
吹屋の位置（地理院地図に加筆）

は
じ
め
に

　

観
光
地
理
学
を
専
攻
す
る
山
口
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、

2
0
2
3
年
9
月
13
日
（
水
）
～
15
日
（
金
）
に
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
（
巡
検
）
を
行
っ
た
。
今
年
度
は
前
期
の
文

献
講
読
を
受
け
て
、
岡
山
県
高
梁
市
の
吹
屋
と
香
川
県
直

島
町
の
直
島
を
訪
れ
た
。
こ
こ
で
は
14
日
（
木
）
に
訪
れ

た
吹
屋
の
町
並
み
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

「
赤
い
町
並
み
」

　

吹
屋
は
岡
山
県
中
西
部
・
吉き

備び

高
原
上
に
位
置
し
て
い

る
。
か
つ
て
銅
と
弁
柄
の
生
産
で
繁
栄
し
た
。
も
と
も
と

は
銅
山
で
栄
え
て
い
た
町
だ
っ
た
。
銅
山
で
銅
を
発
掘
し

て
い
た
際
に
、
外
に
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
が
赤
く
変
色

し
て
い
る
の
を
職
員
が
見
つ
け
た
。
こ
れ
が
硫
化
鉄
鋼
石

で
、
弁
柄
の
原
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
赤
色
顔
料
と
な
る

弁
柄
の
製
造
が
本
格
化
し
、
全
国
に
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

鉱
山
町
で
あ
る
吹
屋
は
、
赤
い
瓦
と
弁
柄
で
彩
色
さ
れ

た
格
子
を
持
つ
家
々
が
「
赤
い
町
並
み
」
と
し
て
知
ら
れ

山
口
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
調
査
報
告

　

～
岡
山
県
高
梁
市
吹
屋
の
歴
史
的
町
並
み
に
つ
い
て

国
際
日
本
学
部　

国
際
文
化
交
流
学
科
3
年　

熊
谷 

美
吹
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吹屋の町並み

旧広兼邸

る
よ
う
に
な
っ
た
。吹
屋
は
1
9
7
4
年
に
岡
山
県
の「
ふ

る
さ
と
村
」
に
指
定
さ
れ
、
1
9
7
7
年
に
は
国
の
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
。
吹
屋
の
町

並
み
を
取
り
囲
む
山
々
の
緑
は
弁
柄
色
の
町
並
み
を
際
立

た
せ
て
い
る
。
現
在
で
は
景
観
計
画
も
制
定
さ
れ
、
自
然

的
景
観
も
保
存
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
2
0
2
0

年
に
は
「『
ジ
ャ
パ
ン
レ
ッ
ド
』
発
祥
の
地
―
弁
柄
と
銅

あ
か
が
ね

の
町
・
備
中
吹
屋
―
」
と
し
て
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
。

旧
広
兼
邸

　

備
中
高
梁
駅
か
ら
車
で
約
50
分
。
旧
広
兼

邸
駐
車
場
で
吹
屋
観
光
ガ
イ
ド
の
戸
田
誠
氏

と
お
会
い
し
た
。
ま
ず
旧
広
兼
邸
を
見
学
し

た
。
広
兼
家
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
銅
山

経
営
と
弁
柄
関
連
製
造
で
財
を
な
し
た
。
2

階
建
て
の
大
型
主
屋
や
土
蔵
・
長
屋
等
は

1
8
1
0
（
文
化
7
）
年
の
も
の
で
あ
る
。

石
垣
は
城
郭
を
思
わ
せ
る
大
き
さ
で
あ
る
。

楼
門
の
2
階
に
は
見
張
り
台
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
吹
屋
の
弁
柄
は
焼
き
物
に
使
っ
て
も

変
色
し
な
い
ほ
ど
質
の
良
い
も
の
が
作
ら
れ

た
た
め
、有
田
焼
や
九
谷
焼
に
も
使
わ
れ
た
。

当
時
の
商
家
は
相
当
の
儲
け
が
出
た
こ
と
か

ら
、
泥
棒
対
策
の
設
計
が
重
要
視
さ
れ
た
。

　

旧
広
兼
邸
の
屋
根
に
使
わ
れ
て
い
る
瓦
は

1
枚
1
枚
色
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

竈
の
中
の
瓦
の
位
置
や
、
瓦
に
融
液
を
浸
け

る
の
で
は
な
く
撒
い
て
製
造
し
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。
ま
た
離
れ
の
瓦
は
大
正
時
代
に
作

