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と
ぎ
れ
の
な
い
可
能
性
の
場
を
形
成
し
て
い
る
。
新
し
い
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
、
鳴
り
響
く
森
羅
万
象
に
耳
を
開
け
！　

音
を
出
す
す
べ

て
の
人
、
す
べ
て
の
も
の
が
音
楽
家
な
の
だ
！
」 （
＊
１
）
…
こ
れ

は
、シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
そ
の
主
著『
世
界
の
調
律
』（
原
著The Tuning 

of the W
orld 

の
出
版
は
１
９
７
７
年
）
の
な
か
で
綴
っ
た
文
章
で
あ
る
。

「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
は
、
一
般
に
「
音
の
風
景
」
と
訳
さ

れ
る
が
、
専
門
的
に
は
「
個
人
、
あ
る
い
は
特
定
の
社
会
が
ど
の

よ
う
に
知
覚
し
、
理
解
し
て
い
る
か
に
強
調
点
の
置
か
れ
た
音
の

図1：善福寺上池

図2：善福寺池周辺の等高線と施設等の配置
（標高・水域データについては国土地理院 基盤地図情報、道路データについては国
土交通 省国土数値情報よりダウンロードして作成／地図作成作業協力：森岡渉）
＊9の文献より転載
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土
地
の
記
憶
の
発
掘
・
継
承
・
発
信
の
試
み

鳥
越 

け
い
子

―
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
考
え
方
と
日
々
の
暮
ら
し
か
ら
―

KEIKO
 TO

RIG
O

E

１
．
は
じ
め
に

私
の
故
郷
は
、
東
京
杉
並
の
北
西
に
位
置
す
る
善
福
寺
と
い
う

ま
ち
で
あ
る
。
ま
ち
の
中
心
に
は
池
が
あ
る
。
池
と
そ
の
周
囲
は

都
市
公
園
に
な
っ
て
い
る
。

多
く
の
地
元
住
民
と
同
じ
く
、
私
は
こ
ど
も
の
頃
か
ら
、
こ
の

池
の
畔
で
多
く
の
時
間
を
過
ご
し
て
き
た
。
多
摩
丘
陵
が
集
め
た

水
が
地
下
に
潜
り
、
武
蔵
野
台
地
に
降
り
注
い
だ
雨
と
一
緒
に

な
っ
て
、
関
東
平
野
の
扇
端
の
と
こ
ろ
で
、
地
上
に
湧
き
出
し
た

善
福
寺
池
。（
図
１
・
図
２
）
大
人
に
な
り
、
そ
の
音
風
景
の
豊
か
さ

に
気
づ
い
て
か
ら
は
、「
水
に
選
ば
れ
た
場
所
」
の
畔
に
暮
ら
す
幸

福
と
、
こ
の
池
を
公
園
に
し
て
私
た
ち
に
残
し
て
く
れ
た
先
人
た

ち
へ
深
い
感
謝
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
気
持
ち
を
地
域
の
人
々
と
分
か
ち
合
う
た
め
、
私
は

今
、
地
元
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
々
と
の
連
携
・
協
力
の
も

と
、〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画

実
施
し
て
い
る
。
普
段
は
あ
ま
り
気
づ
く
こ
と
の
な
い
音
環
境
資

源
の
存
在
と
共
に
、
目
に
は
見
え
な
い
こ
の
「
土
地
の
記
憶
を
発

掘
・
継
承
・
発
信
」
す
る
こ
と
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
め
ざ

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
デ

ザ
イ
ン
活
動
の
事
例
を
解
説
す
る
と
共
に
、
私
の
人
生
と
日
々
の

暮
ら
し
を
振
り
返
り
、〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
と
そ
こ
に
至
る

ま
で
の
い
く
つ
か
の
活
動
を
紹
介
・
解
説
し
た
い
。

２
．
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
用
語
と
そ
の
考
え
方

私
の
専
門
は
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プsoundscape

」
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プlandscape

」
か
ら
の
造
語
で
、
１
９

６
０
年
代
の
北
ア
メ
リ
カ
の
「
環
境
運
動
・
環
境
思
想
」
を
背
景

に
、
カ
ナ
ダ
の
作
曲
家
に
し
て
環
境
思
想
家
の
マ
リ
ー
・
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー R.M

urray Schafer

（
１
９
３
３
年

－

）
が
考
案
・
提
唱
し
た

も
の
で
あ
る
。

「
今
日
す
べ
て
の
音
は
、
音
楽
の
包
括
的
な
領
域
内
に
あ
っ
て
、
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〈
花
〉
や
〈
荒
城
の
月
〉
な
ど
の
作
曲
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る

