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Fountains of Wisdom

編
集
後
記

去
る
９
月
、Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ（
国
際
博
物
館
大
会
）
が
京
都
で
７
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
70
年
以
上
に
わ
た
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
の
歴

史
の
中
で
、
今
回
、
初
め
て
の
日
本
で
の
開
催
で
あ
り
、
参
加
者
数
は
４
５
９
０
人
と
過
去
最
高
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
日
本
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
関
係
の
皆
様
の
大
き
な
努
力
に
よ
っ
て
実
を
結
ん
だ
大
会
で
し
た
。

全
国
地
域
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
活
性
化
協
議
会
も
、
国
際
委
員
会
の
一
つ
で
あ
る
I
C
R（
地
方
博
物
館
国
際
委
員
会
）
で
、
さ
さ
や
か
な

が
ら
活
動
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
関
心
を
も
っ
て
下
さ
っ
た
皆
様
と
交
流
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
会
で
は
重
要
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
同
時
に
い
く
つ
も
行
わ
れ
、
ほ
ん
の
一
部
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
な
か
に
は
、
紛
争

や
民
族
文
化
の
危
機
な
ど
、
日
本
で
呑
気
に
生
き
る
私
た
ち
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
厳
し
い
社
会
の
中
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
の
活

動
が
政
治
や
社
会
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
模
索
し
奮
闘
す
る
現
場
か
ら
の
報
告
も
あ
り
ま
し
た
。

地
域
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
そ
の
地
域
に
生
き
る
人
た
ち
や
関
わ
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
担
う
役
割
が
あ
る
こ

と
を
、
改
め
て
考
え
る
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。
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「
古
今
伝
授
の
里
」

づ
く
り

「
古
今
伝
授
の
里
」
づ
く
り

◆　
　

◆　
　

◆

古
今
伝
授
の
祖
・
東
氏

　

中
世
、郡
上
の
領
主
で
あ
っ
た
東
氏
は
代
々
和
歌
の
名
門
で
、

と
り
わ
け
第
９
代
・
常
縁
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
関
す
る
秘
伝

を
授
受
す
る
「
古
今
伝
授
」
を
確
立
し
た
人
物
と
い
わ
れ
て
い

る
。

　

昭
和
54
年
、
篠
脇
城
の
ふ
も
と
で
東
氏
の
居
館
跡
が
発
見
さ

れ
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
庭
園
は
国
の
名
勝
指
定
を
受
け
、
一
躍

脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
東
家
27
代
当
主
よ
り
史
資
料
が
大
和
町
に
寄
託
さ

れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

「
古
今
伝
授
の
里
」
を
基
軸
に

人
と
産
業
を
育
て
る

　

そ
の
頃
、
大
和
町
は
個
性
に
欠
け
、
存
在
感
が
な
い
こ
と
に

不
満
が
募
っ
て
い
た
。「
村
お
こ
し
」
ブ
ー
ム
の
な
か
で
商
工

会
青
年
部
が
中
心
と
な
っ
て
古
今
伝
授
の
祖
・
東
常
縁
を
顕
彰

す
る
謡
曲
を
復
曲
し
て
「
薪
能
く
る
す
桜
」
を
開
催
し
た
。

行
政
で
は
、「
古
今
伝
授
の
里
」
づ
く
り
を
基
軸
に
産
業
振
興

と
人
材
育
成
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
、
20
代
、
30

代
の
若
者
を
中
心
と
す
る
塾
が
始
ま
っ
た
。

　
「
古
今
伝
授
の
里
」
づ
く
り
へ
向
け
て
、
町
民
の
活
動
と
行

政
の
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

古
今
伝
授
の
里
フ
ィ
ー
ル
ド

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
新
た
な
拠
点

藤
原
：
昨
日
、
古
今
伝
授
の
里
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
和
歌
文
学
館
に
。
フ
ィ
ー
ル
ド

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
入
口
の
辺
り
で
工
事
中
の
所
が
あ
っ

て
、「
何
か
ま
た
始
ま
っ
た
な
ぁ
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

水
野
：
郡
上
市
が
「
短
歌
の
里
交
流
館
」
の
建
設
を
進
め
て
い

ま
す
。
メ
イ
ン
は
市
役
所
の
大
和
庁
舎
に
あ
る
「
島
津

忠
夫
文
庫
」の
書
籍
類
で
す
。
島
津
忠
夫
博
士
と
い
う
、

国
文
学
者
で
、
旧
大
和
町
の
文
学
顧
問
、
の
ち
に
古
今

伝
授
の
里
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
文
学
顧
問
を

務
め
ら
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
は
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
亡
く
な
る
前
に
、
ご

自
宅
に
あ
っ
た
蔵
書
を
郡
上
市
に
一
括
し
て
寄
贈
さ

れ
、
島
津
忠
夫
文
庫
が
で
き
ま
し
た
。

藤
原
：
大
和
庁
舎
に
あ
る
ん
で
す
ね
。

水
野
：
３
階
に
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
大
和
町
の
議
員
控
室
が

