
に
留
め
る

 　

自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
る
に
は
、
開
発
面
積

を
必
要
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
対
象
地
が
傾
斜
地
や
起
伏
が
あ
る
場
合

は
、
敷
地
面
積
の
分
割
や
地
形
に
合
わ
せ
る
変
形

な
ど
を
検
討
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
開
発
面
積
の

増
加
も
止
む
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

道
路
な
ど
の
線
的
な
施
設
に
対
し
て
も
同
じ
よ

う
に
、
地
形
の
起
伏
に
十
分
配
慮
し
、
土
地
の
改

変
を
少
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
調
査
・
計
画
段
階
で
の
行
為

地
の
選
定
や
施
設
配
置
作
業
が
大
変
重
要
な
意
味

を
も
つ
。

　

し
か
し
、
簡
単
に
戻
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

な
り
の
年
月
を
か
け
て
管
理
し
、
自
然
の
状
態
へ

戻
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
に

つ
い
て
は
、
専
門
家
の
指
導
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
。

　

林
地
や
農
地
に
限
ら
ず
、
人
工
的
に
使
用
し
た

土
地
で
、
そ
の
後
の
使
用
が
長
期
的
に
無
い
と
考

え
ら
れ
る
場
合
は
、
元
の
自
然
に
戻
す
努
力
を
積

極
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

日
々
の
生
業
が
見
え
る
豊
か
な
風
景
を
生
み
出
す

社
会
的
景
観
を
整
え
る

■
自
然
景
観
と
の
調
和

　

こ
こ
で
の
対
象
は
、
産
業
の
中
で
も
特
に
農
林

業
な
ど
広
大
な
面
積
を
使
用
す
る
も
の
。
次
に
面

積
を
使
用
す
る
都
市
開
発
・
住
宅
団
地
な
ど
、
さ

ら
に
大
規
模
工
場
・
工
業
団
地
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
・
物
流
ヤ
ー
ド
・
大
規
模
公
園
・
運
動

公
園
な
ど
や
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
道
路
・
上
下
水
道
・

河
川
・
治
水
・
貯
水
・
鉄
道
軌
道
・
電
気
・
通
信

施
設
な
ど
の
構
造
物
は
、
大
規
模
な
土
地
の
改
変

を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
周
辺
の
環
境
に
著
し
い
影
響
を

与
え
る
。
特
に
森
林
の
減
少
・
水
質
汚
染
・
生
態

系
の
分
断
な
ど
自
然
環
境
に
対
す
る
影
響
が
大
き

い
。

　

ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
環

境
へ
の
影
響
も
大
き
い
。
環
境
汚
染
・
歴
史
的
文

化
資
産
の
減
少
・
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
な

ど
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
当
然
、
景
観
へ

の
影
響
も
大
き
い
。

　

そ
れ
ら
は
、
自
然
景
観
・
生
活
景
観
と
の
調
和

が
図
れ
る
よ
う
な
事
業
計
画
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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■
生
活
景
観
と
の
調
和

緑
化
を
図
る

　

主
に
、
大
規
模
な
開
発
地
に
対
し
て
、
緑
化
の

意
味
は
大
き
い
。
そ
の
意
味
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
自
然
環
境
と
開
発
地
を
繋
ぐ
緑
化
で

あ
る
。
そ
の
一
番
の
役
割
は
、
分
断
し
た
生
態
系

の
保
護
に
あ
る
。
景
観
的
に
も
、「
分
断
し
た
地
形

や
森
」
と
「
人
工
的
な
施
設
」
と
を
、
や
わ
ら
か

く
繋
ぐ
役
割
を
も
つ
。
配
植
は
、
生
態
系
保
護
の

目
的
か
ら
、
地
域
本
来
の
自
然
植
生
を
基
本
に
行

う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
対
象
地
域
内
の
環
境
お
よ
び
周
辺

地
域
へ
の
環
境
を
整
え
る
役
割
が
あ
る
。
防
音
・

防
塵
・
防
風
・
防
火
な
ど
の
機
能
に
加
え
、
労
働

者
に
は
安
ら
ぎ
を
与
え
、
近
隣
の
生
活
者
に
は
潤

い
感
を
与
え
る
心
理
的
な
効
果
が
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
や
花
の
観

賞
な
ど
、
環
境
面
や
心
理
面
に
大
き
な
効
果
が
期

待
で
き
る
。

歴
史
・
文
化
資
源
の
保
全

　

大
規
模
な
開
発
は
、
や
む
を
得
ず
歴
史
や
文
化

資
源
の
あ
る
土
地
で
開
発
行
為
を
行
う
場
合
が
あ

る
。
そ
の
場
合
、資
源
の
価
値
の
大
小
は
別
と
し
て
、

で
き
る
だ
け
元
の
状
態
で
の
保
全
を
行
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
保
全
が
難
し
い
場
合
は
、
他
の
場

　
　
　

所
へ
の
移
設
・
重
要
な
部
位
の
み
を
残
す
な
ど
、

最
善
の
方
法
で
対
処
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

■
景
観
資
源
と
し
て
の
再
活
用

　

市
内
に
は
、
筑
波
鉄
道
の
廃
線
跡
を
自
転
車
専

用
道
路
（
つ
く
ば
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
）
と
し
て
再

活
用
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
当
初
の
鉄
道

利
用
と
は
違
っ
た
目
的
で
活
用
し
て
い
る
例
で
あ

る
。
大
規
模
開
発
地
で
も
道
路
で
も
、
一
度
造
っ

た
も
の
を
壊
す
に
は
、
大
き
な
費
用
と
労
力
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
理
想
で
は
あ
る
が
、

