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〈「
楽
土
」
の
風
景
〉

　

長
井
市
は
山
形
県
の
南
部
に
位
置
す
る
人
口
２

万
８
０
０
０
人
ほ
ど
の
、
東
北
の
ど
こ
に
で
も
あ

る
よ
う
な
小
都
市
で
あ
る
。市
の
西
半
分
ほ
ど
を
、

土
地
の
者
が
「
西
山
」
と
呼
ぶ
朝
日
連
峰
に
連
な

る
１
０
０
０
メ
ー
ト
ル
程
の
山
地（
葉
山
断
層
崖
）

が
占
め
、市
の
東
部
に
、同
じ
く
土
地
の
者
が
「
東

山
」と
呼
ぶ
出
羽
丘
陵
の
低
山
帯
が
区
切
る
平
地
、

長
井
盆
地
が
ひ
ら
け
て
い
る
。

　

長
井
の
地
名
は
、
す
で
に
平
安
時
代
に
見
え
る

郷
名
で
あ
る
。『
和
名
類
驟
集
』
に
は
、
長
井
郷

の
訓（
読
み
）に
「
奈
加
井
」
と
あ
り
、「
な
が
い

の
ご
う
」と
読
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

「
井（
ゐ
）」
は
「
泉
や
流
水
か
ら
飲
み
水
を
汲
み

取
る
所
。
水
汲
み
場
。（『
岩
波
古
語
辞
典
』）」
で

あ
り
、長
井
は
水
の
集
ま
る
地
を
意
味
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
長
井
の
地
に
お
い
て
、
朝
日
山
系

の
水
を
集
め
な
が
ら
西
山
を
回
り
込
ん
で
東
進
し

て
来
る
置
賜
野
川
と
飯
豊
山
系
に
発
し
て
北
上
す

る
置
賜
白
川
と
が
、
吾
妻
連
峰
を
源
と
し
て
東
か

ら
流
れ
て
来
る
松
川
に
合
流
、
水
量
を
増
し
な
が

ら
最
上
川
の
本
流
を
形
成
し
て
北
に
向
か
う
。
長

井
は
、
正
し
く
豊
富
な
水
の
集
ま
る
地
で
あ
る
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
縄
文
の
昔
か
ら
、
人
々
は
野
川

の
生
み
出
し
た
扇
状
地
の
微
高
地
に
集
落
を
つ
く

り
、
時
代
が
下
り
治
水
が
進
む
と
と
も
に
、
広
げ

た
「
扇
」
の
周
縁
部
に
当
た
る
最
上
川
の
河
岸
段

丘
上
に
町
場
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

南
の
彼
方
に
吾
妻
・
飯
豊
の
山
並
を
望
み
、
西

山
と
東
山
と
の
間
に
ひ
ら
け
た
田
野
を
流
れ
る
幾

筋
も
の
川
。
山
と
川
に
囲
ま
れ
た
平
地
に
、
肩
を

寄
せ
合
う
よ
う
に
慎
ま
し
や
か
に
広
が
る
町
並

み
。
水
を
集
め
た
最
上
川
は
、
や
が
て
出
羽
丘
陵

と
葉
山
断
層
涯
が
北
に
綴
じ
合
う
あ
た
り
、
最
上

川
の
難
所
、五
百
川
渓
谷
に
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
。

　

こ
の
地
理
的
な
特
性
か
ら
見
た
長
井
市
地
域

特別寄稿

「
水
の
町
」
か
ら

公
益
社
団
法
人
長
井
教
育
会　

理
事
長　

蒲
生　

直
樹

宮舟場付近西山を望む

特別寄稿_蒲生氏.indd   58特別寄稿_蒲生氏.indd   58 2016/08/30   9:00:072016/08/30   9:00:07



59　季刊行政相談 No.150

「水の町」から特別寄稿

を
、
韓
国
の
檀
国
大
学
教
授
金
裕
赫
氏
は
、
１
９

８
６
年
、
中
央
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
地
域
学

会
に
お
い
て
、
朝
鮮
近
世
の
地
理
学
の
書
で
あ
る

『
拓
里
志
』
の
言
う
、
人
の
住
む
理
想
の
地
と
し

て
の「
楽
土
」に
当
た
る
と
し
て
讃
え
た
。
地
元
の

郷
土
史
家
に
よ
れ
ば
、『
拓
里
志
』
は
、楽
土
の
条

件
と
し
て
、次
の
６
項
目
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
。

　