全
面
的
に
島
津
忠
夫
文
庫
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

全
部
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
運
ぶ
計
画
だ
と

聞
い
て
い
ま
す
。

藤
原
：
そ
れ
は
い
い
こ
と
で
す
ね
。

水
野
：
新
し
い
施
設
の
中
に
は
、
大
和
町
は
も
ち
ろ
ん
郡
上
市

の
文
化
協
会
員
の
人
た
ち
な
ど
、
絵
や
書
や
写
真
を
楽

し
む
人
た
ち
が
作
品
を
展
示
で
き
る
機
能
が
で
き
ま

す
。
加
え
て
、
島
津
忠
夫
文
庫
の
蔵
書
を
活
用
し
た
専

「
古
今
伝
授
の
里
づ
く
り
」
は
、
昭
和
50
年
代
後
半
か

ら
始
動
し
、
岐
阜
県
大
和
町
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て

花
開
い
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
16
年
に
市
町

村
合
併
に
よ
り
郡
上
市
に
な
る
と
、
そ
の
ま
ち
づ
く

り
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
き
ま
す
。

今
回
お
話
を
伺
っ
た
水
野
正
文
さ
ん
は
、
旧
大
和
町
、

そ
し
て
合
併
後
の
郡
上
市
職
員
と
し
て
、
ま
た
第
3

セ
ク
タ
ー
の
役
員
と
し
て
、
こ
の
ま
ち
づ
く
り
を
牽

引
し
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
す
。

「
古
今
伝
授
の
里
づ
く
り
」

　
「
古
今
伝
授
」
の
中
心
地
は
、
中
世
・
東
氏
の
本
拠
地
に
設

定
さ
れ
た
。国
の
名
勝
・
東
氏
館
跡
庭
園
は
古
今
植
物
園
と
な
っ

た
。
歴
史
民
俗
資
料
館
は
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
東
氏
記
念
館
と
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
。
そ
し
て
和
歌
文
学
館
や
篠

脇
山
荘
を
新
設
し
た
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
施
設
と
し
て
レ
ス
ト

ラ
ン
、売
店
、茶
屋
を
設
け
た
。
こ
れ
ら
で
構
成
さ
れ
る
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
が
平
成
5
年
に
開
園
し
た
。

「
古
今
伝
授
の
里
」
か
ら

日
本
文
化
を
創
造
し
、
発
信
す
る

　

東
氏
が
勧
請
し
た
明
建
神
社
で
は
、
毎
年
神
社
の
祭
礼
の
日

に
「
薪
能
く
る
す
桜
」
が
上
演
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
元
に
取
材

し
た
新
作
文
楽
「
母
情
落
日
斧
」
を
制
作
し
、
人
形
浄
瑠
璃
も

毎
年
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
和
歌
文
学
と
も
密

接
な
関
係
を
持
つ
日
本
文
化
を
「
古
今
伝
授
の
里
」
の
独
自
文

化
と
し
て
昇
華
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
基
盤
は
、短
歌
図
書
館
「
大
和
文
庫
」
や
、

「
島
津
忠
夫
文
庫
」
を
は
じ
め
と
し
た
資
料
の
収
集
や
調
査
・

研
究
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
短
歌
大
会
の
開
催
、
短

歌
団
体
や
結
社
の
受
け
入
れ
、
地
域
の
小
学
校
や
福
祉
施
設
で

の
短
歌
教
室
な
ど
、
着
実
に
和
歌
文
化
を
こ
の
地
に
定
着
さ
せ

て
き
た
。

　

平
成
26
年
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
20
周
年
を
迎
え

た
。
こ
こ
で
改
め
て
和
歌
や
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
委

員
会
を
立
ち
上
げ
、若
手
有
識
者
や
経
験
者
な
ど
が
集
ま
っ
た
。

そ
し
て
第
１
回
現
代
短
歌
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
全
国
か
ら
大
学
短

歌
会
が
結
集
し
た
。

「
古
今
伝
授
の
里
」
を
基
本
に
し
た

交
流
、
観
光
、
産
業
活
動

　

古
今
伝
授
の
里
は
、
歳
時
記
に
合
わ
せ
て
「
ゆ
き
ば
た
椿
ま

つ
り
」や「
歌
と
な
る
言
葉
と
か
た
ち
展
」な
ど
多
彩
な
事
業
を

展
開
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
催
し
に
合
わ
せ
て
交
流
人
口
が
増

え
始
め
た
。こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
道
の
駅「
古
今
伝
授
の

里
や
ま
と
」
の
オ
ー
プ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
大
和
町
へ
の

入
込
は
数
万
人
だ
っ
た
が
、
道
の
駅
開
業
後
は
年
間
70
万
人
を

集
客
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
道
の
駅
に
隣
接
す
る
農
産
物
販
売