元
の
自
然
に
戻
す
場
合
も
、
よ
り
多
く
の
費
用
と

労
力
が
か
か
る
。
国
内
外
で
も
炭
鉱
跡
地
を
ワ
イ

ン
貯
蔵
庫
に
し
た
例
や
、
工
場
施
設
の
一
部
や
機

械
な
ど
を
記
念
碑
と
し
て
残
し
、
公
園
化
し
て
い

る
例
な
ど
が
あ
る
。
時
代
の
変
遷
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
産
業
遺
産
的
な
景
観
資
源
が
見
捨
て
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
生
か
し
方
を
積
極
的
に

見
つ
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

市
内
に
は
採
石
を
止
め
た
採
石
場
が
数
カ
所
存

在
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
市
の
産
業
資
源
と
し
て

の
価
値
が
十
分
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま

放
置
さ
れ
れ
ば
景
観
と
し
て
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を

印
象
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
な
ん
と
か
再
活
用
の

方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

■
地
形
の
改
変

大
規
模
な
開
発
行
為
（
敷
地
の
面
的
改
変
）

　

自
然
地
に
新
し
い
開
発
を
行
う
場
合
、
そ
の
行

為
地
の
地
形
を
全
く
無
視
す
る
か
、
既
存
の
地
形

に
配
慮
す
る
か
、
大
き
く
分
け
て
そ
の
二
つ
の
方

法
が
あ
る
。
自
然
の
景
観
が
中
心
的
魅
力
の
一
つ

で
、
山
地
が
面
積
の
多
く
を
占
め
る
本
市
に
お
い

て
は
、
自
然
地
形
の
改
変
を
で
き
る
だ
け
避
け
、

地
形
に
馴
染
ま
せ
る
よ
う
な
計
画
を
行
う
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　

起
伏
の
あ
る
場
所
と
起
伏
の
な
い
平
坦
な
場
所

で
は
、
景
観
的
な
見
え
方
が
違
っ
て
く
る
。
起
伏

の
あ
る
場
所
ほ
ど
土
地
を
平
ら
に
す
る
た
め
に
、

土
を
削
っ
た
り
、
盛
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
土
地
は
、
ほ
と
ん
ど
丘
陵
や
山
腹
な

ど
高
所
に
位
置
す
る
た
め
に
、
人
目
に
付
き
や
す

い
。
そ
の
た
め
開
発
後
は
、
以
前
の
景
観
的
印
象

を
大
き
く
損
ね
た
感
じ
を
受
け
や
す
い
の
で
、
地

形
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
必
要
と
な
る
。

　

平
坦
な
場
所
で
は
、
特
に
水
辺
な
ど
に
隣
接
す

る
場
合
に
、
景
観
の
印
象
が
大
き
く
変
化
す
る
。

水
辺
の
水
際
線
が
持
つ
自
然
な
線
形
の
改
変
を
、

で
き
る
だ
け
避
け
る
な
ど
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
。

景
観
形
成
の
考
え
方
（
社
会
）
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馴染ませる
（ラウンディング）

元地形

頂部の大きな改変

谷部の大きな改変

開発用地を分割し地形に馴染ませた例

等高線

水辺の線形を無視した例

開発用地

開発用地

通常の切り土形状

道路

道路

地形に馴染ませた道路

地形の改変が大きい道路線形

盛り土

道路

元地形

地形に馴染ませた道路

地形の改変が大きい道路線形

切り土

開発用地を分割し
地形に沿わせた例

地形に関係なく
開発用地を確保した例

■
緑
化

　

良
い
景
観
を
形
成
す
る
上
で
、
緑
化
は
大
変
重

要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
地
の
人
工
的
で

硬
い
表
情
を
や
わ
ら
げ
る
役
割
と
隠
す
役
割
で
あ

る
。
ま
た
、
樹
種
や
配
植
の
仕
方
で
対
象
物
を
強

調
す
る
演
出
的
役
割
を
持
た
せ
た
景
観
を
つ
く
る

こ
と
も
で
き
る
な
ど
、
景
観
に
寄
与
す
る
効
果
が

大
き
い
。
豊
か
な
自
然
を
も
つ
本
市
の
場
合
、
緑

化
は
、
特
に
重
要
な
景
観
形
成
の
手
法
と
な
る
。

■
道
路
・
軌
道
類
（
用
地
の
線
的
改
変
）

　

道
路
・
軌
道
類
の
場
合
も
大
規
模
な
開
発
行
為

の
考
え
方
と
同
様
に
、
既
存
地
形
を
で
き
る
だ
け

生
か
し
た
線
形
を
考
え
る
。
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

起
伏
地
の
切
り
土
部
、
谷
地
や
平
坦
地
の
盛
り
土

部
な
ど
の
地
形
の
改
変
を
で
き
る
だ
け
避
け
た
線

形
を
選
択
す
る
。
ま
た
、
山
腹
な
ど
の
道
路
は
、

自
然
の
山
肌
を
傷
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
良
い

景
観
と
は
映
り
に
く
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
、
道

路
本
体
や
道
路
構
造
な
ど
の
露
出
を
避
け
る
。
道

路
本
来
の
機
能
の
確
保
に
加
え
、
景
観
に
配
慮
す

る
と
い
う
考
え
方
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

■地形を大きく改変する好ましくない例と比較的好ましい例

盛り土・切り土
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修
景
緑
化
（
や
わ
ら
げ
る
・
隠
す
）