ら
れ
、
製
法
も
変
わ
っ
て
い
た
た
め
、
主
屋

と
は
瓦
の
色
が
異
な
っ
て
い
た
。
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ベンガラ館

笹
畝
坑
道

　

次
に
銅
山
の
旧
坑
道
の
一
つ
で
あ
る
笹
畝
坑
道
を
見
学

し
た
。
細
く
低
い
道
を
し
ば
ら
く
進
む
と
広
い
空
間
に
出

た
。
銅
山
の
岩
は
硬
い
の
で
、
梁
が
な
く
て
も
こ
の
よ
う

な
広
い
空
間
を
作
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

◦
屋
根
・
格
子
に
つ
い
て

　

吹
屋
の
家
々
の
特
徴
は
、「
赤
い
」
屋
根
と
格
子
で
あ

る
。
屋
根
は
赤
褐
色
の
石せ

き

州し
ゅ
う

瓦
で
葺
か
れ
て
い
る
。
財

力
の
あ
っ
た
商
家
で
は
石い

わ

見み

か
ら
瓦
職
人
や
宮
大
工
を
呼

び
寄
せ
、
町
屋
を
建
築
し
た
。
弁
柄
に
は
防
腐
・
防
虫
の

作
用
が
あ
る
た
め
、
多
く
の
家
々
が
格
子
な
ど
に
弁
柄
を

使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
雨
や
長
年
の
歳
月
を
経
て
弁

柄
が
剥
が
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
部
分
も
多
々
見
ら
れ
た
。

そ
の
中
で
も
雨
が
当
た
ら
な
い
壁
の
隙
間
な
ど
は
弁
柄
特

有
の
赤
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
吹
屋
の
家
々

に
は
弁
柄
を
使
用
し
た
赤
い
壁
だ
け
で
は
な
く
、
白
漆
喰

の
な
ま
こ
壁
も
部
分
的
に
使
わ
れ
て
い
た
。
な
ま
こ
壁
と

は
土
蔵
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
日
本
伝
統
の
壁
塗
り
様
式
の

一
つ
で
、
自
然
災
害
に
強
く
、
耐
火
性
が
高
い
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
旧
片
山
家
住
宅
の
土
蔵
に
も

白
漆
喰
の
な
ま
こ
壁
が
使
わ
れ
て
い
た
。

◦
旧
片
山
家
住
宅

　

旧
片
山
家
住
宅
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
弁
柄
の
製
造
・

販
売
に
携
わ
っ
て
き
た
豪
商
の
家
で
あ
り
、
2
0
0
6
年

に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
土
蔵
に
は
弁
柄
に

関
す
る
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
内
部
で
は
、
客
間
と

居
間
の
天
井
の
高
さ
の
違
い
が
見
ら
れ
た
。
戸
田
氏
に
よ

る
と
、
客
間
の
2
階
に
は
人
が
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
あ

り
、
ま
た
欄
間
の
す
き
間
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
、
商
談

の
盗
聴
を
防
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　

室
内
の
階
段
は
足
場
が
狭
く
天
井
が
低
い
特
徴
が
あ

り
、
泥
棒
の
侵
入
を
防
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た

階
段
そ
の
も
の
を
隠
す
手
段
と
し
て
押
入
れ
の
奥
に
設
置

す
る
方
法
も
取
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
階
段
は
窓
の
な
い
屋

根
裏
部
屋
に
繋
が
っ
て
お
り
、
身
を
隠
す
た
め
の
部
屋
と

し
て
機
能
し
て
い
た
。

ベ
ン
ガ
ラ
館

　

今
度
は
ベ
ン
ガ
ラ
館
に
向
か
っ
た
。
ベ

ン
ガ
ラ
館
は
か
つ
て
の
弁
柄
の
製
造
工
場

を
資
料
館
と
し
た
施
設
で
あ
る
。
弁
柄
の

作
り
方
を
紹
介
し
よ
う
。
銅
山
で
取
れ
た

硫
化
鉄
鋼
石
を
煮
つ
め
る
と
ロ
ー
ハ
と
呼

ば
れ
る
成
分
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
ロ
ー

ハ
を
も
う
一
度
熱
す
る
こ
と
で
赤
色
が
特

徴
の
弁
柄
に
変
化
す
る
。

　

