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江
戸
時
代
以
前
の
古
い
時
代
の
植
生
景
観
を
知
る
上

で
、絵
図（
注
１
）が
役
立
つ
こ
と
が
あ
る
。し
か
し
、「
絵

そ
ら
ご
と
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
絵
図
に
は

真
実
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。一
方
、

動
植
物
図
鑑
の
挿
図
な
ど
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
絵
に
は
写
真
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
実

物
を
そ
れ
ら
し
く
表
現
で
き
る
と
い
う
特
性
も
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
の
景
観
を
描
い
た
絵

図
に
は
、
真
実
が
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
か
ら
、
実
態

が
き
わ
め
て
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
一
枚
の
絵
図
の
中
に
も

実
態
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
と
、
そ
う
で
な
い
部
分
が

あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
る
絵
図
が

過
去
の
里
山
の
景
観
を
知
る
上
で
よ
い
史
料
と
な
る
か

ど
う
か
は
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
慎
重
に
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

方
法そ

の
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
検
討
対
象
と
す
る
絵

図
に
ま
つ
わ
る
情
報
（
注
２
）
を
可
能
な
限
り
多
く
把

握
し
た
上
で
、
①
同
時
代
の
他
の
絵
図
や
文
献
記
述
と

の
比
較
考
察
、
②
山
や
谷
な
ど
の
地
形
描
写
の
分
析
的

考
察
、
③
岩
や
滝
な
ど
の
特
徴
的
な
も
の
の
描
写
と
現

況
と
の
比
較
、④
絵
図
の
彩
色
の
検
討
な
ど
が
あ
る（
注

３
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
図
に
よ
り
、
使
え
る
方
法
は
限

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
可
能
な
限
り
多
く
の
方
法
で

検
討
し
、
そ
れ
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
る

絵
図
の
資
料
性
（
注
４
）
が
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
の
図

が
描
か
れ
た
時
代
の
景
観
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
明
ら
か
な
も
の
に
な
る
か
ど
う
か

は
、
そ
の
図
の
資
料
性
の
高
低
に
よ
る
。
も
し
、
な
ん

ら
か
の
方
法
で
資
料
性
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
、
絵
図

か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
は
、
根
拠
が
な
く
参
考
に
し
か

な
ら
な
い
。

考
察
例
：
原
在
中
筆
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」

（
１
８
０
３
年
）
を
中
心
に
し
て

こ
こ
で
は
、
多
く
の
絵
図
が
残
り
、
絵
図
か
ら
の

研
究
が
比
較
的
容
易
な
京
都
の
例
を
少
し
ご
紹
介
し

て
み
た
い
。
図
１
は
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」（
京
都

府
蔵
〈
京
都
文
化
博
物
館
管
理
〉）
と
題
さ
れ
た
巻

物
（
長
さ
２
５
４
㌢
㍍
、
幅
約
57
㌢
㍍
）
の
一
部
で
あ

る
。
本
稿
で
は
図
の
数
に
制
限
が
あ
り
示
す
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
図
の
手
前
に
は
マ
ツ
や
サ
ク
ラ
の
多
い
美

し
い
庭
園
や
洛
北
の
田
園
風
景
な
ど
も
描
か
れ
て
お

り
、
そ
の
先
（
上
方
）
に
東
山
な
ど
の
景
観
が
広
く
詳

細
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
図
が
原
在
中
（
１
７
５
０

～
１
８
３
７
年
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
享
和
３

（
１
８
０
３
）
年
に
完

成
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
に
記
さ
れ
た
款
記

や
落
款
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
の
図
中
に
は
山
名

や
地
名
な
ど
の
書
き
入

れ
が
多
く
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
書
き
入
れ
は

概
ね
正
確
で
あ
り
、
そ

の
数
が
か
な
り
多
い
こ

と
か
ら
、
本
図
は
単
な

る
風
景
絵
巻
で
は
な

く
、
視
点
（
大
徳
寺
付

近
）
か
ら
見
え
る
景
観

の
実
態
を
何
ら
か
の
目

的
で
正
確
に
描
こ
う
と

し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。図

の
作
者
で
あ
る
原

在
中
に
つ
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
ま
と
ま
っ
た

論
考
が
あ
る
（
注
５
、

６
）。
そ
れ
ら
に
よ
る

絵
図
か
ら
読
み
解
く
江
戸
時
代
の
里
山
景
観

その４

京
都
精
華
大
学
　
小
椋
純
一

森とともに森とともに森とともに森とともに

どうどうどうどう

生きてきたか生きてきたか

図１　「東山三十六峯図巻」（部分；図中央よりも少し左手に比叡山が高く、また図右手に大文字山がやや高く描かれている）
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え
な
が
ら
慎
重
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
場
合
、
市
街
地
の
拡
大