道路

道路

法面緑化樹木の高さ以下に施設の高さを合わせて自然に馴染ませる

圧迫感の軽減・施設を隠す緑化

大型施設

大型施設

生態系の連続性を確保する緑化

開発前の植生

背景に馴染ませ施設を隠す緑化

開発前の植生

開発前の植生から主要な樹木を選定し残す

敷地内をできるだけ緑化する
または、地域本来の自然植生による緑化

▶

▶

法面

法面

開発用地

開発用地

開発用地

大型施設

大型施設
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市
民
や
来
訪
者
の
視
点
に
た
つ

　

幹
線
道
路
は
ま
ち
に
と
っ
て
、
ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ

を
つ
く
る
役
割
を
も
つ
。
た
と
え
ば
高
級
な
邸
宅
の

門
か
ら
玄
関
へ
向
か
う
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
の
様
な
も

の
と
言
え
る
。
幹
線
道
路
は
あ
る
程
度
、
外
向
け
に

意
識
す
べ
き
空
間
で
あ
り
、
来
訪
者
は
、
そ
の
ま
ち

の
格
式
や
市
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
場
に
な
る
。
ま
た
、
市
民
に
と
っ
て
は
、
常
に
来

訪
者
を
受
け
入
れ
る
心
を
も
つ
こ
と
で
、
公
共
空
間

を
家
の
延
長
と
し
て
大
事
に
思
う
意
識
を
醸
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

■
演
出
緑
化
　（
主
要
幹
線
道
路
）　

景
観
木
で
歓
迎
の
意
を
表
現
す
る

　

幹
線
道
路
上
の
市
境
と
主
要
な
分
岐
点
な
ど
に
、

歓
迎
を
意
味
す
る
景
観
木
を
配
植
し
た
り
、
そ
の
足

元
お
よ
び
周
辺
の
景
観
を
整
え
る
。
こ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
市
の
良
い
印
象
を
来
訪
者
に
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
地
理
的
な
位
置
の
認
識
が
容
易
に
な
り
、

地
理
的
不
安
を
軽
減
す
る
効
果
や
ド
ラ
イ
ブ
中
の
気

分
転
換
な
ど
、
安
全
面
や
精
神
面
で
の
効
用
も
図
る

こ
と
が
で
き
る
。

修景地概念図

市街地

桜川市

市境

主要交差点

市境・地域境界部

地域

主要幹線道路

市内の桜並木

集落 ▼

▼

地域

地域

　

し
た
が
っ
て
、
幹
線
道
路
な
ど
は
、
市
の
顔
と

し
て
の
役
割
を
も
つ
公
共
空
間
と
し
て
整
え
る
意

識
で
、
景
観
を
構
成
す
る
要
素
の
質
や
デ
ザ
イ
ン

を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
並
木
を
検
討
す
る
場

合
は
、
積
極
的
に
花
木
・
実
・
紅
葉
・
樹
形
な
ど

に
配
慮
し
た
演
出
性
を
盛
り
込
む
。



121

　

特
に
本
市
の
よ
う
に
自
然
景
観
に
特
性
が
あ
る

場
合
は
、
山
並
み
や
農
地
の
の
び
や
か
な
自
然
景

観
に
対
峙
す
る
よ
う
な
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
や
目
立
つ

形
・
色
彩
の
デ
ザ
イ
ン
は
で
き
る
だ
け
避
け
る
べ

き
で
あ
る
。

様
々
な
視
点
場
を
生
か
す

　
市
内
に
は
、
廃
線
と
な
っ
た
軌
道
が
、「
つ
く
ば

り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
自
転
車
専
用
道

路
と
し
て
再
生
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
土

木
的
遺
産
を
残
し
、
市
民
や
来
訪
者
へ
提
供
す
る

こ
と
は
個
性
的
な
景
観
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　

ど
の
よ
う
な
場
合
の
施
設
で
も
、
再
利
用
の
可

能
性
を
探
り
、
で
き
る
だ
け
活
用
す
る
こ
と
は
、

歴
史
的
景
観
の
保
全
に
繋
が
る
の
で
、
大
切
な
景

観
形
成
の
対
象
要
素
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

旧
真
壁
駅
跡

 クランク部 曲線部

分岐・交差点山アテ

景観木

道路

山

道路

道路

道路

景観木

景観木景観木

景観木

景観木

景観木景観木

景観木

旧
雨
引
駅
跡

山
へ
の
眺
望
を
生
か
す

　

本
市
は
、
ほ
ぼ
山
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
山
を
見
る

こ
と
で
場
所
を
認
識
す
る
事
が
で
き
る
。
道
路
の
軸

線
上
に
山
が
あ
る
こ
と
を
「
山
ア
テ
」
道
路
と
呼
び
、

昔
か
ら
都
市
計
画
な
ど
の
手
法
と
し
て
活
用
さ
れ
て

い
た
。
市
内
に
は
、
偶
然
に
も
た
く
さ
ん
の
山
ア
テ

道
路
が
あ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
印
象
深
い
景
観
を
提

供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
山
へ
の
眺
め
を
生
か
し

た
景
観
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
地
域
性
や
個
性
的
な

景
観
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
道
路
・
施
設
な
ど
か
ら

山
へ
の
象
徴
的
な
眺
望
を
も
つ
主
要
な
視
点
場
の
保

全
、
ま
た
は
、
活
用
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

橋
梁
類

　