○ 

「
水
口
」
：
水
の
入
り
口
部
分
が
山
や
丘
陵

で
Ｓ
字
の
地
形
に
な
り
、
そ
の
先
に
平
野
が

広
が
っ
て
い
る
。

　

○ 

「
野
勢
」
：
平
野
が
広
く
、
日
照
時
間
が
長

い
。

　

○
「
山
形
」
：
主
な
る
山
が
、高
く
て
美
し
い
。

　

○ 

「
土
色
」
：
土
の
つ
や
が
良
く
、
砂
土
で
固

い
。

　

○
「
水
里
」
：
川
の
合
流
点
が
あ
る
。

　

○
「
朝
日
朝
水
」
：
山
、川
の
景
観
が
美
し
い
。

　

な
る
ほ
ど
、
こ
の
地
の
お
国
自
慢
の
者
か
ら
す

れ
ば
、
ど
の
項
目
を
と
っ
て
も
我
が
住
む
ふ
る
さ

と
、
長
井
の
風
景
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
長
井
の
風
景
を
愛
で
た
、
こ
ん
な
言
葉
が

あ
る
。「
西
山
打
鼓
東
山
舞（
西
山
鼓
を
打
ち
東
山

舞
う
）」
明
治
19
年
、
長
井
の
西
山
の
麓
の
村
に

生
ま
れ
、
一
高
か
ら
帝
大
独
法
科
に
進
ん
だ
後
、

日
本
労
働
法
の
基
礎
を
築
い
た
法
学
博
士
の
孫
田

秀
春（
１
８
８
６
〜
１
９
７
６
年　

日
本
民
法
を

体
系
づ
け
た
米
沢
出
身
の
文
化
勲
章
受
章
者
、
我

妻
栄
の
義
兄
で
も
あ
る
）が
、
郷
土
の
子
弟
の
た

め
に
揮
毫
し
た
言
葉
で
あ
る
。
故
郷
へ
の
愛
着
を

生
涯
語
り
続
け
た
孫
田
は
、
長
井
の
牧
歌
的
な
風

景
を
、
あ
た
か
も
『
万
葉
集
』
に
記
さ
れ
た
古
代

人
の
「
国
誉
め
」
の
よ
う
に
、讃
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
後
日
、
長
井
を
訪
れ
、
孫
田
の
こ
の
言

葉
に
感
銘
を
受
け
た
金
裕
赫
氏
は
、
孫
田
の
言
葉

へ
の
讃
と
し
て
、
対
と
な
る
「
南
水
弾
琴
北
水
笑

（
南
水
琴
を
弾
き
北
水
笑
う
）」
の
句
を
贈
っ
て
い

る
。「
西
山
打
鼓
東
山
舞
、
軟
水
弾
琴
北
水
笑
」

正
に
楽
土
の
風
景
な
の
で
あ
る
。

〈
水
の
文
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
〉

　

古
来
、
長
井
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
は
、
こ
の

地
の
豊
富
で
良
質
な
水
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
町

は
ず
れ
の
田
園
地
帯
を
流
れ
、
や
が
て
最
上
川
に

合
流
す
る
幾
筋
も
の
小
河
川
は
、
田
畑
を
潤
し
、

良
質
な
農
作
物
を
産
み
出
し
な
が
ら
、
町
中
に

入
っ
て
幾
つ
も
の
水
路
に
分
か
れ
る
。
町
中
に
網

目
の
よ
う
に
張
り
廻
ら
さ
れ
た
水
路
は
、
醸
造
業

や
織
物
業
な
ど
に
は
産
業
用
水
を
供
給
す
る
水
路

と
な
り
、
家
々
の
排
水
を
流
し
も
す
れ
ば
、
冬
期

に
は
流
雪
溝
と
も
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
役

割
を
果
た
し
な
が
ら
町
場
の
人
々
の
暮
ら
し
に
溶

け
込
む
水
路
だ
が
、
ひ
と
際
、
こ
の
地
の
人
々
の

日
々
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
の
が
、「
か
わ
ど
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