施
設
は
昭
和
60
年
初
頭
に
年
間
売
上
数
十
万
円
で
ス
タ
ー
ト
し

た
が
、
平
成
26
年
に
は
１
憶
４
０
０
０
万
円
を
売
り
上
げ
る

ま
で
に
成
長
し
た
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
サ
ー
ビ
ス
部
門
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
を
運
営
す
る
の
が
第
３
セ
ク
タ
ー
・
郡
上
大
和
総
合
開

発
㈱
で
、
約
80
人
の
従
業
員
が
働
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き

は
町
の
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
、
移
住
に
も
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

そ
し
て
移
住
し
た
い
人
々
が
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
産

業
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

文
化
が
人
を
つ
く
り
、

交
流
が
経
済
を
支
え
る

　

古
今
伝
授
の
里
づ
く
り
は
、「
歴
史
や
文
化
に
親
し
み
、
わ

が
町
を
誇
り
に
思
え
る
住
民
＝
大
和
人
づ
く
り
」と
定
義
し
た
。

そ
こ
に
は
「
肯
定
的
に
喜
び
を
も
っ
て
居
住
す
る
こ
と
が
幸
福

に
つ
な
が
る
」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
。

　

住
民
が
文
化
活
動
に
多
く
か
か
わ
る
こ
と
で
交
流
の
質
が
高

ま
り
、来
訪
者
も
高
付
加
価
値
の
も
の
を
求
め
る
比
重
が
増
す
。

大
和
町
で
は
、
農
業
振
興
と
合
わ
せ
て
、
交
流
に
よ
っ
て
経
済

的
な
イ
ン
フ
ラ
を
築
い
て
い
く
と
い
う
戦
略
を
進
め
て
い
る
。

１2

水野 正文さん（郡上大和総合開発㈱ 代表取締役社長）

Interview

01
地
域
文
化
の

つ
く
り
手
か
ら



　
　
　

門
的
な
研
究
や
、
地
元
の
小
中
学
生
が
夏
休
み
や
冬
休

み
に
自
主
勉
強
が
で
き
る
学
習
室
も
計
画
さ
れ
て
い
ま

す
。
名
称
は
、短
歌
の
里
交
流
館「
よ
ぶ
こ
ど
り
」で
す
。

地
元
の
特
産
品
を
紹
介
販
売
す
る
和
シ
ョ
ッ
プ
「
よ
ぶ

こ
ど
り
」
が
、
施
設
全
体
の
名
称
に
な
り
ま
し
た
。

藤
原
：
そ
こ
の
運
営
は
？

水
野
：
社
会
教
育
施
設
な
の
で
、
運
営
は
郡
上
市
で
す
。

シ
ョ
ッ
プ
と
カ
フ
ェ
は
目
的
外
使
用
で
３
セ
ク
が
運
営

し
ま
す
。
施
設
全
体
を
３
セ
ク
が
運
営
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
施
設
の
目
的
や
機
能
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

藤
原
：
も
っ
と
違
う
形
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

水
野
：
郡
上
市
で
は
「
歌
の
ま
ち
」
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
拠

点
施
設
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
交
流
し
、
訪
れ
て
頂
い
た
方
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
部
分
を
３
セ
ク
が
担
う
予
定
で
す
。

　
　
　

振
り
返
る
と
、
造
園
家
の
三
宅
宜
哉
さ
ん
、
建
築
家
の

瀧
光
夫
さ
ん
、
画
家
の
西
田
真
さ
ん
、
歌
人
で
初
代
名

誉
館
長
の
小
瀬
洋
喜
さ
ん
、
国
文
学
者
の
島
津
忠
夫
さ

ん
ら
、
当
時
、
そ
の
世
界
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い

た
方
々
が
、
心
血
を
注
い
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
設
置
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
小
瀬
さ
ん

と
島
津
さ
ん
は
開
園
後
も
、
運
営
面
で
熱
心
に
ご
指
導

い
た
だ
き
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
先
生
方
は
い
ず
れ
も

亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
い
ま
は
そ
の
お
弟

子
さ
ん
や
有
縁
の
方
々
が
、
先
生
た
ち
の
思
い
を
引
き

継
い
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
金
子
さ
ん
（
古
今
伝
授
の
里

　
　
　

フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
元
所
長
。
水
野
氏
と
共
に

古
今
伝
授
の
里
づ
く
り
を
推
進
。）
や
私
の
思
い
を
受

け
継
い
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
運
営
に
あ
た
っ
て
く
れ
て

い
る
市
職
員
が
、
い
ま
の
現
場
を
回
し
て
い
ま
す
。
開

園
20
周
年
以
降
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
新
し
い
ス
テ
ー
ジ

は
、こ
の
次
の
世
代
の
先
生
方
や
職
員
の
お
か
げ
で
す
。

私
は
、
今
も
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
を
見
守
り
、
今
の
立
場