橋
梁
は
、
河
川
・
軌
道
・
道
路
な
ど
を
跨
ぐ
た
め
、

周
囲
よ
り
一
般
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
視

界
に
恵
ま
れ
、
眺
望
景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

重
要
な
視
点
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
で
の
景

観
形
成
手
法
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
視
点
場
と
し
て
、
利
用
者
の
眺
望
を
十

分
に
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
周

辺
の
景
観
要
素
に
対
し
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
眺
望
に
筑
波
山

の
よ
う
な
地
域
を
代
表
す
る
景
観
要
素
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
へ
の
視
界
を
で
き
る
だ
け
確
保
す
る
た
め
に
、

眺
望
す
る
景
観
内
に
あ
る
建
物
や
工
作
物
の
位
置
・

形
・
色
彩
な
ど
に
つ
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
的
な
配
慮
を

行
う
。

　

二
つ
目
は
、
橋
梁
そ
の
も
の
の
存
在
が
周
囲
か
ら

目
に
つ
く
た
め
、
橋
梁
を
望
む
視
点
場
か
ら
見
て
、

橋
の
構
造
や
工
作
物
・
色
彩
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
十
分
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。　
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■
日
本
の
原
風
景
と
い
え
る
た
た
ず
ま
い
を
守
る

　

市
内
に
は
、
緑
豊
か
な
集
落
景
観
、
耕
地
と
調
和

し
た
農
家
な
ど
、
本
市
ら
し
い
の
ど
か
な
景
観
が
広

く
存
在
し
て
い
る
。

　

市
街
地
は
、
真
壁
地
区
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

古
都
を
思
わ
せ
る
た
た
ず
ま
い
が
各
所
に
残
っ
て
い

る
。
ま
た
、
当
然
な
が
ら
、
新
し
い
建
物
も
多
く
存

在
す
る
。
本
市
の
固
有
の
文
化
を
継
承
・
発
展
さ
せ

つ
つ
も
、
現
代
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
表
現
し
た
新

し
い
も
の
と
の
共
存
も
不
可
欠
で
あ
る
。
本
市
は
、

新
旧
が
調
和
し
た
景
観
形
成
を
目
指
す
。

地
域
性
を
大
事
に
す
る

　

歴
史
的
建
造
物
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
築
す

る
場
合
で
も
地
域
に
伝
わ
る
デ
ザ
イ
ン
の
継
承
に
配

慮
し
、
で
き
る
限
り
従
来
の
印
象
を
損
な
わ
な
い
方

法
を
と
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
新
様
式
の
場
合
で

も
周
辺
の
建
物
と
の
デ
ザ
イ
ン
上
の
調
和
に
十
分
配

慮
し
、
新
旧
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
、
両
者
の
価
値

を
損
な
わ
ず
良
好
な
景
観
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
素
材
・
工
法
・
技
術
な
ど
、
地
域
固
有
の

も
の
を
優
先
的
に
使
用
し
、
景
観
の
調
和
と
地
場
産

　

　

こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
街
路
は
、
家
の
延
長

の
空
間
と
し
て
捉
え
、
市
民
が
活
用
し
、
生
活
・

文
化
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
満
足
で
き
る
よ
う

に
整
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

招
く
喜
び

　

市
街
地
は
、
商
い
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
中

心
に
、
多
く
の
来
訪
者
と
交
流
す
る
場
所
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
営
利
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
が
も
た
ら
す
真

心
の
交
流
に
よ
っ
て
、
繋
る
喜
び
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
喜
び
の
あ
る
光
景
が
、

ま
ち
の
本
質
的
景
観
の
一
つ
で
あ
る
。
人
と
ま
ち

が
生
き
生
き
と
映
る
景
観
形
成
を
目
指
す
。

■
緑
を
大
切
に
育
む

　

集
落
部
で
は
、
伝
統
的
に
屋
敷
林
・
生
垣
・
庭

木
を
大
切
に
育
て
て
い
る
家
が
多
い
。
市
街
地
で

も
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
が
多
く
存
在
し
て
い

る
。
ま
ち
並
み
か
ら
見
え
る
緑
は
、
訪
れ
た
人
に

も
大
き
な
楽
し
み
を
与
え
て
い
る
。

　

市
民
が
緑
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
で
、
個
性
的

な
景
観
を
醸
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
育
成
に
貢
献
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
ち
並
み
は
地
域
の
顔

　

ま
ち
並
み
は
地
域
の
外
か
ら
訪
れ
る
人
が
眺
め
、

ま
ち
の
印
象
を
決
め
る
大
事
な
景
観
で
あ
る
。
家
に

た
と
え
る
と
門
構
え
の
様
な
場
所
に
当
た
る
。
そ
れ

ら
の
構
え
が
醸
し
出
す
品
格
は
、
来
訪
者
を
迎
え
る

気
持
ち
の
度
合
い
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
市
街
地
は
、
買
い
物
な
ど
の
場
所
と
し
て

慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
の
顔
と
し
て

の
役
割
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ち
並
み
や
街
路

を
整
え
る
こ
と
は
、
大
変
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

　

ま
ち
並
み
は
、
地
域
の
顔
と
し
て
、
市
民
に
は
誇

り
を
、
来
訪
者
に
は
信
頼
を
も
た
ら
す
大
切
な
景
観

要
素
で
あ
る
た
め
、
丁
寧
な
整
備
が
必
要
と
な
る
。

街
路
は
ま
ち
の
居
間
と
し
て
整
え
る

　