廉
太
郎
。
こ
ど
も
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
家
や
庭
の
音
風
景
の
な

か
で
暮
ら
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
大
い
に
興
味
を

そ
そ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
来
館
者
が
「
少
年
廉
太
郎
が
暮
ら
し

の
な
か
で
体
験
し
て
い
た
音
風
景
」
を
追
体
験
す
る
た
め
の
庭
づ

く
り
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
、
そ
の
作
業
を
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
・
デ
ザ
イ
ン
の
手
法
で
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
。

私
は
先
ず
、「
廉
太
郎
が
聞
い
た
竹
田
の
音
風
景
」
を
テ
ー
マ

に
、
旧
宅
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
「
観
察

調
査
」「
聞
き
取
り
調
査
」「
文
献
調
査
」を
行
っ
た
。
そ
し
て
、廉

太
郎
が
当
時
の
家
や
庭
で
聞
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
多
種
多
様
な
音

の
な
か
か
ら
、
い
く
つ
か
の
項
目
を
選
び
、
そ
れ
ら
を
復
元
も
し

く
は
新
た
な
形
で
再
現
す
る
た
め
の
手
法
を
検
討
し
な
が
ら
「
音

風
景
か
ら
の
庭
づ
く
り
」
を
ま
と
め
た
（
＊
４
）。

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
単
な
る
「
音
の
デ
ザ

イ
ン
」
で
は
な
い
。
特
定
の
地
域
に
現
に
存
在
す
る
、
あ
る
い
は

か
つ
て
存
在
し
た
音
の
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
を
調
査

分
析
（
つ
ま
り
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
調
査
と
そ
の
研
究
」）
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
家
づ
く
り
、
庭
づ
く
り
ま
ち
づ
く
り
等
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
に

生
か
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

４
．
故
郷
の
音
風
景
と
の
再
会

廉
太
郎
記
念
館
が
オ
ー
プ
ン
し
た
頃
か
ら
、
音
の
風
景
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
故
郷
の
環
境
文
化
資
源
を
発
掘
・
発
信
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
全
国
各
地
で
企
画
・

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
環
境
庁
（
当
時
）
は
、
そ
れ
ら
の
動

き
を
ま
と
め
る
形
で
〈
残
し
た
い
日
本
の
音
風
景
１
０
０
選
〉
事

業
を
展
開
し
、１
９
９
６
年
に
そ
の
結
果
を
発
表
し
た （
＊
５
）。
そ

の
後
も
「
音
風
景
」
を
手
が
か
り
と
し
た
環
境
資
源
の
発
掘
・
保

全
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日
本
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

提
案
・
実
施
さ
れ
た
。
私
自
身
も
そ
の
い
く
つ
か
に
関
わ
り
、
推

薦
さ
れ
た
数
多
く
の
音
風
景
の
現
場
を
訪
ね
、
そ
れ
ら
の
調
査
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た （
＊
６
）。

そ
う
し
た
な
か
私
は
、
自
分
自
身
が
暮
ら
す
ま
ち
で
は
、
音
風

景
に
つ
い
て
人
々
と
話
し
合
い
、
ま
ち
づ
く
り
等
の
デ
ザ
イ
ン
活

動
に
関
わ
る
機
会
の
無
い
こ
と
寂
し
く
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
せ
め
て
（
自
分
自
身
が
、
廉
太
郎
記
念
館
で
試
み
た
よ
う
に
）
こ
ど

も
の
頃
に
体
験
し
た
音
風
景
を
追
体
験
で
き
る
よ
う
な
家
に
住
ん

で
み
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
祖
母
の
借
家
で
の
習
作
を
経

て
、
現
在
の
自
邸
（
風
聴
亭
／
屋
敷
林
に
代
表
さ
れ
る
地
域
の
風
土
を
聴
く
た

め
の
家
）
の
基
本
構
想
と
設
計
・
施
工
に
至
り
、
２
０
０
０
年
か
ら

そ
こ
に
住
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。
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環
境
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る （
＊
２
）。
そ
の
構
成
音
は
、
音
楽
や