で
で
き
る
最
大
限
の
応
援
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

郡
上
八
幡
の
ホ
テ
ル
積
翠
園

藤
原
：
郡
上
八
幡
の
ホ
テ
ル
は
ど
こ
が
運
営
し
て
い
る
の
で
す

か
？

水
野
：
奥
濃
飛
白
山
観
光
株
式
会
社
で
す
。
昭
和
39
年
、
ひ
る

が
の
ス
キ
ー
場
全
盛
期
に
、
名
鉄
や
岐
阜
バ
ス
、
旧
郡

上
郡
7
か
町
村
を
含
め
た
白
川
村
、
高
山
市
な
ど
が
資

本
金
を
負
担
し
、
株
主
と
な
り
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
平

成
22
年
に
、
岐
阜
バ
ス
か
ら
、
ホ
テ
ル
運
営
を
撤
退
す

る
話
が
き
ま
し
た
。
当
時
私
は
市
の
職
員
で
し
た
。
副

市
長
か
ら
「
水
野
、
何
と
か
し
よ
う
」
と
言
わ
れ
、
そ

こ
で
岐
阜
バ
ス
と
譲
渡
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
重
ね
ま

し
た
。
最
終
的
に
、
地
元
の
信
用
金
庫
が
事
務
局
を
持

つ
「
郡
上
地
域
活
性
化
協
議
会
」
の
協
力
を
得
て
、
建

設
業
者
46
社
と
、
商
工
会
や
森
林
組
合
、
漁
業
組
合
の

関
係
者
等
が
出
資
し
、
経
営
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
以
来

ず
っ
と
こ
の
会
社
の
取
締
役
を
し
て
い
ま
す
。

藤
原
：
そ
の
会
社
の
？

水
野
：
そ
う
で
す
、
そ
れ
以
来
経
営
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

当
初
は
赤
字
が
４
年
続
き
ま
し
た
が
、
後
輩
の
市
職
員

の
努
力
に
よ
り
５
年
目
か
ら
は
黒
字
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
で
今
回
郡
上
市
か
ら
大
規
模
改
修
の
話
が
持

ち
上
が
り
ま
し
た
。
た
だ
、
資
金
づ
く
り
が
必
要
で
、

各
方
面
に
働
き
か
け
、
郡
上
市
、
㈱
ハ
イ
ウ
エ
イ
た
か

す
、
郡
上
大
和
総
合
開
発
㈱
、
㈱
ジ
ェ
イ
エ
ム
み
な
み
、

郡
上
八
幡
産
業
振
興
公
社
か
ら
事
業
費
を
集
め
、
さ
ら
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水
野
さ
ん
の
こ
れ
か
ら

藤
原
：
こ
う
や
っ
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
作
り
、

今
度
は
３
セ
ク
を
任
せ
ら
れ
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き

て
、
ホ
テ
ル
の
誘
致
も
実
行
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、

水
野
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
は
何
で
す
か
？

水
野
：
大
和
町
時
代
に
担
当
し
た
事
業
が
一
つ
ず
つ
増
え
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。
市
役
所
在
職
中
に
郡
上
の
15
社
の