弁
柄
の
製
造
が
自
然
環
境
に
影
響
を
与

え
た
点
を
説
明
し
よ
う
。
弁
柄
を
生
成
す

る
過
程
で
一
度
乾
燥
さ
せ
る
工
程
が
あ

り
、
そ
の
際
に
吹
く
風
に
よ
っ
て
周
辺
の

山
が
赤
く
染
ま
り
、
亜
硫
酸
ガ
ス
の
影
響

で
草
木
が
生
え
な
く
な
る
な
ど
周
囲
の
自

然
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

ま
た
、
弁
柄
は
酸
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き

れ
い
な
焼
き
色
が
作
れ
な
い
た
め
、
水
で

洗
い
流
す
工
程
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
排

水
に
よ
る
水
質
汚
染
も
発
生
し
て
い
た
。
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旧吹屋小学校とイベント

・
山
神
社
跡

　

山
神
社
跡
は
、
も
と
も
と
吹
屋
の
守
り
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
た
。
1
8
7
3
年
に
銅
山
の
経
営
が
三
菱
鉱
業

の
岩
崎
弥
太
郎
に
移
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
三
菱
鉱
業

が
神
社
の
願
主
と
な
っ
た
。
神
社
の
玉
垣
や
鳥
居
に
は
三

菱
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
ど
ま
ら
ず
、
岡
山
県
内
他
地
域
の
企
業
も
観
光
地
化
の

促
進
を
後
押
し
し
て
い
る
と
考
え
た
。

・
旧
吹
屋
小
学
校

　

旧
吹
屋
小
学
校
校
舎
は
、1
9
0
0（
明

治
33
）
年
に
東
西
校
舎
、1
9
0
9
年
に

本
館
が
建
築
さ
れ
、2
0
1
2
年
ま
で「
現

役
最
古
の
木
造
校
舎
」
と
し
て
使
用
さ
れ

た
。
設
計
は
江
川
三
郎
八
が
担
当
し
、
明

治
時
代
後
期
を
代
表
す
る
擬
洋
風
の
学
校

建
築
と
し
て
評
価
さ
れ
、
岡
山
県
の
重
要

文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

見
学
し
て
み
る
と
、
建
築
に
使
わ
れ
て
い

る
木
の
香
り
や
階
段
を
上
が
る
際
の
床
の

き
し
む
音
な
ど
現
代
で
は
感
じ
ら
れ
な
い

昔
な
が
ら
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　

来
訪
時
に
は
、
岡
山
県
倉
敷
市
に
本
社

を
構
え
る
マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
ブ
ラ
ン
ド

「
m
t
」
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
イ
ベ
ン

ト
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
校
舎
内
の
教
室

や
三
間
廊
下
な
ど
が
マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ

で
彩
ら
れ
、
現
代
ア
ー
ト
と
し
て
展
示
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
吹
屋
で
の
取

り
組
み
は
「
吹
屋
ふ
る
さ
と
村
」
だ
け
に

ま
と
め

　

今
回
の
巡
検
を
通
し
て
伝
建
地
区
に
限
ら
ず
景
観
を
観

察
す
る
際
に
は
、
そ
の
地
域
と
周
辺
と
の
関
係
や
歴
史
、

そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
の
背
景
な
ど
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
目

で
見
え
る
視
覚
的
情
報
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
、

地
域
住
民
の
人
々
の
生
活
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
明

ら
か
に
な
る
部
分
も
多
く
、
様
々
な
考
察
が
生
ま
れ
る
こ

と
を
実
感
し
た
。
さ
ら
に
、
今
回
は
ガ
イ
ド
を
依
頼
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
事
前
に
読
ん
だ
資
料
や
現
地
で
入
手
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
記
載
が
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て

も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
に
現
地
に
出
向
い
て
見
学

を
し
た
こ
と
は
、
資
料
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は
知
り
得

な
か
っ
た
こ
と
を
学
べ
、
と
て
も
意
義
の
あ
る
経
験
で

あ
っ
た
。

【
付
記
】

　

本
報
告
は
、
現
地
で
見
聞
き
し
た
こ
と
と
、
入
手
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
も
と
に
作
成
し
た
。末
筆
な
が
ら
、

吹
屋
ふ
る
さ
と
村
村
長
で
、
吹
屋
観
光
ガ
イ
ド
の
戸
田
誠

氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
写
真
は
全
て
教
員
の
山

口
太
郎
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
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