言
語
も
含
む
「
人
為
・
人
工
の
音
」
か
ら
潮
騒
や
風
の
音
、
虫
や

鳥
、
動
物
等
の
生
物
の
音
な
ど
の
「
自
然
の
音
」
や
、
静
け
さ
や

賑
わ
い
と
い
っ
た
音
環
境
の
特
定
の
状
態
、
さ
ら
に
は
「
記
憶
の

音
」
や
「
伝
承
の
音
」（
特
定
の
地
域
で
生
活
を
営
む
人
々
の
主
体
性
や
文
化

的
理
解
を
色
濃
く
反
映
す
る
音
）
ま
で
を
も
含
む
。

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
考
え
方
は
、
西
洋
近
代
の
「
視
覚
中
心

社
会
」に
対
し
て
、
聴
く
こ
と
の
重
要
性
を
問
い
直
す
と
と
も
に
、

音
の
世
界
か
ら
身
近
な
環
境
を
捉
え
直
し
、
最
終
的
に
は
「
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
各
種
デ
ザ
イ
ン
活
動

（
そ
れ
を
総
称
し
て
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ぶ
）
に
生
か
し
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
感
に
よ
っ
て
分
断
し
が
ち
な
風
景
を
全
身
感
覚
に
繋
げ
、
形

に
留
ま
る
こ
と
の
な
い
「
見
え
な
い
環
境
」
を
扱
う
サ
ウ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ
は
、
特
定
の
土
地
の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら「
現
在
の
風
景
」

を
未
来
に
繋
ぐ
働
き
も
す
る
。
音
の
世
界
を
切
り
口
と
し
な
が
ら

も
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
全
身
感
覚
性
、
ま
た
特
定
の
場
所
や
そ

の
土
地
の
歴
史
と
の
分
か
ち
難
い
関
係
性
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る

と
い
う
意
味
で
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果

た
す
思
想
で
あ
り
、
考
え
方
で
あ
る
。 （
＊
３
）。

３
．
瀧
廉
太
郎
記
念
館
と
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン

善
福
寺
の
池
の
畔
で
、
豊
か
な
自
然
と
文
化
の
音
に
囲
ま
れ
て

育
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
興
味
関
心
が
、
大
学

時
代
に
専
攻
し
た
「
音
楽
学
」
か
ら
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
」

へ
拡
が
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
違
い
な
い
…　

そ
ん
な
想

い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
１
９
９
２
年
４
月
に
開

館
し
た
「
瀧
廉
太
郎
記
念
館
」（
大
分
県
竹
田
市
）
で
そ
の
庭
園
設
計

を
担
当
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

１
９
８
０
年
代
の
後
半
か
ら
、
私
は
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
考

え
方
を
踏
ま
え
た
各
種
の
環
境
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い

た
。
そ
う
し
た
な
か
、
記
念
館
の
全
体
計
画
を
監
修
し
て
い
た
建

築
家
の
故
木
島
安
史
氏
よ
り
、
次
の
よ
う
な
説
明
と
依
頼
を
受
け

た
。
…
竹
田
の
城
下
町
の
一
角
に
、
岡
藩
藩
主
中
川
家
の
家
臣

だ
っ
た
岩
瀬
家
の
屋
敷
が
あ
る
。
現
在
は
一
般
住
宅
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
そ
の
建
物
と
敷
地
を
、
竹
田
市
が
買
い
取
り
「
廉
太
郎

記
念
館
」
を
開
設
す
る
に
当
り
、
家
屋
は
瀧
家
が
住
ん
で
い
た
明

治
20
年
代
の
状
態
に
復
元
す
る
が
、
庭
に
つ
い
て
は
そ
の
手
法
は

使
え
な
い
。
記
念
館
の
主
人
が
、
我
が
国
西
洋
近
代
音
楽
揺
籃
期

に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
作
曲
家
の
ひ
と
り
な
の
で
、
庭
園
デ

ザ
イ
ン
に
お
い
て
音
環
境
の
面
で
何
か
特
別
な
工
夫
を
し
て
欲
し

い
。
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加
わ
り
、
今
で
は
善
福
寺
の
ま
ち
で
毎
年
11
月
の
20
日
間
（
文
化
の

日
か
ら
勤
労
感
謝
の
日
ま
で
）
開
催
さ
れ
る
「
ア
ー
ト
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
イ
ベ
ン
ト
／
地
域
の
文
化
祭
」
と
し
て
定
着
し
て
い
る （
＊
８
）。