第
３
セ
ク
タ
ー
に
関
わ
り
、
経
営
改
善
に
取
り
組
み
、

そ
し
て
課
題
で
あ
っ
た
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
事
業
用

借
地
権
の
再
契
約
も
で
き
ま
し
た
。
平
成
22
年
か
ら
は

奥
濃
飛
白
山
観
光
㈱
に
関
わ
り
、
ホ
テ
ル
も
あ
と
３
年

ぐ
ら
い
で
経
営
は
安
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
来
ま
し
た
。

そ
の
時
が
来
た
ら
後
は
若
い
人
た
ち
に
任
せ
ま
す
。
今

後
や
り
た
い
こ
と
は
、
郡
上
市
内
の
3
セ
ク
の
統
合
で

す
。
現
有
の
施
設
、
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
金
、
人
材
の

統
合
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

長
く
市
役
所
に
い
ま
し
た
の
で
、
良
い
と
こ
ろ
も
悪
い

と
こ
ろ
も
見
て
き
ま
し
た
が
、
市
役
所
だ
か
ら
僕
は
で

き
た
と
思
い
ま
す
よ
、
ハ
ー
ド
も
企
画
も
含
め
て
。
要

は
資
金
の
出
所
が
な
か
っ
た
ら
で
き
ま
せ
ん
。

藤
原
：
そ
う
で
す
ね
。

水
野
：
仕
事
と
し
て
は
遊
び
に
な
る
く
ら
い
の
感
覚
で
な
い

と
、
創
造
的
な
仕
事
は
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
の

場
合
、
造
園
な
ど
は
自
分
の
表
現
方
法
と
し
て
楽
し
ん

で
や
っ
て
い
ま
す
。
四
季
折
々
変
化
す
る
自
然
を
私
な

り
に
皆
さ
ん
に
見
て
頂
く
、
お
客
様
に
伝
え
る
こ
と
が

楽
し
い
の
で
す
。

藤
原
：
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
も
道
の
駅
で
も
、
林
が
あ

り
森
が
あ
り
と
い
う
感
じ
で
、
そ
れ
を
通
っ
て
く
る
風

が
す
ご
く
い
い
で
す
ね
。

水
野
：
大
阪
か
ら
御
夫
婦
が
わ
ざ
わ
ざ
庭
を
見
に
来
ら
れ
ま

す
。
大
和
の
道
の
駅
の
庭
園
を
見
る
た
め
に
訪
れ
た
い

と
話
さ
れ
た
と
き
な
ど
は
「
あ
ぁ
思
い
が
伝
わ
っ
た
」

と
思
い
ま
す
。
日
本
人
の
自
然
観
、
美
意
識
を
呼
び
起

こ
さ
せ
、
感
じ
て
頂
け
る
よ
う
な
空
間
を
創
る
こ
と
、

こ
れ
が
私
の
表
現
方
法
の
原
点
で
す
。

藤
原
：
日
本
人
の
自
然
観
。

水
野
：
自
分
の
中
に
宿
ら
せ
、
そ
れ
を
庭
園
で
表
現
し
、
旅
人

に
感
じ
て
頂
く
。そ
れ
が
自
分
の
や
り
が
い
と
い
う
か
、

一
級
建
築
士
さ
ん
も
「
水
野
さ
ん
、
デ
ザ
イ
ン
お
願
い

し
た
い
」
と
頼
み
に
来
ら
れ
ま
す
。
私
は
土
地
を
見
な

か
っ
た
ら
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
び
ま
せ
ん
と
お
答
え
し
ま

す
が
、
郡
上
の
こ
の
自
然
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
日
本

人
の
自
然
観
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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筆
の
ま
ち
・
熊
野
町

藤
原
：
ま
ず
は
、
筆
の
里
工
房
の
前
に
、
ど
う
し
て
熊
野
町
で

筆
な
の
で
し
ょ
う
か
？

石
井
：
実
は
、
熊
野
町
と
筆
と
の
最
初
の
つ
な
が
り
は
、
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
一
つ
に
は
、
江
戸
時
代
の

終
わ
り
に
は
、
全
国
ど
こ
の
藩
も
そ
う
で
す
け
ど
、
財

政
的
に
窮
す
る
事
態
が
あ
っ
て
、
広
島
藩
が
産
業
を
奨

励
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
地
域
で

は
、
江
戸
の
末
期
に
農
閑
期
を
利
用
し
て
、
筆
や
墨
を

関
西
方
面
か
ら
仕
入
れ
て
、
そ
れ
を
諸
国
に
売
り
さ
ば

き
な
が
ら
帰
村
す
る
と
い
う
人
物
が
い
た
。
他
に
も
、

紀
州
の
熊
野
信
仰
と
所
縁
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、　

そ
の
起
源
は
あ
ま
り
良
く
わ
か
っ
て
い
な
い
ん

で
す
け
ど
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
２
０
０
年
以
上
前
で

す
ね
。

　
　
　

こ
う
し
た
、
筆
墨
の
行
商
が
契
機
に
な
っ
て
、
筆
づ
く

り
の
技
術
を
こ
の
地
に
根
付
か
せ
よ
う
と
、
ま
さ
に
江

戸
期
の
ま
ち
づ
く
り
で
す
よ
ね
。
１
８
３
０
年
代
、
今

か
ら
１
８
０
年
ほ
ど
前
に
な
る
と
、
今
の
兵
庫
県
の
有

馬
地
方
に
中
学
生
ぐ
ら
い
の
少
年
を
派
遣
し
て
、
筆
づ

く
り
を
学
ば
せ
る
。
あ
る
い
は
広
島
藩
か
ら
筆
の
職
人

を
呼
ん
で
き
て
、
そ
こ
で
技
術
を
習
う
と
い
う
こ
と
を

一
生
懸
命
に
や
る
ん
で
す
。
江
戸
時
代
後
期
と
い
う
の

は
そ
れ
ほ
ど
筆
の
需
要
は
大
き
く
な
く
、
上
流
階
級
を

除
け
ば
、
商
人
や
寺
子
屋
で
学
ぶ
人
々
な
ど
少
数
の
人

に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。

　
　
　

や
が
て
明
治
に
な
っ
て
、
教
育
制
度
改
革
に
よ
り
義
務

教
育
制
度
が
充
実
し
て
い
く
と
、
当
時
の
筆
記
具
は
筆

で
す
か
ら
、
そ
の
過
程
で
需
要
が
高
ま
っ
て
、
筆
の
生

　
　
　

産
量
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
の

初
期
に
か
け
て
は
飛
躍
的
に
生
産
量
が
伸
び
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
第
２
次
大
戦
後
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
時

に
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
で
、
学
校
教
育
で
行
わ
れ
て
い
た

書
道
が
、
正
科
、
つ
ま
り
義
務
で
必
ず
や
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
教
科
か
ら
外
れ
て
、
自
由
研
究
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
、
学
校
で
書
道
を
積
極
的
に
教
え
な
く
な
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
、
学
校
教
育
と
一
緒
に
発
展
し
た