な
ど
に
よ
り
視
点
を
地
上
か
ら
探
す
こ
と
が
難
し
い
た

め
、
図
に
描
か
れ
た
山
の
形
状
や
山
な
み
の
重
な
り
の

状
況
な
ど
か
ら
地
図
上
で
お
お
よ
そ
の
視
点
を
予
め
推

定
し
た
後
、
最
終
的
な
視
点
の
特
定
は
カ
シ
ミ
ー
ル
３

Ｄ
を
用
い
て
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
図
は
か
な

り
広
範
な
場
所
を
描
い
た
図
で
は
あ
る
が
、
東
山
な
ど

の
山
な
み
の
部
分
に
つ
い
て
は
視
点
が
一
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
視
点
は
京
都
の
北
西
、
船
岡
山
の
北
東
約

７
０
０
㍍
の
と
こ
ろ
（
大
徳
寺
山
門
付
近
）
で
、
建
物

の
上
階
、
地
上
６
㍍
ほ
ど
の
高
さ
の
と
こ
ろ
と
考
え
ら

れ
る
。

〈
比
較
考
察
〉

「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
描
写
の
一
部
を
詳
し
い

地
形
情
報
を
も
と
に
し
た
現
況
地
形
や
現
況
と
比
較
し

て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
の
比
較
考
察
の
前
提
と

し
て
、
対
象
と
す
る
場
所
の
地
形
が
、
図
が
描
か
れ
た

頃
以
降
、
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
場
所
の
一
部
に
は
、
図
が
描

か
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の
２
０
０
年
余
り
の
間
に
、
比

較
的
小
規
模
な
土
砂
崩
れ
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
一
部
あ

る
が
、
全
体
的
に
は
大
き
な
地
形
変
化
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

図
２
上
段
の
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
部
分
に
は
、

左
方
に
比
叡
山
が
大
き
く
描
か
れ
、
ま
た
最
も
右
方
に

は
瓜
生
山
の
あ
た
り
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
右
方
の
長

四
角
は
後
の
説
明
の
た
め
の
も
の
）。
図
の
左
方
下
部

に
は
主
に
京
都
盆
地
北
東
の
松
ヶ
崎
地
域
の
山
な
み
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
岩
倉
地
域
南
東
の

上か
み

高た
か

野の

地
域
の
山
な
み
も
少
し
見
え
て
い
る
。

図
２
中
段
の
図
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
３
Ｄ
に
よ
り
作
成

し
た
現
況
地
形
モ
デ
ル
（
視
点
は
図
１
と
同
じ
で
地
上

に
植
生
が
な
い
場
合
の
状
態
）
で
、
図
２
上
段
部
分
に

対
応
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
地
形
モ
デ
ル
は
、
国

土
地
理
院
の
基
盤
地
図
情
報
を
ベ
ー
ス
に
し
た
５
㍍

メ
ッ
シ
ュ
の
高
密
度
地
形
デ
ー
タ
が
反
映
さ
れ
て
い

る
（
注
８
）。
ま
た
、
図
２
下
段
の
写
真
は
、「
東
山

三
十
六
峯
図
巻
」
の
視
点
か
ら
南
西
約
７
０
０
㍍
の
船

岡
山
か
ら
対
象
地
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
山
な
み
の
景
観
が
ど
の