私
は
当
初
、
一
住
民
と
し
て
「
観
る
側
」
に
い
た
が
、
２
０
１

０
年
〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
の
企
画
実
施
を
通
じ
て
「
演
じ

る
側
」
と
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
善
福
寺
池
の
風
景
を
さ
ら

に
深
く
味
わ
い
た
い
、
そ
の
た
め
に
は
池
の
畔
を
舞
台
と
し
た
音

楽
活
動
を
始
め
よ
う
、
な
ぜ
な
ら
音
楽
と
は
本
質
的
に
環
境
を
聴

く
行
為
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
発
掘
し
た
善
福
寺
池
の
環
境

文
化
資
源
を
こ
こ
に
暮
ら
す
人
々
と
共
有
し
た
い
、〈
ト
ロ
ー
ル

の
森
〉
に
参
加
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
故
郷
に
お
け
る
私
の
ま

ち
づ
く
り
活
動
、
私
を
含
む
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
サ
ウ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
活
動
そ
の
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
…
と
い
う
思

い
が
あ
っ
た
。

５
．〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
―
音
の
す
む
森
に
捧
ぐ
！
〉

「
遊
歩
音
楽
会
」と
は
、
歩
き
な
が
ら
行
う
音
楽
会
の
総
称
。〈
池

の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
は
、
私
が
故
郷
の
池
の
た
め
に
企
画
し
、

２
０
１
０
年
の
初
演
以
降
、
毎
年
１
回
「
ト
ロ
ー
ル
の
森
」
開
催

期
間
中
の
特
定
の
日
に
、
善
福
寺
池
（
上
池
）
を
約
１
時
間
か
け
て

歩
き
（
回
遊
し
）
な
が
ら
実
施
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
タ
イ
ト
ル
で

あ
る
。

〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
は
当
初
、
音
風
景
案
内
人
（
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
役
の
私
）
に
よ
る
「
語
り
／
解
説
」
と
、
吟
遊
詩
人
（
歌
手
の
辻
康

介
氏
／
図
４
）
に
よ
る
「
う
た
（
歌
・
謡
・
吟
）」、
両
者
の
掛
け
合
い
を

基
本
の
ス
タ
イ
ル
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
池
の
周
囲
で
予
め
選
ん

だ
い
く
つ
か
の
地
点
で
、
そ
の
場
所
の
来
歴
等
に
つ
い
て
私
が
解

説
を
し
、
辻
さ
ん
が
私
の
思
い
を
歌
に
し
て
吟
じ
る
。
参
加
者
は

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
特
有
の
気
配
を
感
じ
、
土
地
の
記
憶
に
思
い
を

馳
せ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
歌
は
、
音
楽
会
の
回
を
重
ね
る
ご

と
に
少
し
づ
つ
増
え
、
池
周
囲
の
各
地
点
に
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た

（
図
5
）。
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
サ
ッ
ク
ス
奏
者
と
い
っ
た
音
楽
家

た
ち
、
さ
ら
に
私
の
大
学
の
ゼ
ミ
生
た
ち
も
参
加
す
る
よ
う
に
な

り
「
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
チ
ー
ム
」
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。

当
初
設
定
し
た
構
成
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
毎
年
チ
ー
ム
の
皆

で
、
そ
の
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
必
要
な
歌
（
こ
れ
ま
で
の
歌
か
ら
ど
れ
を

使
う
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
歌
を
つ
く
る
の
か
）、
音
具
そ
の
他
の
道
具
に
つ

い
て
の
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
終
始
、
参
加
者
が
池
の
畔
に
存
在
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
音
や
気
配
の
存
在
に
気
づ
き
、
そ
の
土
地
の
記
憶
や
歴

史
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
。
音
楽
会
冒
頭
の
挨
拶
で
、
私
が
参
加

18

そ
の
後
、
私
は
先
ず
、
地
元
の
ミ
ニ
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
局「
善
北
こ
ど

も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
通
称「
ラ
ジ
オ
ぱ
ち
ぱ
ち
」）へ
の
参
加
、
次
に
、
善

福
寺
池
と
そ
の
周
辺
地
域
を
拠
点
に
開
催
さ
れ
る
「
ト
ロ
ー
ル
の

森
」
へ
の
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
の
企
画

と
実
施
、
さ
ら
に
は
同
ま
ち
歩
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト〈
西
荻
→
善
福
寺