町
で
す
か
ら
、
需
要
が
低
迷
し
壊
滅
的
な
影
響
を
受
け

る
。
そ
の
時
に
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
書
道
筆
づ
く

り
の
技
術
を
活
か
し
て
、
絵
画
筆
や
化
粧
筆
を
作
り
始

め
た
。
そ
れ
が
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
30
年
代
に
か
け

て
で
す
ね
。
筆
は
次
第
に
戦
後
か
ら
復
興
し
て
い
く
わ

け
で
す
け
ど
も
、や
は
り
、近
年
は
児
童
生
徒
数
も
減
っ

て
ま
す
し
、
中
国
か
ら
安
価
な
製
品
も
入
っ
て
き
て
、

価
格
競
争
的
に
は
な
か
な
か
難
し
い
状
況
で
す
。

　
　
　

平
成
に
な
っ
て
か
ら
は
、
化
粧
筆
の
品
質
が
海
外
で
評

価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
女
優

や
パ
リ
コ
レ
で
評
価
さ
れ
て
、
逆
輸
入
さ
れ
て
日
本
で

再
評
価
さ
れ
る
。
将
に
黒
船
効
果
で
す
ね
。
ど
う
し
て

人
口
２
４
０
０
０
人
の
小
さ
な
町
で
こ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
当
時
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
中
小
企
業
庁
か

ら
も
い
ろ
ん
な
支
援
を
受
け
、
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
な

ど
も
や
り
ま
し
た
が
、
極
め
つ
け
が
平
成
23
年
の
８
月

に
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
が
国
民
栄
誉
賞
を
受
け
た
時
の

記
念
品
に
地
元
メ
ー
カ
の
化
粧
筆
が
選
ば
れ
た
こ
と
で

化
粧
筆
の
認
知
度
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
も
と
も
と
１
０
０
億
円
ぐ
ら
い
の
地
場
産
業

で
、
化
粧
筆
が
注
目
さ
れ
る
前
は
書
道
用
の
筆
が
６
割

Interview

02
地
域
文
化
の

つ
く
り
手
か
ら

「
筆
の
都
」の
づ
く
り

　

広
島
県
熊
野
町
は
、
広
島
市
・
呉
市
・
東
広
島
市
に

隣
接
し
、
周
囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
人
口
２
４
０
０
０

人
の
町
で
す
。
１
８
０
年
余
り
の
歴
史
を
も
つ
「
筆
の

都
」
と
し
て
知
ら
れ
、
２
０
１
８
年
の
熊
野
筆
の
総
生

産
額
は
１
１
６
憶
円
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
筆
の
都
」
と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
を
仲
間
と
共
に
提

案
し
、
拠
点
施
設
で
あ
る
「
筆
の
里
工
房
」
で
の
事
業

を
20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
進
め
て
き
た
石
井
節
夫
さ
ん

（
筆
の
里
工
房 

館
長
代
理
）
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

石
井 

節
夫
さ
ん

（
一
財
）
筆
の
里
振
興
事
業
団 

常
務
理
事



　
　
　

を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
状
態
で
し
た
ね
。
収
蔵
庫

に
行
っ
て
み
れ
ば
整
理
も
何
も
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で

し
た
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
当

初
か
ら
描
い
た
方
針
は
変
え
ず
に
熊
野
町
の
地
域
の
活

性
化
の
た
め
に
は
必
要
な
施
設
な
ん
だ
、
そ
こ
で
実
績

を
残
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、
入
館
者
数
や

利
用
実
績
を
増
や
す
努
力
だ
と
か
、
財
源
確
保
に
取
組

ん
で
き
ま
し
た
。

　
　
　

ぐ
ら
い
、
化
粧
筆
が
３
割
、
画
筆
が
１
割
ぐ
ら
い
の
生

産
割
合
で
し
た
け
ど
、
今
は
、
書
道
用
の
筆
と
化
粧
筆

の
立
場
が
入
れ
替
わ
っ
て
６
割
以
上
が
化
粧
筆
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
熊
野
筆
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期
の
終
わ
り

に
筆
墨
の
行
商
が
契
機
に
な
っ
て
、
技
術
の
導
入
が
進

み
、
明
治
以
降
の
学
校
教
育
に
よ
っ
て
発
展
し
た
け
れ

ど
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
に
壊
滅
的
な
影
響
を
受

け
た
と
、
そ
の
時
に
書
道
用
の
筆
の
技
術
を
活
か
し
て

絵
画
の
筆
と
か
化
粧
筆
を
作
り
始
め
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
平
成
に
入
り
、
30
年
ほ
ど
前
か
ら
化
粧
筆
の
方
の
認

知
度
が
高
ま
っ
て
需
要
も
品
質
も
向
上
し
、
現
在
に
至

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤
原
：
私
の
息
子
た
ち
も
書
道
は
ク
ラ
ブ
活
動
の
人
た
ち
し
か

