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第1章　歴史と地理の交差点

　

  

日
常
の
交
差
点

　
ま
ず
は
、
日
頃
見
て
い
る
景
観
か
ら
ど
う
い
っ
た
歴
史
と
地
理
が
広
が
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
一
つ

の
例
を
取
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

　
図
１
‐
１
を
見
て
く
だ
さ
い
。
別
に
「
こ
こ
は
ど
こ
で
し
ょ
う
」
と
い
う
ク
イ
ズ
を
す
る
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
場
所
は
香
川
県
高
松
市
、
高
松
駅
近
く
の
交
差
点
で
す
。
高
松
市
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
人

は
、
も
ち
ろ
ん
初
め
て
見
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
地
方
都
市
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
風
景

で
す
し
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
に
と
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
特
別
な
と
こ
ろ
は
な
い
普
通
の
風
景
で
し
た
。
実
は
こ
の
交
差
点
、
私
の
高

校
時
代
の
通
学
路
に
あ
っ
た
も
の
な
の
で
す
が
、
私
は
高
校
３
年
間
（
正
確
に
は
浪
人
時
代
を
含
め
た
４
年

間
）、
何
も
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
交
差
点
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
写
真
は
２
０
１
９
年
に
撮
影

し
て
い
ま
す
の
で
、
私
の
思
い
出
の
風
景
と
は
少
し
違
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
も
う
高
校
時
代
の
記
憶

！

も
だ
い
ぶ
彼
方
に
遠
ざ
か
っ
て
お
り
、
普
段
の
通

学
路
の
風
景
な
ど
は
正
確
に
思
い
出
せ
な
い
く
ら

い
、
色
あ
せ
て
い
ま
す
。
毎
日
通
る
当
た
り
前
の

道
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ

ん
の
い
つ
も
通
る
場
所
に
も
、
気
に
と
め
な
い
普

通
の
風
景
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

写
真
は
、
そ
う
し
た
当
た
り
前
を
切
り
取
っ
た
１

枚
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
、
そ
う
し
て
何
気
な
く
通
っ
て
い
る
場
所

も
、
本
当
は
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
特
徴
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
に

し
か
な
い
風
景
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
交
差
点
、

よ
く
見
る
と
少
し
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
写
真
で
奥

に
進
む
太
い
道
が
通
学
路
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
左
側
、ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
と
の
間
に
「
細
い
道
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
は
一
般
的
に
よ

く
見
ら
れ
る
十
字
路
の
交
差
点
で
は
な
く
、
変
則

1- 1  何気ない交差点の風景（筆者撮影）
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第1章　歴史と地理の交差点

的
な
五
差
路
の
交
差
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ぁ
な
ぜ
、
こ
の
交
差
点
は
変
則
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
は
ぁ
？
」
と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
校
時
代
の
私
も
そ
う
で
し
た
。
交
差
点
が
十
字
路

で
も
三
差
路
で
も
五
差
路
で
も
、
別
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
、
ま
っ

た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
道
が
そ
こ
に
あ
る
、
だ
か
ら
進
む
の
だ
。
高
校
時
代
の
私
に
と
っ
て
、
道
や
交

差
点
は
所
与
の
も
の
で
あ
り
、
考
え
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
普
段
の
生
活
で
通
っ
て
い
る
交
差
点
を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
な
ぜ
、
こ
の
交
差
点

は
十
字
路
な
ん
だ
ろ
う
」
と
か
「
な
ぜ
、
こ
こ
に
交
差
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
疑
問
を
持
ち
な
が

ら
、
交
差
点
を
歩
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
こ
う
し
た
疑
問
は
、
も
し
か
し
た
ら
日
常
生
活
に
必
要
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
そ
う
し
た

疑
問
を
持
た
ず
に
こ
れ
ま
で
生
き
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
一
度
こ
う
し
た
方
向
性
へ
の
疑

問
に
目
覚
め
る
と
、
そ
こ
に
は
と
て
も
豊
か
な
世
界
が
現
れ
ま
す
。
日
常
生
活
の
周
り
に
は
知
的
好
奇
心
を

刺
激
す
る
景
色
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
す
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
疑
問
の
持
ち
方
や
疑
問
の
解
き
方
の
い

く
つ
か
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
本
当
で
あ
れ
ば
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
場
所
を
事
例
に
す
れ
ば
い
い
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
身
近
な
場
所
を
訪
ね
歩
く
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
私
の
知
っ
て
い
る
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
く
な
か
で
、
皆
さ
ん
の
景
観
読
解
ス
キ
ル
を

少
し
ず
つ
上
げ
て
い
く
お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

   

歩
く
目
線
と
地
図
の
目
線

　
さ
て
、
先
ほ
ど
の
交
差
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
図
１
‐
２
は
国
土
地

理
院
の
作
成
し
て
い
る
地
理
院
地
図
か
ら
高
松
市
中
心
部
を
示
し
た
も
の
で
す
。
高
松
は
戦
国
時
代
に
生い

駒こ
ま

氏
の
作
っ
た
城
下
町
が
直
接
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
都
市
で
す
。
城
下
町
時
代
に
直
行
す
る
整