市
街
地
・
集
落
内
の
街
路
は
、
生
活
空
間
の
延
長

と
し
て
使
用
す
る
場
所
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近

隣
同
士
や
来
訪
者
た
ち
と
の
立
ち
話
・
打
ち
水
・
清

掃
・
物
干
し
・
子
供
の
遊
び
場
な
ど
に
使
用
し
た
り
、

行
事
や
祭
事
の
場
所
と
し
て
、
一
時
的
に
大
き
な
市

民
広
場
に
も
な
る
。

歴
史
・
文
化
な
ど
の
伝
統
が
息
づ
く
風
景
を
生
み
出
す

生
活
景
観
を
磨
く
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景
観
形
成
の
考
え
方
（
生
活
）

■
集
落
・
市
街
地

集
住
の
形
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
守
る

　

集
落
や
市
街
地
に
は
歴
史
的
な
形
成
過
程
が
形

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
城
を
中
心
と

し
て
構
成
さ
れ
た
城
下
町
、
寺
社
を
中
心
と
し
た

寺
内
町
・
門
前
町
、
街
道
を
軸
と
し
た
宿
場
町
な

ど
で
あ
る
。
農
村
部
で
は
、
農
業
を
生
業
と
し
た

集
住
形
式
と
し
て
山
麓
・
島
・
線
状
集
落
な
ど
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
集
落
や
市
街
地
の
成
り
立
ち

に
は
歴
史
的
な
価
値
が
あ
り
、
地
域
の
固
有
性
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
方
位
・
地
形
・

水
源
な
ど
と
の
関
係
か
ら
発
生
す
る
ま
ち
の
位
置

ど
り
、
ま
ち
の
中
心
に
据
え
る
建
物
、
城
下
町
で

あ
れ
ば
城
、
門
前
町
な
ら
神
社
な
ど
を
核
と
し
て
、

周
囲
に
展
開
さ
れ
る
町
割
り
や
町
屋
な
ど
が
一
体

的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
形
は
、
現
在
で
も
ま
ち
の
中
心
と
し
て
内

在
し
て
い
る
が
、
形
の
残
り
方
は
様
々
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
形
の
残
り
方
が
少
な
い
。

大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
戦
争
に
よ
る
破
壊
、
人

口
の
増
加
や
自
動
車
社
会
に
よ
る
市
街
地
の
拡
大

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
戦
争
の
場
合
を
除
き
問
題

　

の
本
質
は
後
者
の
要
因
に
お
け
る
無
計
画
性
に
あ

る
。
無
計
画
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
残
さ
れ
た

形
を
少
し
で
も
活
か
す
配
慮
に
欠
け
て
い
た
こ
と

や
城
下
町
を
つ
く
っ
た
昔
の
為
政
者
の
よ
う
に
ま

ち
の
全
体
の
姿
を
見
据
え
、
形
を
見
定
め
た
上
で

市
街
地
の
形
成
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
結
果
、
中
心
市
街
地
の
空
洞
化
や
日
本

中
ど
こ
で
も
同
じ
ま
ち
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
ま

ち
の
形
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
独
自
性
）

の
喪
失
な
ど
が
起
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、

形
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ま
ち
へ
の
愛
着
や
誇
り
を
も
失
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

本
市
は
幸
い
な
こ
と
に
、
真
壁
城
址
の
整
備
・

伝
統
的
建
造
物
の
保
存
な
ど
、
歴
史
的
な
形
の
保

全
・
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
市
域
全

体
に
存
在
す
る
農
村
集
落
も
、
昔
な
が
ら
の
形
を

色
濃
く
残
し
て
い
る
。
今
か
ら
で
も
形
を
残
す
こ

と
、
つ
ま
り
景
観
的
な
視
点
で
集
落
や
市
街
地
を

捉
え
、
特
徴
を
も
っ
た
様
々
な
景
観
要
素
に
つ
い

て
、
で
き
る
だ
け
計
画
的
に
保
全
・
再
生
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

守
る
べ
き
集
落
の
形

　

農
作
業
や
農
業
用
水
の
利
用
を
中
心
に
、
家
と

家
と
が
地
縁
的
、
血
縁
的
に
結
び
付
い
た
社
会
生

　

活
の
基
盤
的
な
地
域
単
位
に
お
い
て
、
農
業
水
利

施
設
の
維
持
管
理
や
農
機
具
な
ど
の
利
用
、
農
作

物
の
共
同
出
荷
な
ど
の
農
業
生
産
面
ば
か
り
で
な

く
、
冠
婚
葬
祭
、
集
落
の
共
同
施
設
の
利
用
な
ど

生
活
面
に
ま
で
お
よ
ぶ
密
接
な
結
び
付
き
の
も
と
、

様
々
な
慣
習
や
祭
り
ご
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
治
的
な
活
動
も
行
う
な
ど
、
一
つ
の

小
さ
な
行
政
単
位
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
包
む
集
落
の
形
に
保

全
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。

守
る
べ
き
形 

そ
の
一

　

市
内
の
集
落
の
ほ
と
ん
ど
が
、
桜
川
水
系
を
軸

と
し
て
繋
が
っ
た
形
を
し
て
い
る
。
農
業
に
と
っ

て
は
欠
か
せ
な
い
湧
水
・
川
の
出
所
・
流
れ
に
沿
っ

て
集
落
が
存
在
し
て
い
る
。
市
内
の
水
は
、
す
べ

て
桜
川
の
一
本
に
集
ま
る
地
形
に
な
っ
て
い
て
、

集
落
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
水
を
利
用
し
て
い
る
。

集
落
は
、
ま
る
で
ひ
と
房
の
ブ
ド
ウ
の
よ
う
に
一

　　