や
っ
て
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
一
応
、
筆
箱
み
た

い
な
の
は
持
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
。
僕
ら
は
授
業
で
や

り
ま
し
た
。
今
や
パ
ソ
コ
ン
の
時
代
に
な
っ
て
。
で
も
、

毛
筆
の
美
し
さ
と
い
う
か
、
学
校
教
育
で
必
要
で
は
な

い
か
と
。

石
井
：
そ
れ
は
日
本
文
化
と
い
い
ま
す
か
、
筆
に
限
ら
ず
、
日

本
人
が
培
っ
て
き
た
伝
統
文
化
や
美
意
識
の
育
成
に
日

常
生
活
や
学
校
現
場
で
は
な
か
な
か
取
組
む
時
間
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
学
校
で
、
も
っ
と
自
由
に

筆
に
親
し
め
る
授
業
が
あ
れ
ば
一
番
良
い
で
す
。

藤
原
：
文
化
的
な
も
の
が
あ
る
意
味
置
き
去
り
に
さ
れ
た
こ
と

が
一
時
あ
っ
て
、
今
は
伝
統
文
化
も
大
事
に
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
一
時
は
合
理
化
ば
か
り
に
な
っ
た

時
代
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
鉄
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
つ
く

　
　
　

っ
た
時
に
も
、
鉄
く
ず
を
集
め
て
何
を
す
る
の
か
と
言

わ
れ
た
時
で
し
た
か
ら
。

石
井
：
こ
の
施
設
で
は
、
熊
野
の
町
の
活
性
化
と
い
う
中
で
、

こ
れ
ま
で
は
１
８
０
年
間
続
い
て
き
た
筆
づ
く
り
の
町

だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
今
後
は
、
筆
の
持
つ
文
化
的
な

背
景
、
あ
る
い
は
筆
が
日
本
の
文
字
文
化
に
対
し
て
ど

ん
な
貢
献
を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
大

事
に
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

熊
野
町
は
今
で
も
「
筆
の
都
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
し
、

道
具
で
あ
る
筆
か
ら
文
化
を
考
え
る
所
も
な
い
の
で
、

う
ち
で
や
っ
て
い
こ
う
と
取
組
み
を
始
め
た
ん
で
す

が
。
そ
の
時
に
、
目
か
ら
鱗
だ
っ
た
の
が
、
吉
田
村
の

藤
原
さ
ん
の
考
え
方
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
う
ち
も
筆
を

作
っ
て
き
た
こ
と
で
、
文
人
墨
客
と
の
交
流
も
古
く
か

ら
あ
っ
て
、
著
名
な
作
家
の
書
跡
も
た
く
さ
ん
残
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
今
の
人
た
ち
に

理
解
さ
れ
て
い
な
い
し
、
活
か
さ
れ
て
な
い
。
そ
れ
を

集
大
成
し
て
、将
来
の
熊
野
町
の
魅
力
と
い
い
ま
す
か
、

地
域
活
性
化
の
柱
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
こ
こ

を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
平
成
６
年
、「
ふ
る
さ
と
創
生
」

の
ち
ょ
う
ど
最
後
の
年
に
当
た
る
ん
で
す
が
、
町
の
予

算
が
当
時
60
数
億
の
時
に
、
こ
こ
全
部
で
、
平
成
４
年
、

５
年
、６
年
の
３
か
年
で
20
億
以
上
使
っ
た
ん
で
す
ね
。

も
う
非
難
轟
轟
で
政
争
の
道
具
で
す
よ
ね
。
こ
こ
が
も

う
関
ケ
原
の
戦
場
に
な
っ
て
。
結
局
、
平
成
６
年
の
９

月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
僕
は
そ
の
年
の

８
月
に
こ
こ
に
来
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
建
設
過
程

に
は
携
わ
っ
て
な
く
て
。
総
論
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ば
か
り

で
、
あ
ま
り
中
核
や
具
体
の
と
こ
ろ
は
理
解
で
き
て
な

か
っ
た
ん
で
す
。
中
に
入
っ
て
み
た
ら
、
お
も
ち
ゃ
箱

筆
の
里
工
房
の
は
じ
ま
り

藤
原
：
ま
ず
、
こ
の
博
物
館
、
筆
の
里
工
房
を
整
備
す
る
と
い

う
案
が
出
た
時
に
、
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

石
井
：
も
と
も
と
は
我
々
が
プ
レ
ゼ
ン
を
し
た
資
料
が
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
、
こ
こ
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
話
に
至
っ
た
ん

で
す
ね
。
内
容
は
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
施
設
を
つ
く

る
の
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
ま
さ

か
自
分
が
携
わ
る
と
は
、
そ
の
当
時
は
思
っ
て
な
か
っ

た
で
す
け
ど
（
笑
）。
熊
野
町
に
と
っ
て
は
画
期
的
な

こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
。
商
人
の
町
と
い
い
ま
す
か
、
も

の
を
売
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
町
に
、
採
算
が
厳
し
い

文
化
施
設
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

藤
原
：
や
は
り
技
術
の
伝
承
と
い
う
こ
と
と
、
筆
が
つ
く
っ
て

き
た
日
本
の
文
字
文
化
、
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
そ
れ

ま
で
あ
っ
た
文
人
墨
客
と
の
交
流
を
も
う
一
度
整
理
し

て
、
表
に
出
し
て
み
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

石
井
：
発
想
の
原
点
が
そ
れ
で
す
よ
ね
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を