程
度
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
こ
に
あ
っ

た
植
生
の
状
態
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
詳
し
く
比

較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か

る
。

・「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
山
な
み
は
、
全
体
的
に

高
さ
が
少
し
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。

・
こ
の
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
部
分
で
は
、
上
高

野
の
山
な
み
が
わ
ず
か
と
は
い
え
し
っ
か
り
と
描
か

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
現
況
地
形
モ
デ
ル
で
は
、
そ

の
山
な
み
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
で

は
上
高
野
の
山
な
み
の
部
分
が
、
実
際
よ
り
も
少
し

右
方
（
南
方
）
へ
移
動
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

・
こ
の
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
部
分
は
、
比
叡
山

の
頂
上
付
近
か
ら
右
方
（
南
方
）
瓜
生
山
の
あ
た
り

に
か
け
て
一
部
省
略
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

・
上
記
の
よ
う
に
、「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
は
写
真

の
よ
う
に
写
実
的
で
な
い
と
こ
ろ
も
一
部
に
あ
る

と
、
早
く
か
ら
名
を
成
し
て
い
た
在
中
は
、
写
生
を
極

め
た
画
風
で
知
ら
れ
る
円
山
応
挙
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
か
な
り
写
実
的
な
描
写
が
広

く
見
ら
れ
る
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
は
、
応
挙
の
強

い
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
は
、
実
景
を
写
実
的
に
描

い
た
真
景
図
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
在
中
自
身
も

款
記
に
「
享
和
三
年
癸
亥
春
三
月 
原
在
中
寫
真
」
と

記
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
実
景
を
忠
実

に
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
た
だ
図
を
見
る
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
真
景
図
に
つ
い
て
は
、
そ
こ

に
描
か
れ
た
山
や
谷
な
ど
の
地
形
描
写
を
、
詳
し
い
地

形
情
報
を
も
と
に
作
製
し
た
モ
デ
ル
や
現
況
と
の
比
較

考
察
を
中
心
に
、
そ
の
資
料
性
を
か
な
り
明
ら
か
に
で

き
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
図
が
描
か
れ
た
視
点
を

で
き
る
だ
け
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
重
要

で
あ
る
。

〈
視
点
の
特
定
〉

絵
図
の
視
点
を
特
定
す
る
に
は
、
地
形
図
な
ど
も
適

宜
用
い
な
が
ら
、
足
で
か
せ
い
で
探
す
の
が
一
般
的
な

方
法
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
樹
木
の
繁
茂
や
市
街
地
の

拡
大
な
ど
に
よ
り
、
求
め
る
視
点
を
自
由
に
探
す
こ
と

が
困
難
な
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に

は
、
精
度
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
地
形
情
報
を
利

用
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
視
点
を
特
定
す
る
こ
と
も
で

き
る
。そ
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
、カ
シ
ミ
ー

ル
３
Ｄ
（
注
７
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
絵
図
に
は
複

数
の
視
点
を
も
と
に
広
範
な
風
景
を
描
い
た
も
の
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
作
業
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
考
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比
較
的
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の「
東

山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
部
分
に
見
え
る
山
地
の
大
部

分
は
、
植
生
が
か
な
り
低
い
か
、
植
生
も
な
い
よ
う

な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
図
に
描
か
れ
た
樹
高
の
推
定
〉

「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
瓜
生
山
上
部
に
見
ら
れ

る
目
立
っ
た
木
立
は
、
そ
こ
に
あ
る
将
軍
地
蔵
付
近
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
末
期
に
か

け
て
そ
の
あ
た
り
を
描

い
た
絵
図
に
は
共
通
し

て
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
に
目
立
つ
状

態
で
長
年
存
在
し
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
の
数
本
の
マ
ツ
と
見

ら
れ
る
樹
木
の
樹
高
に

つ
い
て
は
、
現
況
地
形

モ
デ
ル
の
そ
の
部
分
に

指
標
と
な
る
一
定
の
高

さ
の
も
の
を
置
く
こ
と

で
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
カ
シ
ミ
ー
ル
３

Ｄ
で
は
、
そ
の
作
業
が

で
き
な
い
が
、
建
築
や

土
木
な
ど
で
使
わ
れ
る

３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
な
ど

で
、
そ
の
作
業
を
お
こ

な
う
こ
と
が
で
き
る
。

図
３
は
、
国
土
地
理

院
が
公
開
し
て
い
る
基

盤
地
図
情
報
を
も
と
に
Ａ
ｕ
ｔ
ｏ
Ｃ
Ａ
Ｄ
（
オ
ー
ト
デ

ス
ク
社
）
で
作
成
し
た
地
形
モ
デ
ル
の
該
当
箇
所
に
高

さ
30
㍍
の
指
標
樹
木
モ
デ
ル
を
挿
入
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
図
の
視
点
は
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
と
同

