
　

や
は
り
、「
た
か
ら
も
の
」
の
価
値
判

断
に
は
「
わ
た
し
」
と
い
う
主
語
が
必
要

で
す
。
今
回
は
、
近
ご
ろ
気
に
な
る
「
わ

た
し
」
の
「
た
か
ら
も
の
」
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

●
白
谷
集
落
の
景
観

　

傾
斜
地
に
石
灰
岩
を
使
っ
た
石
垣
を
積

み
、
階
段
状
に
宅
地
を
建
て
て
巧
み
に
集

落
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
海
岸
に
下
り
る

細
い
道
が
漁
村
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
母
屋
と
長
屋
の
板
壁
の
風
合
、

石
垣
の
白
、
道
と
の
調
和
が
い
い
感
じ
で

す
。
ま
た
、
写
真
に
は
写
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
石
灰
岩
の
採
掘
場
跡
も
独
特
の
景
観

の
一
端
を
担
っ
て
い
ま
す
。

●
大
久
保
町
浅
場
集
落
の
景
観

　

ホ
ソ
バ
（
イ
ヌ
マ
キ
）
の
生
垣
と
家
屋
、

そ
し
て
そ
の
周
囲
の
石
組
水
路
を
流
れ
る

水
が
、
落
ち
着
い
た
佇た

た
ずま

い
を
見
せ
て
い

ま
す
。

●
西
浦
の
ク
ロ
マ
ツ
林

　

市
内
で
仁
崎
と
と
も

に
残
る
白
砂
青
松
の
痕

跡
で
す
。
幹
に
は
、
戦

時
中
に
松
油
を
採
取
し

た
矢
の
羽
根
状
の
痕
跡

が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
、
か
つ
て
戦
争

が
存
在
し
た
と
い
う
事

実
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
ほ
か
、「
大
根

の
は
ざ
か
け
（
生
産
農
家
に
と
っ
て
は
大

変
な
作
業
で
す
が
、
風
の
強
い
地
勢
を
利

用
し
た
知
恵
で
す
）」「
加
治
集
落
の
ホ
ソ

バ
（
イ
ヌ
マ
キ
）
の
生
垣
・
火
の
見
櫓や

ぐ
ら」

「
崋
山
が
評
し
た
表
浜
の
〝
金
屏
風
〞」「
武

家
屋
敷
の
ツ
バ
キ
の
生
垣
」
な
ど
が
気
に

入
っ
て
い
ま
す
。
何
の
変
哲
も
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
言
え
ば
…
、
と
い

う
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

こ
れ
ら
の
風
景
に
は
、
人
の
営
み
や
、

こ
の
地
域
の
個
性
豊
か
な
自
然
と
の
対
話

に
よ
る
調
和
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
人
々

の
思
い
と
と
も
に
、
語
る
べ
き
「
も
の
が

た
り
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
、
そ
こ
に
「
美
し
さ
」
が
生

ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

田
原
市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
資

源
と
な
る
情
報
の
募
集
を
開
始
し
ま
し
た

（
今
月
号
の
２
〜
３
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

市
民
の
皆
さ
ん
が
思
う「
わ
た
し
」の「
た

か
ら
も
の
」
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ど
ん

な
も
の
が
集
ま
る
か
、実
に
楽
し
み
で
す
。

こ
れ
を
機
会
に
、「
わ
た
し
」
の
気
付
か

な
い
「
た
か
ら
も
の
」
が
発
掘
さ
れ
、
そ

れ
が
地
域
の
活
性
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

形
成
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
を
生
き
る
私
た
ち
は
、「
み
ん
な
に

伝
え
た
い
」「
自
分
の
中
に
い
つ
ま
で
も

と
っ
て
お
き
た
い
」
…
、
そ
ん
な
「
た
か

ら
も
の
」
を
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
、

素
敵
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
で
す

ね
。（
増
山
）
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こ
こ
ろ
の「
た
か
ら
も
の
」②

●大久保町浅場集落の景観

●白谷集落の景観

●浦町西浦のクロマツ林