桜川
集落位置と規模

岩瀬地区

真壁地区

大和地区

桜川水系と集落関係図
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体
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。

守
る
べ
き
形 

そ
の
二

　

集
落
形
成
の
最
優
先
条
件
は
、
水
を
確
保
で
き

る
場
所
で
あ
る
こ
と
、
次
に
耕
作
地
の
面
積
を
広

く
取
る
一
方
で
、
大
変
な
農
作
業
を
協
力
し
合
う

た
め
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
住
に
あ
る
。
実
に
合
理

的
な
形
で
あ
る
。

守
る
べ
き
形 

そ
の
三

　

各
集
落
ご
と
に
だ
い
た
い
一
つ
の
神
社
が
あ
る
。

天
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
農
業
は
、
神
に
豊
穣

を
願
う
祭
事
を
行
う
な
ど
関
わ
り
が
深
い
。
こ
の

よ
う
な
集
落
と
神
社
の
一
体
的
な
関
係
性
を
再
認

識
し
、
現
代
生
活
と
の
新
た
な
関
係
性
を
も
つ
。

守
る
べ
き
形 

そ
の
四

　

集
落
の
位
置
や
集
住
形
態
は
、
主
に
自
然
条
件

か
ら
合
理
的
に
で
き
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
典
型

的
な
も
の
と
し
て
、
山
麓
・
島
・
線
状
の
主
に
三

つ
の
形
が
あ
る
。

例：大和地区周辺の集落

集落 桜川

バラバラではなく

コンパクトに

田畑は広く

集落のまとまり概念図

線状集落 島状集落 山麓集落

線状集落 島状集落 山麓集落

各集落断面概念図

各集落位置概念図

集落形状の典型

街道の左右に
集落が並んでいる

集落の外側は田畑に 360°
囲まれている

山の際に押し込む
ように集落が位置
している

山際

街道

本流河川 支流河川・水路 源流・湧水

水の流れ

集落

集落集落集落

集落の形成は、山麓が比較的古く、
次に島状・線状と続く。
古代は川が氾濫する平地を農地に改
良するための大きな技術力がなかっ
たため、山・丘の麓に集落を形成し
た。後に、川の制御や盛り土、水路
などの土木技術の進歩に合わせて平
地に集落が形成出来るようになった。
さらに、人の往来が道路の発達を生
み出し、島状・線状の集落形成が生
まれた。

田畑

田畑 田畑

田畑田畑

田畑

里山
山

街道（道路）

 コンパクトオープン オープン

 コンパクトオープンオープン コンパクト

田畑

オープン

集落
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参考：まち並みが美しい事例

■
ま
ち
並
み
を
整
え
る

　

ま
ち
並
み
は
、
様
々
な
時
代
の
建
物
が
存
在
し
、

市
街
地
の
成
り
立
ち
な
ど
の
歴
史
的
な
過
程
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
俯
瞰
の
視

点
場
や
遠
景
の
視
点
場
か
ら
眺
め
る
と
、
屋
根
の

向
き
・
形
状
・
材
料
な
ど
が
景
観
要
素
と
し
て
映
り
、

個
々
の
違
い
が
一
目
了
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
景

観
要
素
が
整
っ
た
ま
ち
並
み
は
、
落
ち
着
き
と
秩

序
観
を
醸
し
出
し
、
好
ま
し
い
印
象
を
受
け
る
。

反
対
に
バ
ラ
バ
ラ
な
ま
ち
並
み
は
、
魅
力
を
感
じ

る
こ
と
が
出
来
な
い
。

街
路
景
観
を
整
え
る

　

建
物
の
正
面
が
、
街
路
に
揃
い
連
続
す
る
景
観

は
、
威
厳
や
品
性
を
醸
し
出
し
、
見
る
人
に
ま
ち

の
信
頼
感
を
伝
え
る
力
が
あ
る
。
建
物
の
間
口
・

構
え
・
軒
高
・
色
彩
・
素
材
な
ど
、
隣
接
す
る
建

物
と
の
デ
ザ
イ
ン
的
共
通
化
を
図
れ
ば
、
さ
ら
に

そ
の
力
は
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
歴
史
的
建
物
が

連
続
す
る
場
所
で
は
、
特
に
古
い
寸
法
・
様
式
・

素
材
な
ど
を
統
一
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
魅
力
を

保
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
般
住
宅

　

景
観
形
成
を
考
え
る
上
で
最
も
や
っ
か
い
な
要

素
で
、
そ
の
主
な
理
由
は
三
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
ス
タ
イ
ル
が

　　

ま
ち
の
景
観
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
や
日
本
や

地
域
の
個
性
・
伝
統
を
示
す
価
値
が
存
在
す
る
こ

と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。

　

三
つ
目
、
一
番
罪
が
重
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、

建
築
設
計
者
・
建
設
業
者
・
販
売
関
係
者
な
ど
の

専
門
家
が
、
建
物
の
公
的
な
価
値
を
十
分
に
認
識

し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
の
解
決
と
し
て
は
、
建
築
関
係
者
に

対
す
る
専
門
的
教
育
と
同
時
に
、
注
文
者
側
の
意

識
改
革
も
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
が
、
伝
統

的
ま
ち
並
み
が
美
し
い
京
都
・
奈
良
、
近
く
で
は

栃
木
市
・
会
津
若
松
市
、・
真
壁
地
区
な
ど
、
た
く

さ
ん
の
人
に
住
宅
の
価
値
を
認
め
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
認
識
を
基
に
、
地
域
の
住
宅
の
あ
り
方