池
フ
ッ
ト
パ
ス
〉、
等
、
地
元
で
の
各
種
活
動
の
な
か
で
、
故
郷
の

音
風
景
と
自
分
自
身
と
の
関
係
と
を
繋
ぎ
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ラ
ジ
オ
ぱ
ち
ぱ
ち
」
は
２
０
０
１
年
、
善
福
寺
北
児
童
館
の

学
童
ク
ラ
ブ
で
知
り
合
っ
た
親
子
た
ち
が
結
成
し
た
グ
ル
ー
プ

で
、
同
児
童
館
の
特
設
ス
タ
ジ
オ
か
ら
毎
月
第
２
土
曜
日
、
午
前

10
時
か
ら
２
時
間
の
放
送
を
基
本
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
し

て
い
る
（
図
3
） （
＊
７
）。
小
学
校
時
代
の
友
人
か
ら
「
専
門
が
サ
ウ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ
な
ら
ラ
ジ
オ
に
も
興
味
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
誘
わ

れ
た
私
は
、
２
０
０
３
年
に
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
「
教
え
て
そ

の
音
！
」
と
い
う
番
組
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
「
ト
ロ
ー
ル
の
森
」
は
、
２
０
０
２
年
に
始
ま
っ
た
善
福

寺
公
園
（
上
池
）
を
会
場
と
す
る
野
外
ア
ー
ト
展
で
あ
る
。
２
０
０

９
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
野
外
展
示
」
に
、
音
楽
や
踊
り
等
の

「
身
体
表
現
／
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」部
門
が
、
ま
た
翌
年
に
は
、
西

荻
窪
駅
（
Ｊ
Ｒ
中
央
線
）
と
善
福
寺
池
を
繋
ぐ
エ
リ
ア
に
位
置
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
施
設
を
利
用
し
て
開
催
さ
れ
る
「
ま
ち
な
か
企
画
」
が

図 3：ラジオぱちぱち周年記念放送
（本橋泰蔵米店前）

図4：池の畔の遊歩音楽会2010での辻康介
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６
．
故
郷
の
音
風
景
の
歴
史
と
今

故
郷
の
音
風
景
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
・
考
え

た
こ
と
を
、
箇
条
書
き
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
武
蔵
野
台
地
に
お
け
る
貴
重
な
水
と
緑
の
拠
点
。
社
会
・
文
化

的
に
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
武
蔵
野
三
大
湧
水
池
の
ひ
と
つ
が

善
福
寺
池
で
あ
る
。
豊
か
な
水
音
が
こ
の
土
地
の
「
基
調
音
」

だ
っ
た
。

・
池
の
畔
に
は
旧
石
器

－

縄
文
時
代
以
来
、
一
貫
し
て
集
落
が
形

成
さ
れ
て
き
た
。
寒
冷
な
気
候
の
な
か
で
は
、
黒
曜
石
等
の
石

材
か
ら
石
器
を
作
成
す
る
音
が
響
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
温

暖
な
気
候
と
な
っ
て
か
ら
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
里
山
的
な
音

風
景
が
広
が
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

・
池
は
水
の
物
理
的
な
供
給
地
に
留
ま
ら
ず
、
人
々
を
救
う
「
聖

な
る
空
間
」
と
し
て
地
域
の
暮
ら
し
を
支
え
た
歴
史
が
織
り
込

ま
れ
た
「
ト
ポ
ス
」
を
形
成
し
て
い
る
。
中
ノ
島
に
は
水
の
女

神
を
祀
る
市
杵
島
神
社
が
あ
り
、
太
鼓
を
叩
い
て「
ホ
ー
ホ
ィ
、

ナ
ン
ボ
エ
〜
」
と
唱
え
な
が
ら
歩
く
雨
乞
い
の
行
事
が
行
わ
れ

て
い
た
。

・
池
の
旧
名
は
「
遅
野
井
」
で
、
そ
の
名
に
関
し
て
は
「
頼
朝
の

遅
野
井
伝
説
」
が
あ
る
。
池
近
く
に
位
置
す
る
井
草
八
幡
宮
の

旧
名
も
ま
た「
遅
野
井
八
幡
」。
そ
こ
で
は
古
く
か
ら
、
祈
祷
の

声
、
祭
り
の
音
が
「
土
地
固
有
の
音
」
だ
っ
た
。

・
善
福
寺
と
い
う
池
の
名
称
は
、
か
つ
て
池
の
畔
に
あ
っ
た
寺
の

名
に
由
来
す
る
が
、
そ
の
寺
院
の
記
録
や
痕
跡
は
全
く
残
さ
れ

て
い
な
い
「
謎
の
寺
」
で
あ
る
。

・
池
の
あ
る
現
在
の
杉
並
区
最
北
部
は
、
中
世
か
ら
近
世
ま
で

「
井
草
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。
池
周
辺
の
低
湿
地
に
は
沢
山
の
藺