存
在
で
あ
る
。

　
「
か
わ
ど
」
は
、
川
の
水
を
汲
ん
だ
り
洗
い
場

と
し
て
利
用
し
た
り
す
る
た
め
に
川
岸
か
ら
一
段

下
げ
て
設
け
ら
れ
た
場
所
で
、
か
つ
て
の
長
井
で

は
、
家
の
そ
ば
を
流
れ
る
川
の
そ
こ
こ
こ
に
見
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
き
れ
い
な
川
や
豊
富

な
湧
水
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
は
必
ず
し
も
珍
し
く

は
な
い
の
だ
が
、
長
井
で
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
水
路
を
屋
敷
内
や
屋
内
の
台
所
に
引
き
込
ん

で
使
っ
て
い
た
例
も
多
い
。
そ
の
場
合
に
は
、「
入

れ
か
わ
ど
」
と
呼
ば
れ
、
大
き
な
農
家
や
商
家
な

ど
に
よ
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
最
上

川
舟
運
で
財
を
な
し
、
江
戸
期
以
来
の
商
家
の
暮

ら
し
ぶ
り
を
今
に
伝
え
る
県
指
定
文
化
財
「
丸
大

扇
屋
」
の
母
屋
に
は
、そ
の
「
入
れ
か
わ
ど
」
が
、

ほ
ぼ
当
時
そ
の
ま
ま
の
姿
で
残
っ
て
い
る
。

入れかわど
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は
、
北
前
船
に
よ
っ
て
上
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

木
綿
・
古
着
・
小
間
物
・
荒
物
、
赤
穂
の
塩
等
を

積
ん
で
来
る
。
宮
、
小
出
の
舟
場
に
お
ろ
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
物
資
は
、
長
井
の
問
屋
を
経
て
、
領
内

各
地
に
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

宮
舟
場
か
ら
最
上
川
舟
運
を
利
用
し
、
青
苧
や

生
糸
を
出
荷
す
る
一
方
で
上
方
の
反
物
等
を
扱
う

呉
服
商
を
営
み
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
、
宮
村
を

代
表
す
る
豪
商
に
成
長
し
た
商
家
の
一
つ
に
、
先

に
あ
げ
た
「
丸
大
扇
屋
」
が
あ
る
。
宮
舟
場
に
続

く
街
道
に
面
し
て
店
を
構
え
た
そ
の
建
物
は
、
幕

末
か
ら
明
治
、
大
正
に
か
け
て
の
呉
服
商
家
の
佇

助
の
心
を
育
ん
で
き
た
。
長
井
に
は
今
な
お
、
年

に
数
回
は
川
沿
い
の
地
区
民
同
士
が
総
出
で
行

う
、「
川
払
い
」
と
称
す
る
川
掃
除
の
風
習
が
残

る
の
で
あ
る
。

〈
最
上
川
舟
運
が
運
ん
だ
も
の
〉

　
「
か
つ
て
最
上
川
の
終
着
港
と
し
て
栄
え
た
山

形
、
長
井
。
３
０
０
年
前
に
旅
し
た
上
方
文
化
が

辿
り
着
い
た
の
は
、
小
さ
な
山
の
港
町
で
し
た
。」

２
０
１
４
年
夏
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
「
大
人
の
休
日
倶

楽
部
」
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は
、吉
永
小
百
合
さ
ん
の
、

こ
ん
な
印
象
的
な
語
り
で
は
じ
ま
る
。

　

