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●
変
化
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

　
文
化
的
景
観

　

景
観
生
態
学
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
自

然
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
文
化

的
景
観
は
3
つ
の
層
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
ま
ず

「
基
盤
」
と
し
て
の
自
然
環
境
で
、
こ
の
層
は

地
形
・
地
質
・
植
生
な
ど
基
本
的
に
不
変
の
部

分
で
す
。
第
二
層
に
「
営
み
」
と
し
て
の
人
間

活
動
が
あ
り
、
地
域
に
蓄
積
さ
れ
た
慣
習
・
組

織
・
技
術
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
部
分

は
緩
や
か
に
変
化
し
ま
す
。
そ
し
て
最
上
層
に

あ
る
「
表
現
系
」
が
、
ふ
だ
ん
私
達
が
目
に
す

る
建
築
群
・
農
地
・
生
業
形
態
な
ど
で
す
。
こ

の
部
分
は
人
間
が
各
時
代
に
合
わ
せ
て
外
来
の

技
術
を
採
り
入
れ
、
居
住
や
生
業
の
形
態
を
改

変
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
人
為
に
よ
る
改
変
が
余
り
に
大
き

い
と
（
外
来
種
の
侵
入
の
よ
う
に
）
在
来
の
「
地

域
遺
伝
子
」
で
あ
る
慣
習
・
組
織
・
技
術
が
破

壊
さ
れ
て
地
域
社
会
が
不
安
定
に
な
り
、
極
端

な
場
合
は
「
基
盤
」
で
あ
る
自
然
環
境
の
破
壊

（
公
害
な
ど
）
に
至
り
ま
す
。
緩
や
か
な
変
化

の
範
囲
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
人
間

集
団
の
「
生
存
戦
略
」
で
あ
る
地
域
づ
く
り
に

と
っ
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。

●
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
世
界
遺
産
棚
田
群

　

昨
年
夏
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン
島
北
部
コ

ル
デ
ィ
リ
エ
ラ
山
岳
地
帯
に
あ
る
棚
田
群
を
訪

れ
ま
し
た
。
１
９
９
５
年
に
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺

産
の
文
化
的
景
観
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
第
1
号
に
指

定
を
受
け
て
か
ら
20
年
が
経
ち
ま
す
。

　

現
地
の
イ
フ
ガ
オ
族
の
伝
承
に
よ
れ
ば

２
０
０
０
年
以
上
前
か
ら
棚
田
が
築
か
れ
ま
し

た
。
熱
帯
地
方
に
あ
り
な
が
ら
標
高
１
５
０
０

～
２
０
０
０
ｍ
に
広
が
る
棚
田
景
観
は
日
本
の

そ
れ
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
山
の
斜
面
に
作
ら

れ
た
棚
田
群
は
ま
る
で
「
天
空
ま
で
届
く
階

段
」
の
よ
う
で
す
が
、
昔
か
ら
の
教
え
で
山
頂

部
分
の
森
は
決
し
て
伐
採
し
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
、
こ
れ
が
水
田
を
潤
す
水
源
の
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
ま
た
総
延
長
2
万
キ
ロ
に
及

ぶ
石
垣
や
水
路
網
が
、
棚
田
農
業
を
支
え
る
た

め
手
作
業
で
維
持
管
理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

●
危
機
遺
産
へ
の
指
定
と
脱
却

　

し
か
し
世
界
遺
産
へ
の
指
定
後
、
コ
ル
デ
ィ

リ
エ
ラ
棚
田
群
が
平
穏
に
維
持
さ
れ
て
き
た
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
棚
田
で
の
米
作
り
は
重
労

働
な
う
え
収
入
も
低
く
、
若
者
達
は
都
会
へ
流

れ
て
行
き
ま
し
た
。
耕
作
放
棄
地
が
30
％
ま
で

増
え
、
換
金
性
の
高
い
野
菜
畑
へ
の
転
換
が
進

み
、
棚
田
を
守
っ
て
き
た
村
の
伝
統
的
な
慣
習

も
崩
れ
始
め
た
た
め
、
２
０
０
１
年
に
ユ
ネ
ス

コ
世
界
遺
産
委
員
会
よ
り
危
機
遺
産
の
指
定
を

受
け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
２
０
０
６
年

か
ら
「
イ
フ
ガ
オ
の
棚
田
文
化
継
承
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
①
伝
統
的
農
法
と
地

域
文
化
を
次
世
代
へ
伝
え
る
活
動
、
②
棚
田
の

担
い
手
で
あ
る
農
民
に
経
済
的
基
盤
を
提
供

す
る
活
動
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
後
者
で
は
着

地
型
観
光
と
し
て
の
エ
コ
ツ
ア
ー
、
植
林
活
動

と
合
わ
せ
た
ア
グ
ロ
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
（
※
）
な

ど
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
努
力

が
認
め
ら
れ
、
コ
ル
デ
ィ
リ
エ
ラ
棚
田
群
は

２
０
１
２
年
に
危
機
遺
産
リ
ス
ト
か
ら
脱
却
を

果
た
し
ま
し
た
。

●
岐
阜
県
の
遺
産
を
活
か
し
た

　
地
域
づ
く
り
へ

　

岐
阜
県
で
は
近
年
、
世
界
遺
産
「
白
川
郷
の

合
掌
集
落
」、無
形
文
化
遺
産
「
和
紙
技
術
（
本

美
濃
紙
）」、
世
界
農
業
遺
産
「
長
良
川
の
鮎
」

な
ど
が
認
定
さ
れ
、
観
光
資
源
と
し
て
も
大
き

な
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
後
世
へ

伝
え
る
た
め
に
も
、
文
化
的
景
観
の
基
盤
を
支

え
る
層
と
「
表
現
系
」
と
し
て
の
地
域
経
済
の

バ
ラ
ン
ス
を
賢
明
に
構
築
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

▲世界遺産コルディリエラの棚田群

※
樹
木
を
植
栽
し
、
そ
の
あ
い
だ
の
土
地
で
農
作
物
を
栽

培
す
る
こ
と
。
土
地
を
有
効
活
用
し
、
森
林
の
保
護
と

作
物
栽
培
の
両
立
を
図
る
。
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