草
（
い
ぐ
さ
）
が
生
え
て
い
た
た
め
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
「
池

の
草
」（
イ
ケ
の
ク
サ
→
「
イ
グ
サ
」
で
あ
る
葦
（
ア
シ
や
ヨ
シ
））
が
茂
っ

て
い
た
た
め
等
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
ら
水
生
植
物
が
、
風
に
吹

か
れ
る
音
も
、
こ
の
土
地
の
「
基
調
音
」
だ
っ
た
。

・
明
治
40
年
に
井
荻
村
の
村
長
と
な
っ
た
内
田
秀
五
郎
は
、
池
を

中
核
と
す
る
地
域
を
「
風
致
地
区
」
と
し
、
地
主
た
ち
を
説
得

し
て
池
と
そ
の
周
囲
の
土
地
を
東
京
都
に
寄
付
し
て
公
園
と
し

た
。
地
主
た
ち
は
風
致
協
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
池
と
公
園

の
整
備
事
業
を
展
開
し
、
池
に
は
彼
ら
の
作
業
音
が
響
い
て
い

た
。

・
現
在「
遅
野
井
の
滝
」の
あ
る
地
点
に
は
、
湧
水
量
の
一
番
多
い

カ
マ
（
泉
を
意
味
す
る
地
元
の
言
葉
）
が
あ
り
、
水
が
音
を
立
て
て
湧

い
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
５
年
に
深
井
戸
が
掘
ら
れ
て
か
ら

は
、
こ
こ
か
ら
水
が
地
上
に
湧
き
出
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

20

者
に
「
こ
の
音
楽
会
を
楽
し
む
た
め
心
得
」
と
し
て
伝
授
す
る
の

は
次
の
三
か
条
で
あ
る
。

一
、  
音
楽
と
池
の
音
、
こ
の
地
域
の
音
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を

楽
し
む
。
池
も
公
園
も
、
ラ
イ
ブ
で
音
楽
を
奏
で
て
い

る
。

二
、  

移
動
し
な
が
ら
、
日
差
し
等
を
含
め
、
時
間
的
に
変
化

す
る
そ
の
風
景
、
景
色
の
変
化
と
音
楽
と
の
セ
ッ
シ
ョ

ン
を
楽
し
む
。

三
、  

音
楽
の
力
を
通
じ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
土
地
の
記
憶
や

歴
史
に
想
い
を
馳
せ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
「
瀧
廉
太
郎
記
念
館

の
庭
園
デ
ザ
イ
ン
」の
た
め
、
私
が「
廉
太
郎
の
音
風
景
」を
テ
ー

マ
に
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
調
査
を
行
っ
た
こ
と
。
つ
ま
り
〈
池
の

畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
を
契
機
と
し
て
、
私
は
故
郷
の
池
と
そ
の
周

辺
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
調
査
研
究
を

始
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
作
業
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る （
＊

9
）。

図5：池の畔の遊歩音楽会2017フライヤー（部分）
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Ｅ
Ｒ
」
だ
っ
た
と
い
う
き
っ
か
け
は
あ
っ
た
も
の
の
、
私
た
ち

チ
ー
ム
に
は
以
前
か
ら
、
自
分
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
は
「
西
洋

近
代
の
芸
術
音
楽
」
と
い
う
枠
組
み
に
は
入
ら
な
い
と
い
う
確
信

が
あ
っ
た
。

「
個
人
の
表
現
」
で
あ
る
ア
ー
ト
に
対
し
て
、〈
池
の
畔
の
遊
歩

音
楽
会
〉
を
あ
る
種
の
「
共
同
体
の
表
現
」
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
活
動
を
通
じ
て
、
音
の
世
界
か
ら
地
域
の
歴
史
・
土
地
の
風

土
に
想
い
を
馳
せ
る
感
性
を
も
っ
た
社
会
を
育
み
た
い
。

ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
ア
ー
ト
の
役
割
、
芸
能
の
役
割
、
そ
こ

か
ら
見
え
て
く
る
現
代
社
会
の
課
題
に
つ
い
て
、
想
い
を
巡
ら
せ

る
日
々
が
続
い
て
い
る
。

【
註
釈
】

＊
１ 

Ｒ
・
Ｍ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（
１
９
８
６
）『
世
界
の
調
律
』 

平
凡
社
、
24
頁
。

＊
２ 

Truax, Barry ed. (1978) A H
andbook for Acoustic Ecology. A.R.C. 