１
６
９
４
年（
元
禄
７
年
）、
米
沢
藩
の
御
用
商

人
で
あ
っ
た
京
都
の
豪
商
西
村
久
左
ヱ
門
が
、
最

上
川
の
難
所
、
五
百
川
渓
谷
の
入
り
口
付
近
の
黒

滝（
現
白
鷹
町
荒
砥
の
下
流
）の
岩
盤
を
開
鑿
す
る

と
、
最
上
川
舟
運
の
ル
ー
ト
は
、
酒
田
か
ら
、
１

８
０
㎞
上
流
の
宮
村（
現
長
井
市
）ま
で
到
達
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
領
内
の
米
や
特
産
物
の
、
上

方
や
江
戸
へ
の
輸
送
手
段
に
苦
慮
し
て
き
た
米
沢

藩
積
年
の
課
題
が
解
決
に
至
り
、
長
井
の
宮
村
、

次
い
で
同
じ
く
長
井
の
小
出
村
に
舟
場
が
設
置
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
も

と
近
隣
地
域
の
物
資
集
積
地
で
あ
っ
た
長
井
は
、

米
沢
藩
の
表
玄
関
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な

り
、
商
人
町
と
し
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
る
。

領
内
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
米
や
青
苧（
あ
お
そ
）

は
宮
舟
場
か
ら
舟
で
酒
田
に
送
ら
れ
、
北
前
船
で

京
・
大
阪
へ
と
向
か
う
。
酒
田
か
ら
の
帰
り
の
舟

　

台
所
の
角
に
、
川
の
水
を
引
き
込
む
た
め
に
一

段
低
く
、
切
り
石
を
積
ん
で
拵
え
た
、
五
尺
四
方

の
「
入
れ
か
わ
ど
」。
そ
れ
は
炊
事
の
際
に
野
菜

を
洗
い
、食
器
を
す
す
ぎ
、鍋

を
磨
く
な
ど
、「
流

し
」
と
し
て
使
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
生
け
簀
の

役
目
も
果
た
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
食
用
の
黒
鯉

が
飼
わ
れ
、
食
器
を
洗
う
際
に
出
た
ご
飯
粒
や
食

べ
物
の
残
滓
が
そ
の
餌
に
な
る
。
そ
し
て
大
き
く

な
っ
た
鯉
は
、
正
月
や
お
盆
な
ど
、
こ
の
地
の
晴

れ
の
日
の
貴
重
な
御
馳
走
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
入
れ
か
わ
ど
」
を
出
た
水
路
は
、
床
下
を
通
り
、

風
呂
場
わ
き
に
出
て
排
水
路
の
役
割
を
果
た
し
、

庭
の
池
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
池
に
も
ま
た
、
錦

鯉
な
ど
が
育
て
ら
れ
た
。
有
害
な
科
学
物
質
な
ど

へ
の
恐
れ
の
な
か
っ
た
時
代
の
、
正
し
く
「
エ
コ

な
」
生
活
形
態
で
あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
川
を
汚
さ
ず
、
水
を
大
事
に

し
な
が
ら
、
連
綿
と
し
て
川
を
守
っ
て
暮
ら
し
を

立
て
て
き
た
、
こ
の
地
の
人
々
の
暮
ら
し
の
在
り

様
は
、
自
ず
か
ら
こ
の
地
に
住
む
者
の
、
他
を
思

い
や
る
心
や
慎
み
や
か
な
生
き
方
と
な
っ
て
表
れ

る
。
川
の
流
れ
は
、
人
々
の
生
業
を
守
り
、
普
段

の
暮
ら
し
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
上

流
に
住
む
者
も
下
流
に
住
む
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

互
い
を
気
づ
か
い
な
が
ら
、
川
を
大
切
に
し
な
い

訳
に
は
い
か
な
い
。
長
い
歴
史
の
中
で
、
こ
の
地

に
も
水
争
い
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
人
々
は
暮
ら
し
の
中
で
、
川
を
守
る
知
恵
を