を
専
門
家
と
共
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

福井県丹生群越前町

沖縄県八重山郡竹富町

ふ
か
ん

様
々
な
こ
と
か
ら
、
建
物
の
共
通
化
が
図
り
に
く

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
は
、
農
民
が
人
口
の
約
八
割
を
占
め

て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
家
建
築

が
ほ
と
ん
ど
で
、
必
然
的
に
ま
と
ま
り
や
す
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
望
め
な
い
現
代
に
お
い
て
は
、

意
識
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
外
国
の
住
宅
に
興
味
や
あ
こ
が
れ

を
抱
く
点
に
あ
る
。

　

本
来
住
宅
は
、
地
域
の
気
候
や
生
活
に
適
合
し
、

エ
ア
コ
ン
な
ど
の
機
械
を
使
わ
な
く
て
も
、
快
適

に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
エ
ア
コ
ン
・
暖
房
器
具
な
ど
の
発
達
で
、

ど
ん
な
形
の
家
で
も
快
適
に
暮
ら
せ
る
た
め
、
カ

ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
グ
ハ
ウ
ス
・
南
仏
プ
ロ
バ
ン
ス
風

住
宅
な
ど
外
国
風
の
家
を
好
き
に
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
結
果
、
ま
ち
の
姿
が
バ
ラ
バ
ラ
と
な

り
美
し
い
と
判
断
で
き
る
景
観
と
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
観
光
客
に
人
気
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
市
内
に
日
本
家
屋
が
点
々
と
存
在
し
た

ら
、
ま
ち
の
魅
力
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
、
ま
し
て

形
だ
け
真
似
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
日
本
家
屋
と

認
め
た
く
な
い
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
と
反
対
の
事
が
、
日
本
の
ま
ち
で
起
き
て
る

の
で
あ
る
。
住
宅
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
違
い
、

あ　
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■
大
規
模
建
造
物
を
整
え
る

　

本
市
の
場
合
、
市
域
の
ほ
と
ん
ど
を
自
然
的
な

景
観
が
占
め
、大
き
な
市
街
地
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

自
然
の
美
し
い
景
観
が
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
景
観
の
中
に
立
地
す
る
大
規
模
な
建
造
物

は
、
規
模
の
大
き
さ
か
ら
自
然
的
景
観
を
大
き
く

損
ね
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
的
な
ま
ち

並
み
に
も
大
き
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
可
能
性
が

あ
る
。
計
画
地
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然
的

景
観
や
歴
史
的
景
観
と
の
調
和
に
十
分
配
慮
し
、

出
来
る
だ
け
周
囲
の
景
観
と
の
融
合
を
図
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

良
好
な
景
観
を
阻
害
す
る
位
置
を
避
け
る

　

自
然
の
景
勝
地
（
山
並
み
・
水
辺
）
は
、
市
民

　

必要以上の光量は光害をもたらす

好ましくない例

壁面にへたで派手な描画を行う

まち並みの連続性・秩序感を守る

大規模建造物を分節し、まち並みに高さを合わせる

大規模建造物の工夫例

の
み
な
ら
ず
来
訪
者
に
も
愛
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
景
観
を
で
き
る
だ
け
損
な
わ
な
い
位
置
・
規

模
な
ど
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

特
に
、
重
要
な
視
点
場
か
ら
の
景
観
地
に
対
す
る

景
観
阻
害
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

大
面
積
の
色
彩
や
素
材
へ
の
配
慮

　

大
規
模
建
造
物
は
、
壁
の
面
積
な
ど
が
大
き
い

た
め
、
壁
面
の
配
色
や
素
材
の
選
定
い
か
ん
で
、

景
観
の
良
し
悪
し
を
左
右
し
て
し
ま
う
。
自
然
景

観
の
中
で
は
、
彩
度
・
明
度
を
抑
え
、
多
色
相
の

配
色
を
避
け
る
。
ま
た
、
光
の
反
射
率
が
高
い
素

材
の
使
用
を
避
け
る
。
歴
史
的
な
地
域
も
同
様
に
、

で
き
る
だ
け
、
シ
ン
プ
ル
で
落
ち
着
き
の
あ
る
配

色
や
素
材
を
選
択
す
る
。

山並・樹木など地域の美しい景観を隠す看板類

看板類が必要以上に目立ち過ぎ、秩序感に欠ける沿道景観

■
看
板
類
を
整
え
る

　

看
板
類
は
、
広
告
す
る
目
的
か
ら
ど
う
し
て
も

大
き
く
な
り
、
ハ
デ
な
色
使
い
や
照
明
を
す
る
傾

向
に
あ
る
。
郊
外
の
量
販
店
な
ど
の
看
板
や
照
明

が
顕
著
な
例
で
あ
る
。
そ
の
他
、
野
立
て
看
板
・

フ
ラ
ッ
グ
・
幟
・
旗
な
ど
も
同
じ
傾
向
に
あ
る
。

　

現
状
で
は
、
場
所
に
関
係
な
く
、
目
立
つ
こ
と

を
第
一
に
設
置
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
周
辺
の
魅
力
的
な
景
観
を
打
ち
消
し
て
し
ま