Publication, p.126.

＊
３ 

鳥
越
け
い
子
（
１
９
９
７
）『
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
：
そ
の
思
想
と
実
践
』
鹿

島
出
版
会
（
Ｓ
Ｄ
選
書
）。

＊
４ 

鳥
越
け
い
子
編
（
２
０
１
２
）『
廉
太
郎
と
竹
田
の
音
風
景
』
大
分
県
竹
田
市

商
工
観
光
課
。

＊
５ 

鳥
越
け
い
子
（
２
０
０
２
）「
残
し
た
い
日
本
の
音
風
景
を
め
ぐ
っ
て
」『
エ
コ

ソ
フ
ィ
ア
』
№
９
、
33 -

41
頁
。

＊
６ 

鳥
越
け
い
子
（
２
０
０
８
）『
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
詩
学
』
春
秋
社
。

＊
７ 

https://radio88.exblog.jp

＊
８ 

http://w
w

w
.trollsinthepark.com

＊
9 

鳥
越
け
い
子
（
２
０
１
５
）「
音
風
景
史
試
論
：
遅
野
井(

善
福
寺
池)

を
中
心

と
し
て
」
陣
内
秀
信
・
高
村
雅
彦
編
『
水
都
学 

Ⅲ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
２
４

３-

２
６
２
頁
。

＊
10 

鳥
越
け
い
子
（
２
０
１
８
）「
善
福
寺
池
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
：
２
０
１
７
年
の
活
動
」『
法
政
大
学
エ
コ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー 

２
０
１
７

年
度
報
告
書
』、
38-

43
頁
。

22

現
在
の
滝
は
レ
プ
リ
カ
で
、
地
下
水
を
モ
ー
タ
ー
で
汲
み
上
げ

流
し
て
い
る
。

・
明
治
時
代
ま
で
、
こ
の
地
域
に
は
大
き
な
太
鼓
が
無
く
、
人
々

は
府
中
の
大
国
魂
神
社
の
暗
闇
祭
り
で
太
鼓
を
叩
く
の
を
楽
し

み
に
し
て
い
た
。
大
正
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
大
太
鼓
を
つ

く
り
、
昭
和
54
年
に
「
御
太
鼓
講
」
を
結
成
。
そ
の
２
年
後
か

ら
「
太
鼓
祭
り
」
が
始
ま
り
、
以
来
毎
年
５
月
３
日
に
井
草
八

幡
宮
の
氏
子
区
域
で
太
鼓
に
よ
る
巡
行
を
行
っ
て
い
る
。

音
風
景
の
「
今
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
調
査
手

法
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
音
の
空
間
的
配
置
や

可
聴
範
囲
を
表
す
サ
ウ
ン
ド
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
マ
ッ
プ
（
図
6
）
を
紹

介
し
て
お
く （
＊
10
）。

７
．
お
わ
り
に

〈
池
の
畔
の
遊
歩
音
楽
会
〉
は
、
一
昨
年
、
こ
れ
ま
で
の
「
音

楽
」
あ
る
い
は
「
ハ
イ
ア
ー
ト
」
か
ら
「
芸
能
」
へ
の
越
境
を
試

み
た
。
先
行
す
る
七
年
間
の
活
動
成
果
を
踏
ま
え
て
、
イ
ベ
ン
ト

そ
の
も
の
に
土
地
の
も
つ
「
気
・
パ
ワ
ー
」
と
の
交
流
と
い
う
祭

祀
的
色
合
い
を
強
め
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

そ
の
年
の
ト
ロ
ー
ル
の
森
の
全
体
テ
ー
マ
が
「
境
界
／
Ｂ
Ｏ
Ｒ
Ｄ

図6：善福寺池と井草八幡神宮をフィールドにした各種サウンドマップ
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