身
に
付
け
、「
お
互
い
様
」
と
言
う
、
互
助
・
共

扇屋外観
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「水の町」から特別寄稿

れ
、
東
京
美
術
学
校（
現
東
京
芸
大
）に
学
ん
だ
長

沼
は
、
西
洋
近
代
の
写
実
的
な
彫
刻
一
辺
倒
で

あ
っ
た
当
時
の
彫
刻
界
に
疑
問
を
抱
き
、
日
本
的

な
デ
ザ
イ
ン
感
覚
に
根
ざ
す
、
丸
み
を
帯
び
た
柔

ら
か
い
フ
ォ
ル
ム
を
追
求
す
る
。

　

長
沼
は
言
う
、
ア
ル
プ
ス
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
よ
う

な
峨
峨
た
る
山
々
や
草
木
も
疎
ら
な
荒
涼
た
る
大

地
を
身
近
に
し
て
育
っ
た
人
間
と
「
布
団
着
て
寝

た
る
姿（
や
東
山
）」の
よ
う
に
穏
や
か
な
曲
線
の
、

緑
滴
る
野
山
に
抱
か
れ
て
育
っ
た
人
間
と
で
は
、

自
ず
か
ら
そ
の
生
活
感
情
も
美
意
識
も
異
な
る
の

だ
、
と
。

　

自
ら
が
求
め
た
柔
ら
か
な
フ
ォ
ル
ム
で
構
成
さ

れ
る
美
の
原
点
も
、
慈
愛
や
人
間
愛
を
中
心
テ
ー

マ
と
し
た
己
が
拠
っ
て
立
つ
所
以
も
、
そ
れ
は
、

長
井
を
取
り
囲
む
山
々
、
そ
の
お
お
ら
か
で
穏
や

か
な
風
景
に
こ
そ
あ
る
と
し
た
長
沼
。
そ
の
長
沼

が
、「
故
郷
」
へ
の
想
い
を
記
し
た
「
長
井
の
心
」

と
い
う
書
を
最
後
に
紹
介
し
、
こ

の
文
章
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

　

今
、
長
沼
が
認
め
た
こ
の
「
長

井
の
心
」
は
、
長
井
市
の
掲
げ
る

教
育
の
指
針
と
な
り
、
そ
の
彫
刻

は
、「
水
と
緑
と
花
の
ま
ち
」
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
、「
丸
大
扇

屋
」
の
敷
地
内
に
建
つ
「
長
沼
孝

三
彫
塑
館
」
の
ほ
か
、
長
井
市
内

の
あ
ち
こ
ち
か
ら
故
郷
を
見
守
っ

て
い
る
。

ま
い
を
今
に
残
す
と
と
も
に
、
庭
園
に
立
つ
雲
州

燈
籠
や
室
内
に
据
え
ら
れ
た
京
仏
壇
が
、
北
前
船

を
介
し
た
上
方
と
の
交
流
の
証
を
残
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
上
川
舟
運
が
こ
の
地
に
も
た
ら

し
た
も
の
は
、
経
済
的
な
富
や
買
い
求
め
た
物
品

ば
か
り
で
は
な
い
。
暮
ら
し
に
ゆ
と
り
を
得
た
商

家
は
、
上
方
と
の
文
化
交
流
を
盛
ん
に
行
い
、
自

然
、
芸
術
や
文
化
を
嗜
む
気
風
を
育
む
こ
と
に

な
っ
た
。
幕
末
期
に
は
、
同
じ
藩
内
で
も
、
武
士

の
町
米
沢
が
、
東
北
の
長
崎
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど

の
蘭
学
・
医
学
の
隆
盛
を
見
た
の
に
対
し
て
、
長

井
で
は
、
商
家
を
中
心
に
俳
諧
や
川
柳
、
絵
画
な

ど
の
芸
術
・
文
化
を
愛
す
る
風
土
が
醸
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
芸
術
家
の

一
人
が
、
長
井
市
の
名
誉
市
民
で
も
あ
る
、
日
展

参
与
を
務
め
た
彫
刻
家
、
長
沼
孝
三（
１
９
０
８

〜
１
９
９
３
年
）で
あ
る
。「
丸
大
扇
屋
」
に
生
ま

長井の心

長沼孝三彫塑館前　「つり」の像
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