う
場
合
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
目

的
上
、
目
立
つ
必
要
が
あ
る
た
め
、
商
業
地
・
歴

史
的
地
区
・
住
宅
地
・
田
園
地
域
な
ど
、
場
所
ご

と
の
景
観
に
合
わ
せ
て
、
看
板
類
が
共
存
で
き
る

よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
。

看板などの好ましくない例

施設の高さを下げ、
山への眺望を守る

眺望の阻害を改善する

大規模建造物

看板

道路

看板と建物

大規模建造物

大規模建造物

の
ぼ
り



■
来
訪
者
を
も
て
な
す
気
持
ち
を
表
す

　

市
内
で
も
特
に
、
真
壁
地
区
の
中
心
市
街
地
は

細
や
か
な
緑
の
演
出
が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
写
真

に
示
す
よ
う
な
小
さ
な
鉢
植
え
の
よ
う
に
、
ち
ょ
っ

と
し
た
物
で
も
、
来
訪
者
に
と
っ
て
大
変
気
持
の

よ
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
花
を
つ
け
る
草
花
や
樹

木
は
、
そ
の
効
果
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
、
も
て

な
し
の
表
現
は
、
ま
ち
を
彩
る
こ
と
に
加
え
、
来

訪
者
と
市
民
の
心
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

以
外
で
も
、
清
掃
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
や
一
休
み

す
る
た
め
の
ベ
ン
チ
の
設
置
な
ど
、
来
訪
者
を
も

て
な
す
様
々
な
方
法
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
民

の
小
さ
な
心
遣
い
を
、
地
域
文
化
と
し
て
大
き
く

育
て
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
。

おもてなしの心を見世庭で表す

通りから門の奥の
庭を見せる

そばに近づいて庭を垣間
見ることができる

庭を開放する
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小さな心使い

里を象徴する大きな桜の木
（景観木）

まちの品格を示す洒落た松の木
（景観木）

■
工
作
物
類
を
整
え
る
　

　

街
路
を
構
成
す
る
要
素
は
、
主
に
車
道
や
歩
道
を

覆
う
舗
装
材
、
電
柱
・
電
線
、
交
通
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
信
号
機
・
道
路
標
識
・
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど

の
工
作
物
が
あ
る
。
こ
の
他
、
歩
行
者
の
便
宜
を
図

る
ベ
ン
チ
・
街
灯
・
サ
イ
ン（
案
内
板
）・
郵
便
ポ
ス
ト
・

車
止
め
な
ど
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ニ
チ
ュ
ア
と
呼
ば
れ

る
工
作
物
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
作
物
類
の
個
々
は

小
さ
な
も
の
が
多
い
が
、
街
路
空
間
に
連
続
的
に
配

置
さ
れ
た
場
合
は
、
視
野
を
占
有
す
る
割
合
が
高
く

な
り
、
そ
の
色
彩
や
形
に
よ
っ
て
街
路
の
雰
囲
気
を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
歴
史
的
地
区
で
は
、
落
ち
着
い
た
色

彩
と
シ
ン
プ
ル
な
形
に
統
一
し
、
伝
統
的
建
造
物
を

目
立
つ
よ
う
に
し
た
り
、
商
業
地
区
で
は
、
明
る
い

色
彩
と
ユ
ニ
ー
ク
な
形
で
商
業
施
設
の
賑
わ
い
を
演

出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

特
別
に
重
要
な
地
区
の
景
観
形
成
を
図
る
場
合

は
、
色
彩
や
形
の
デ
ザ
イ
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
に
加
え
て
、
視
点
場
か
ら
の
見
え
方
に
配
慮
し

た
配
置
を
行
っ
た
り
、
電
線
・
電
柱
の
地
中
化
な
ど

を
検
討
し
た
り
、
標
識
・
信
号
柱
な
ど
交
通
管
理
施

設
類
の
色
彩
を
指
定
す
る
な
ど
、
街
路
景
観
全
体
の

デ
ザ
イ
ン
を
徹
底
的
に
統
一
す
る
こ
と
で
、
よ
り
価

値
の
高
い
景
観
形
成
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

■
緑
化
を
行
う

　

市
内
の
住
宅
は
、
屋
敷
林
に
加
え
て
門
や
塀
の
周

囲
に
、
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
る
生
垣
や
庭
木
の

あ
る
家
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
緑
化
と
建

物
が
セ
ッ
ト
の
住
宅
景
観
は
、
昔
か
ら
の
慣
習
と
趣

味
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、独
特
の
景
観
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
緑
を
愛
す
る
市
民
の
気
持
ち
が
よ
く

表
れ
て
い
る
緑
化
景
観
は
、
ま
ち
へ
の
愛
着
や
誇
り

を
生
み
、
物
心
両
面
の
豊
か
さ
の
醸
成
が
期
待
で
き

る
。
市
民
が
自
然
に
行
っ
て
い
る
緑
化
の
推
奨
・
評

価
・
理
解
を
図
り
、
緑
化
が
市
民
全
体
に
普
及
で
き

る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

・・

▼

・


	104桜源郷のすがた
	105景観の目標像
	106計画の構図 
	107構図
	108見識
	109人1（主体）
	110人2（主体） 
	111人3（主体）
	112自然（土台）
	113個別景観形成の考え方
	114個別景観形成の考え方
	115桜川（支流・用水路）
	116社会（骨格）
	117社会（骨格）
	118地形の改変
	119修景緑化
	120道路方針
	121道路方針
	122生活（表情）
	123個別景観形成
	124集落のまとま単位
	125集落
	126景観
	127まち・集落、おもてなし