じ
と
こ
ろ
で
、
指
標
樹
木
モ
デ
ル
は
図
中
に
示
し
た
円

の
中
心
部
に
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
全
体
の
範
囲
は
、
図

２
上
段
の
図
に
長
四
角
で
示
し
た
部
分
で
あ
り
、
両
図

の
比
較
か
ら
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
に
見
え
る
そ
の

大
き
く
目
立
つ
木
々
の
樹
高
は
、
絵
図
で
は
樹
木
の
高

が
、
図
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
に
お
い
て
、
山
の
稜
線

や
谷
な
ど
の
地
形
が
き
わ
め
て
写
実
的
に
細
か
く
描

か
れ
て
い
る
。

・
山
の
稜
線
な
ど
の
形
状
が
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」

と
現
況
地
形
モ
デ
ル
と
で
よ
く
一
致
し
、
図
の
山
地

部
で
と
く
に
目
立
っ
た
樹
木
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

も
の
は
瓜
生
山
の
あ
た
り
に
し
か
な
い
こ
と
、ま
た
、

高
い
樹
木
が
山
の
大
部
分
を
覆
っ
て
い
る
現
況
で
は

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
小
さ
な
谷
も
図
に
は

図３　AutoCAD によるシミュレーション（円の中央部に樹高 30ｍの指標樹木モデルが見える）

図２　上より「東山三十六峯図巻」（比叡山からその南方の瓜生山付近）、カシミール３Ｄによる
現況地形モデル、船岡山より見た近況
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さ
も
少
し
強
調
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
20

㍍
以
上
の
高
さ
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。

〈
彩
色
な
ど
か
ら
の
検
討
〉

本
稿
の
図
は
カ
ラ
ー
で
な
い
た
め
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
が
、
原
本
の
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
で
は

瓜
生
山
の
左
方
（
北
方
）
の
山
の
稜
線
付
近
を
中
心
に
、

薄
い
赤
茶
系

の
色
で
山
地

が
塗
ら
れ
て

い
る
。
そ
の

付
近
は
、
江

戸
初
期
以
降

の
絵
図
で
共

通
し
て
草
木

が
乏
し
い
ハ

ゲ
山
が
表
現

さ
れ
て
い
る

と
見
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
、

そ
の
部
分
は

ハ
ゲ
山
を
示

し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

ち
な
み
に
、

図
４
は
京
都

の
役
所
方
が

作
成
し
た
と

思
わ
れ
る
18

世
紀
初
頭
の
大
絵
図
の
一
部
で
、
比
叡
山
か
ら
大
文
字

山
付
近
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
図
で
は

ハ
ゲ
山
の
部
分
は
白
っ
ぽ
く
描
か
れ
て
お
り
、「
東
山

三
十
六
峯
図
巻
」
が
描
か
れ
た
頃
よ
り
も
１
０
０
年
ほ

ど
前
は
、
ハ
ゲ
山
の
範
囲
が
よ
り
広
か
っ
た
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
ハ
ゲ
山
の
部
分
は
花
崗
岩

地
帯
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
草
木
が
な
け
れ
ば
、
光
の

加
減
で
実
際
に
か
な
り
白
っ
ぽ
く
見
え
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
（
注
９
）。

一
方
、
比
叡
山
の
左
方
（
北
方
）
の
稜
線
の
付
近
に

黒
っ
ぽ
く
描
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
図
が
描
か
れ
た
早

春
の
頃
も
濃
い
緑
の
樹
木
が
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
た
所

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
部
分
は
、
現
在
ス
ギ
の
大
木
が
多

く
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
延
暦
寺
の
ス
ギ
の
植
林
地
と

考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
の
一
部
の
描
写
と

現
況
地
形
モ
デ
ル
や
現
況
と
の
比
較
考
察
、
ま
た
図
の

彩
色
の
考
察
な
ど
か
ら
、
検
討
し
た
「
東
山
三
十
六
峯

図
巻
」
の
部
分
は
資
料
性
が
か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
そ
の
図
が
描
か
れ
た
２
０
０
年
あ
ま
り