然
と
し
た
街
路
整
備
が
な
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
現
在
も
市
街
地
の
交
差
点
の
多
く
は

十
字
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
そ
の
な
か
で
数
少
な
い
変
則
的
な

交
差
点
、
そ
れ
が
図
１
‐
１
の
写
真
の
場

所
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、

ど
こ
か
分
か
る
で
し
ょ
う
か
。

　
地
図
の
左
上
（
北
西
）
付
近
に
「
高
松

駅
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
右

下
（
南
東
）
方
向
に
「
西
内
町
」
と
い
う

町
名
が
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中

間
に
比
較
的
大
き
な
交
差
点
が
あ
る
と
思

！

1- 2  高松市中心部（地理院地図（淡色地図）を利用して作成）
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い
ま
す
。
そ
こ
が
図
１
‐
１
の
交
差
点
で
、
写
真
は
交

差
点
か
ら
南
方
向
に
撮
影
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
西
内
町
」
と
い
う
文
字
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
見
え
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
確
か
に
そ
こ
が
変
則
的
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。

　

や
は
り
、
少
し
「
西
内
町
」
が
邪
魔
な
の
で
、
よ
り

詳
細
な
地
理
院
地
図
を
載
せ
る
こ
と
に
し
ま
す
（
図
１

‐
３
）。
写
真
の
方
向
を
矢
印
で
示
し
て
い
ま
す
。
矢
印

の
先
、
南
南
西
に
向
か
う
幅
の
広
い
道
が
私
の
通
学
路

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
横
の
南
南
東
に
向
か
う
道

が
、
図
１
‐
１
で
見
た
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
横
の
細
い

道
で
す
。

　
ど
う
で
す
か
。
何
か
気
付
く
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

地
図
を
よ
く
見
る
と
、
細
い
道
に
並
行
す
る
道
が
あ
り

ま
す
ね
。
他
の
道
と
は
方
向
が
違
っ
て
い
ま
す
し
、
き

れ
い
な
並
行
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
ぐ
に
目
を
引
く
不

思
議
な
道
で
す
。

1- 3 交差点と写真撮影の方向（地理院地図（淡色地図）を利用して作成）

   　
　

古
い
地
図
を
た
ど
る

　
で
は
、
こ
の
交
差
点
の
不
思
議
の
起
源
を
訪
ね
る
た
め
に
、
古
い
地
図
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。

　
私
の
手
元
に
大
正
１２
年
（
１
９
２
３
）
に
駸し

ん
し
ん
ど
う

々
堂
旅
行
案
内
部
が
刊
行
し
た
『
高
松
市
新
地
図
』
と
い
う

地
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
部
分
図
を
示
し
ま
す
（
図
１
‐
４
）。
マ
ル
で
囲
ん
で
い
る
部
分
が
、
問
題
の
交

差
点
の
位
置
な
の
で
す
が
、
交
差
点
の
形
が
違
っ
て
い
ま
す
。
な
い
の
は
私
の
通
学
路
で
す
。
実
は
、
通
学

路
と
し
て
使
っ
て
い
た
道
は
戦
後
の

都
市
計
画
の
な
か
で
生
ま
れ
た
道
で

し
た
。あ
の
交
差
点
が
変
則
的
に
な
っ

た
の
は
、
戦
後
だ
っ
た
の
で
す
。
城

下
町
由
来
の
都
市
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

す
べ
て
が
城
下
町
時
代
に
遡
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
図
で
気
が
付
く

の
は
、
図
１
‐
１
に
写
る
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
横
の
「
細
い
道
」
に
朱
線

！

1- 4  大正期の地図にみえる交差点『高松市新地図』
（駸々堂旅行案内部、1923年刊）（所蔵：京都府立大学）
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が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
地
図
で
朱
線
は
電
車
軌
道
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
こ
の
時
代
、
あ
の
道

に
電
車
が
通
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
松
で
私
鉄
と
い
え
ば
「
こ
と
で
ん
」（
高
松
琴
平
電
鉄
）
が

有
名
で
す
。
現
在
の「
こ
と
で
ん
」は
高
松
築
港
駅
か
ら
高
松
城
跡
を
回
り
込
ん
だ
後
に
南
下
し
て
い
く
ル
ー

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
が
（
図
１
‐
２
参
照
）、
戦
前
は
築
港
か
ら
高
松
駅
前
を
通
過
し
、
そ
の
前
の
通
り
を

南
下
し
て
い
く
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
細
い
道
」
と
思
っ
て
い
た
あ
の
道
は
、
往
時
、
駅
前
の
目

抜
き
通
り
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
戦
争
中
、
空
襲
に
よ
っ
て
市
街
地
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
私
鉄
路
線
も
復