整
理
し
よ
う
と
。
そ
れ
と
技
術
の
伝
承
と
い
う
の
も
あ

り
ま
し
た
が
、そ
れ
に
つ
い
て
は
、む
し
ろ
う
ち
よ
り
も
、

熊
野
筆
事
業
協
同
組
合
の
主
要
な
事
業
な
ん
で
す
。
う

ち
で
で
き
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
筆
の
文

化
的
な
背
景
を
整
理
し
て
お
伝
え
す
る
こ
と
で
す
ね
。

藤
原
：
そ
の
背
景
を
き
ち
ん
と
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
産
業
の
継

　
　
　

続
だ
っ
た
り
品
格
を
つ
く
っ
た
り
と
い
う
と
こ
ろ
に
大

き
く
貢
献
し
て
ま
す
よ
ね
。

石
井
：
や
は
り
す
ぐ
に
は
、
結
果
は
出
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
ど
、
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
原
：
そ
れ
で
こ
こ
が
つ
く
ら
れ
て
、
開
館
当
時
か
ら
来
館

者
は
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
？

石
井
：
そ
う
で
も
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
ん
な
に
人
も
多
く
な

か
っ
た
で
す
し
、
認
知
度
も
低
か
っ
た
で
す
し
、
決
し

て
町
民
の
合
意
の
も
と
に
整
備
し
た
の
で
も
な
か
っ
た

で
す
か
ら
。
と
に
か
く
施
設
と
し
て
体
裁
を
整
え
る
た

め
に
必
死
で
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

高
木
：
当
初
か
ら
財
団
で
の
運
営
だ
っ
た
の
で
す
か
？

石
井
：
僕
が
、
元
町
長
に
、
当
時
の
職
を
辞
め
て
こ
こ
に
来
な

い
か
と
誘
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
覚
悟
を
決
め

て
一
つ
だ
け
条
件
を
出
し
た
の
が
、
直
営
で
や
ら
な
い

こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
直
営
で
や
る
と
、
専
門
職
の
育

成
や
人
事
異
動
が
大
変
な
の
で
、
財
団
を
つ
く
っ
て
、

財
団
で
運
営
す
る
ん
だ
っ
た
ら
考
え
ま
す
と
答
え
ま
し

た
。
そ
う
し
た
ら
、「
つ
く
り
ま
す
。
私
も
そ
う
考
え

て
ま
し
た
、
直
営
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
」
と
。
当

初
は
ス
タ
ー
ト
時
点
の
平
成
６
年
か
ら
財
団
を
つ
く
る

予
定
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
て
半
年
遅

れ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
平
成
７
年
の
３
月
30
日
に
、
設

立
の
許
可
を
受
け
て
、
新
年
度
か
ら
財
団
で
運
営
す
る

　
　
　

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

藤
原
：
財
団
の
基
金
は
ど
の
よ
う
に
？

石
井
：
こ
れ
は
町
で
す
。
熊
野
町
が
１
億
出
し
て
、
あ
と
１
０

０
万
円
ず
つ
を
、
三
重
県
の
鈴
鹿
市
と
宮
城
県
の
雄
勝

町
（
現
在
は
石
巻
市
）
と
鳥
取
県
の
佐
治
村
（
現
在
は

鳥
取
市
）。「
文
房
四
宝
」
と
言
い
ま
す
け
ど
も
、筆
、墨
、

硯
、
紙
の
産
地
で
す
。
伝
統
的
工
芸
品
の
産
地
か
ら
出

捐
金
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
県
の
方
か
ら
許
可
条
件
と

し
て
示
さ
れ
た
基
金
額
は
最
低
１
億
円
で
、
そ
の
殆
ど

が
熊
野
町
の
財
源
で
す
ね
。
今
も
基
本
財
産
に
積
ん
で

い
ま
す
。

藤
原
：
財
団
を
つ
く
る
と
き
に
重
要
な
の
は
基
金
と
理
事
の
構

成
で
す
よ
ね
。
理
事
の
構
成
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
活

動
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
。

石
井
：
当
初
か
ら
私
が
事
務
局
長
で
し
た
。
役
所
や
議
会
か
ら

は
、
財
団
の
理
事
に
町
執
行
部
、
教
育
委
員
、
議
員
、

行
政
協
力
団
体
を
入
れ
ろ
と
か
い
ろ
い
ろ
言
う
ん
で
す

ね
。絶
対
だ
め
だ
と
言
っ
た
ん
で
す
。そ
ん
な
の
つ
く
っ

た
ら
…
。

藤
原
：
役
所
と
一
緒
だ
（
笑
）。

石
井
：
な
の
で
、
評
議
員
の
中
に
入
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
や

ぶ
さ
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
理
事
は
幅
広
い
視
野
で

筆
の
文
化
振
興
に
貢
献
さ
れ
て
い
て
、
事
業
団
の
趣
旨
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