前
、
比
叡
山
の
京
都
側
の
部
分
は
、
か
な
り
低
い
植
生

の
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
、
一
部
に
は
草
木
が
乏
し
い

ハ
ゲ
山
が
広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
高
木
の
樹

木
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

本
稿
で
例
示
し
た
「
東
山
三
十
六
峯
図
巻
」
は
、
数

あ
る
京
都
の
絵
図
の
中
で
も
里
山
な
ど
の
景
観
を
と
く

に
写
実
的
に
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

絵
図
が
多
く
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
一
見

写
実
的
と
見
え
な
い
絵
図
の
中
に
も
、
里
山
な
ど
の
実

態
が
か
な
り
よ
く
反
映
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
絵
図
に
つ
い
て
例
示
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
絵
図
も
含

め
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
絵
図
の
資
料
性
が
あ
る
程

度
で
も
確
認
で
き
れ
ば
、
写
真
が
な
い
時
代
の
里
山
の

景
観
が
そ
れ
な
り
に
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
絵

図
の
考
察
か
ら
は
、
多
く
の
場
合
、
上
記
の
例
の
よ
う

に
概
し
て
人
の
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
い
か
つ
て
の
里

山
の
景
観
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

《
注
》

（
１
）
絵
図
と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
は
絵
地
図
を
意
味
し
、
今
日
で
も
そ
の

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
里
山
な
ど
の
景
観
を
描

い
た
絵
画
や
版
画
な
ど
も
含
む
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
。

（
２
）
ネ
ッ
ト
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、
本
や
論
文
か
ら
の
情
報
も
間
違
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
そ
う
し
た
情
報
も
検
証
し
た
り
し
な
が
ら
、

検
討
す
る
絵
図
類
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
慎
重
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
小
椋
純
一
（
１
９
９
２
）：『
絵
図
か
ら
読
み
解
く
人
と
景
観
の
歴
史
』

雄
山
閣
出
版

（
４
）
絵
図
の
中
に
は
、
写
実
性
が
必
ず
し
も
高
く
は
な
く
て
も
、
過
去
の
植

生
景
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
な
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、

資
料
性
と
写
実
性
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
。

（
５
）
土
居
次
義
（
１
９
４
４
）：「
原
在
中
の
画
業
」、『
日
本
近
世
絵
畫
攷
』

２
８
３
～
２
９
０

（
６
）
松
尾
勝
彦
（
１
９
８
３
）：「
原
在
中
研
究
」、『
美
術
史
』
Ｖ
ｏ
ｌ
．32 

Ｎ
ｏ
．

２
、１
２
１
～
１
２
７

（
７
）
Ｄ
Ａ
Ｎ
杉
本
氏
作
成
の
地
図
・
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
。
各
種
地
図
や

Ｇ
Ｐ
Ｓ
デ
ー
タ
な
ど
を
読
み
込
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
標
高
デ
ー
タ
を
基
に
、

任
意
の
視
点
か
ら
見
た
地
形
を
立
体
的
に
表
示
す
る
機
能
（
カ
シ
バ
ー
ド
）
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
。

（
８
）
カ
シ
ミ
ー
ル
３
Ｄ
は
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
で
あ
る
が
、
ス
ー
パ
ー
地
形
セ
ッ

ト
（
ラ
イ
セ
ン
ス
：
１
年
分
税
込
１
６
８
０
円
〈
２
０
２
１
年
２
月
時
点
〉）

を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
国
土
地
理
院
の
高
密
度
地
形
デ
ー
タ
を
反
映
し
た

表
示
が
可
能
に
な
る
。

（
９
）
高
知
県
出
身
の
著
名
な
植
物
学
者
で
あ
っ
た
牧
野
富
太
郎
が
、
明
治
14

（
１
８
８
１
）
年
４
月
に
東
京
へ
初
め
て
旅
を
し
た
際
、
高
知
か
ら
乗
っ
た
蒸

気
船
が
神
戸
に
近
づ
い
た
と
き
に
、
ハ
ゲ
山
が
広
が
っ
て
い
た
六
甲
の
山
な
み

を
見
て
、「
は
じ
め
は
雪
が
積
も
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
」
と
随
想
に
記
し

て
い
る
の
も
、
花
崗
岩
地
帯
の
ハ
ゲ
山
が
白
く
見
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
。

図４　「京師大絵図」（比叡山から大文字山付近；18世紀初頭、慶応大学蔵）
〔左上方の比叡山から右端の大文字山の間には、ハゲ山が白色系の色を使い広く描かれている〕