旧
困
難
と
な
り
ま
し
た
。
戦
後
、
戦
災
復
興
の
た
め
の
都
市
計
画
が
実
施
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
道
路
が
敷
設

さ
れ
る
と
と
も
に
、
私
鉄
路
線
の
ル
ー
ト
変
更
が
起
き
た
の
で
す
。
そ
の
な
か
で
大
き
く
変
化
し
た
場
所
の

一
つ
が
あ
の
交
差
点
で
し
た
。

　
さ
て
、
図
１
‐
４
を
見
る
と
「
細
い
道
」
は
、
や
は
り
周
囲
の
道
と
は
方
向
が
違
っ
て
い
ま
す
。
高
松
駅

に
直
交
す
る
形
で
延
び
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
高
松
駅
の
敷
設
に
合
わ
せ
て
こ
の
道
が
開
通
し
た
と
い
う

予
想
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
実
際
、
日
本
各
地
の
都
市
に
、
そ
う
し
た
事
例
を
い
く
つ
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
だ
と
説
明
し
に
く
い
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
「
細
い
道
」
に
並
行
す

る
道
の
存
在
で
す
。
図
１
‐
４
に
も
「
細
い
道
」
の
右
（
東
）に
並
行
す
る
道
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
こ
の
2
本
の
道
の
間
を
電
車
が
通
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も「
細
い
道
」
の
方

に
線
路
が
敷
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、こ
の
並
行
す
る
道
路
は
途
中
で
東
に
折
れ
て
お
り
、

ど
う
も
近
代
の
駅
前
開
発
に
合
わ
せ
て
で
き
た

道
路
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
東
に
折
れ
て
も
な
お

並
行
し
て
い
ま
す
の
で
と
て
も
奇
妙
で
す
。

　
そ
こ
で
、
も
っ
と
遡
っ
て
城
下
町
時
代
の
地

図
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
先
に
触
れ
た

よ
う
に
、
高
松
城
下
町
の
基
盤
は
戦
国
時
代
に

生
駒
氏
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま
し
た
。
１７
世
紀
中

頃
に
な
る
と
、
藩
主
は
松
平
氏
へ
と
変
わ
り
ま

す
が
、
松
平
氏
も
生
駒
氏
時
代
の
都
市
の
骨
格

を
維
持
し
て
支
配
し
ま
し
た
。

　
図
１
‐
５
に
示
し
た
の
は
、
享
保
年
間
（
１８

世
紀
前
半
）
の
高
松
城
下
町
を
描
い
た
絵
図
を

複
写
し
た
図
の
一
部
で
す
。
海
城
で
あ
る
高
松

城
の
特
徴
や
、
整
然
と
整
備
さ
れ
た
街
路
の
様

子
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
さ
て
、
図
１
‐
１
に

示
し
た
写
真
を
撮
っ
た
場
所
が
こ
の
絵
図
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
こ
か
分
か
り

1- 5 享保年間の高松城下（『享保年間高松城下図』（昭和期複写）　所蔵：高松市歴史資料館）
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で
き
た
ら
、
な
ぜ
そ
の
単
語
を
思
い
つ
い

た
の
か
、
少
し
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
頭
の
体
操
は
、
私
の
授
業
で
も
よ

く
お
こ
な
う
も
の
で
す
。
な
か
に
は
と
て

も
ユ
ニ
ー
ク
な
単
語
を
連
想
す
る
学
生
も

い
ま
す
。
尋
ね
て
み
る
と
、
そ
の
季
節
に

起
き
た
印
象
的
な
出
来
事
を
思
い
出
し
て
、

そ
れ
を
象
徴
す
る
単
語
を
連
想
し
た
、
と

い
っ
た
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
季
節
イ

メ
ー
ジ
が
自
身
の
経
験
と
結
び
つ
い
て
形

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
経
験
に
即
し
た
単
語
は
、
決
し

て
他
の
人
と
は
一
緒
に
な
り
ま
せ
ん
。
暗

　

簡
単
な
頭
の
体
操
を
。
で
き
れ
ば
複
数

名
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
、
周
り
に
い
る

人
を
誘
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
集
ま
っ
た
ら
、
み
ん
な
で
春
・
夏
・

秋
・
冬
、
こ
の
四
つ
の
季
節
の
景
色
で
ぱ
っ

と
連
想
で
き
る
単
語
を
三
つ
ず
つ
書
き
出

し
て
み
て
く
だ
さ
い
（
あ
ま
り
考
え
込
ま

ず
に
、
思
い
つ
い
た
も
の
を
さ
っ
と
書
く

の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
）。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、

結
果
を
お
互
い
に
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
す
る
と
、
同
じ
単
語
を
連
想
し
て
い

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
違
っ
て
い
る
場
合
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
点
を
確
認

コ
ラ
ム
6  

四
季
の
イ
メ
ー
ジ

6C- 2  沖縄県渡嘉敷島のサクラ（2010年 2月） （筆者撮影）

6C- 1  京都市高野川のサクラ（2008年 4月） （筆者撮影）


