
　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
日
出
園
地

で
す
。
日
出
園
地
は
、
伊
良
湖
ビ
ュ
ー

ホ
テ
ル
の
南
、
眼
下
に
日
出
の
石
門
や

恋
路
ヶ
浜
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
景
勝

地
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
昭
和
36
年

（
１
９
６
１
年
）
に
建
て
ら
れ
た
「
椰や

子し

の
実
の
詩
碑
」
と
、平
成
８
年
（
１
９
９
６

年
）
に
大
中
寅
二
生
誕
１
０
０
年
を
記
念

し
て
建
て
ら
れ
た
歌
曲
「
椰
子
の
実
」
の

記
念
碑
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

　

島
崎
藤
村
「
椰
子
の
実
」
の
詩
、
誕
生

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
民
俗

学
の
父
、柳
田
（
当
時
は
松
岡
）
國
男
が
、

明
治
31
年
（
１
８
９
８
年
）
の
夏
に
伊
良

湖
を
訪
れ
、
恋
路
ヶ
浜
で
椰
子
の
実
を
見

つ
け
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の
こ
と
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
碑
が

建
立
さ
れ
る
少
し
前
の
昭
和
31
年
ご
ろ
ま

で
は
、
藤
村
作
詩
の
源
郷
が
ど
こ
で
あ
っ

た
の
か
は
謎
で
し
た
。
実
際
、
藤
村
が
最

初
に
椰
子
の
実
の
詩
を
発
表
し
た
の
は
、

柳
田
が
伊
良
湖
を
訪
れ
た
翌
年
の
明
治
32

年
で
あ
り
、
そ
の
後
藤
村
自
身
が
、
こ
の

詩
の
モ
チ
ー
フ
は
「
日
清
戦
争
に
従
軍
せ

し
人
の
携
へ
帰
り
し
椰
子
椀わ

ん

な
ど
よ
り
ヒ

ン
ト
を
得
」（
長
谷
川
誠
一
宛
葉
書
、
昭

和
８
年
６
月
24
日
）
と
述
べ
た
た
め
、
詩

の
源
郷
が
伊
良
湖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

長
く
不
明
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
現
在
の
よ
う
な
こ
と
が
わ

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
昭
和
31

年
８
月
に
放
送
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
東
京
「
朝

の
談
話
室
」
で
、
柳
田
が
藤
村
の
作
詩
し

た
「
椰
子
の
実
」
は
、
自
分
が
伊
良
湖
で

拾
っ
た
椰
子
の
実
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
生

ま
れ
た
旨
の
発
言
を
し
た
こ
と
か
ら
で
し

た
。
こ
の
こ
と
を
本
人
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、当
初
は
取
材
拒
否
だ
っ
た
の
で
す
が
、

昭
和
27
年
に
発
表
さ
れ
た
柳
田
の
著
作

『
海
辺
の
道
』（
後
に
改
題
『
海
上
の
道
』）

に
、
椰
子
の
実
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
地

元
の
詩
人
河
合
俊
郎
ら
が
見
つ
け
、
こ
の

事
実
を
柳
田
自
身
が
認
め
、
長
い
間
、
謎

で
あ
っ
た
藤
村
の
「
椰
子
の
実
」
の
詩
の

舞
台
が
伊
良
湖
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。『
海
上
の
道
』に
は
、「
今

で
も
明
ら
か
に
記
憶
す
る
の
は
、
こ
の
小

山
の
裾す

そ

を
東
へ
ま
わ
っ
て
、
東
お
も
て
の

小
松
原
の
外
に
、
舟
の
出
入
り
に
は
あ
ま

り
使
わ
れ
な
い
四
五
町
ほ
ど
の
砂
浜
が
、

東
や
や
南
に
面
し
て
開
け
て
居
た
が
、
そ

こ
に
は
風
の
や
や
強
か
っ
た
次
の
朝
な

ど
に
、
椰
子
の
実
の
流
れ
寄
っ
て
居
た
の

を
、三
度
ま
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）

こ
の
話
を
東
京
に
還か

え

っ
て
来
て
、
島
崎
藤

村
君
に
し
た
こ
と
が
私
に
は
よ
い
記
念
で

あ
る
。
今
で
も
多
く
の
若
い
人
た
ち
に
愛あ

い

誦し
ょ
う

せ
ら
れ
て
居
る
椰
子
の
実
の
歌
と
い

う
の
は
、
多
分
は
同
じ
年
の
う
ち
の
製
作

で
あ
り
、
あ
れ
を
貰も

ら

ひ
ま
し
た
よ
と
、
自

分
で
も

言
は
れ

た
こ
と

が
あ
る
。

（
後
略
）」

と
記
述

さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の

詩
に
曲

が
つ
け

ら
れ
た
の
は
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
年
）

で
、
作
曲
を
し
た
の
は
大
中
寅
二
と
い
う

人
で
す
。
東
海
林
太
郎
の
歌
唱
に
よ
り
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
国
民
歌
謡
と
し
て
ラ
ジ
オ
か
ら

広
く
全
国
に
流
さ
れ
、「
椰
子
の
実
」
の

歌
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
碑
が
あ
る
広
場
か
ら
西
へ
降

り
る
と
、
幕
末
に
砲
台
が
築
か
れ
た
日
出

砲
台
場
跡
（
太
平
洋
戦
争
中
は
伊
良
湖
水

道
を
機
雷
封
鎖
す
る
た
め
の
伊
良
湖
防
備

衛
所
跡
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
階
段
を
降
り

砲
台
場
を
見
上
げ
る
と
「
牛
の
首
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
地
形
、
浜
へ
降
り
き
っ
た
所

に
は
、陸
軍
伊
良
湖
射
場
の
監
的
施
設「
外

浜
観
測
所
」
が
あ
り
ま
す
。

　

日
出
園
地
、
中
で
も
日
出
砲
台
場
跡
か

ら
の
眺
望
は
絶
景
で
す
。
皆
さ
ん
も
一
度

訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。（
天
野
）
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●二つの碑がそろう日出園地
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