
上／三方に壁のないオープンな教室「寺子屋みたいな教室」で、池永寛明
所長による講義に熱心に聞き入る受講者。
下／会場内でも圧倒的な存在感を放つ宇宙鳳凰Phoecco〔フェッコ〕

る
分
野
の
枠
を
超
え
た
幅
広
い
「
知
の
集

積
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
O
M
O
S
I
R
O
I
」を
コ
ア
バ
リ
ュ
ー

と
す
る
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ら
し
い
、

想
像
力
を
か
き
た
て
る
大
学
校
は
、
受
講

受
付
開
始
と
同
時
に
、
大
半
の
講
義
が
満

席
と
な
っ
た
と
い
う
。

会
場
は
、
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
地
下

の
コ
ン
グ
レ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
。

広
い
フ
ロ
ア
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

出
迎
え
た
の
は
高
さ
7
m
、
青
と
赤
の

宇
宙
鳳ほ

う

凰お
うPhoecco

〔
フ
ェ
ッ
コ
〕。

C
G
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
河
口
洋
一
郎
氏
作

に
よ
る
極
彩
色
の
巨
大
鳳
凰
は
、
こ
の
イ

ベ
ン
ト
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
だ
。
天
井
に

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
の
仕

掛
け
人
は
、
異
業
種
の
人
々
が
自
由
に
交

流
し
な
が
ら
知
的
創
造
を
行
え
る
場
と
し

て
2
0
1
3
年
に
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大

阪
内
の
中
核
施
設
と
し
て
誕
生
し
た
、

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
」。
そ
の
活
動
に

つ
い
て
は
本
誌
1
1
3
号
で
も
紹
介
し

て
い
る
が
、
今
年
で
5
周
年
を
迎
え
、
大

阪
発
民
間
運
営
に
よ
る
知
的
創
造
拠
点
と

し
て
定
着
し
た
感
が
あ
る
。

5
年
の
間
に
、
中ち

ゆ
う

枢す
う

と
な
る
「
ナ
レ
ッ

ジ
サ
ロ
ン
」
を
は
じ
め
「
ナ
レ
ッ
ジ
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ワ
ー
ド
」
な
ど
多
彩
な
活

動
を
通
し
た
知
の
集
積
は
、
ナ
レ
ッ
ジ

キ
ャ
ピ
タ
ル
の
輪
郭
を
厚
く
、
豊
か
に
し

て
き
た
。
そ
う
し
た
知
の
財
産
を
生
か
し
、

2
日
間
限
り
の
ト
ラ
イ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
行
わ
れ
た
の
が
「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ

タ
ル
大
学
校
」
だ
。
ト
ラ
イ
ア
ル
と
聞
く

と
、
小
規
模
な
試
み
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

抱
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
蓋
を
開
け
て
み

れ
ば
大
が
か
り
な
「
学
び
の
場
」
が
つ
く

ら
れ
て
い
た
。

大
学
校
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
「
真
の
学

び
は 〝
イ
マ
ジ
ネ
!
〟」。〝
イ
マ
ジ
ネ
!
〟

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
想
像
す
る
」
を
意

味
す
る
言
葉
（im

aginer

）
か
ら
の
造
語

だ
。
中
心
と
な
る
の
は
1
コ
マ
20
〜
30
人

を
定
員
と
し
た
1
0
0
コ
マ
超
の
無
料

講
義
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
」「
科
学
技
術
」「
メ
デ
ィ
ア
・
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」「
ベ
ン
チ
ャ
ー
」「
宇

宙
」「
文
化
・
歴
史
」「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
」「
大
阪
・
関
西
」
の
8
分
野
に
わ
た

り
、「
知
性
と
は
何
か
―
―
A
I
時
代
に

空
海
の
意
義
を
考
え
る
」「
セ
ミ
は
、

ナ
ッ
ツ
味
⁉
―
―
昆
虫
食
の
魅
力
と
は
」

と
い
っ
た
、
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
講
義
タ

イ
ト
ル
が
並
ぶ
。
技
術
も
歴
史
も
音
楽
も

ア
ー
ト
も
食
も
A
I
も
宇
宙
も
生
物
も

…
…
。
知
の
ご
っ
た
煮
の
よ
う
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、「
面
白
そ
う
!　

何
が
起
こ
る

の
だ
ろ
う
?
」
と
い
う
期
待
感
を
煽
る
。

講
師
は
大
学
教
授
、
起
業
家
、
美
術
館

館
長
、
子
育
て
研
究
家
、
宇
宙
科
学
者
、

料
理
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
発
明
家
と

い
っ
た
多
彩
な
「
専
門
家
」
が
つ
と
め
る

が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
の
活
動
に
関
わ
っ
た
人
々
だ
。

1
0
0
コ
マ
超
の
講
義
を
担
う
人
材
が

揃
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
5
年
に
わ
た

知
の
集
積
が
可
能
に
し
た
、真
の
学
び

刺
激
的
な「
学
び
」の
格
闘
競
技

届
か
ん
ば
か
り
の
鳳
凰
に
圧
倒
さ
れ
な
が

ら
前
を
見
る
と
、
い
く
つ
も
の
ビ
ー
ル

ケ
ー
ス
を
積
み
上
げ
た
上
に
、
板
を
載
せ

大
き
な
長
方
形
の
テ
ー
ブ
ル
を
つ
く
っ
た

ス
ペ
ー
ス
が
目
に
と
ま
っ
た
。
立
て
看
板

に
は
「
立
ち
飲
み
屋
っ
ぽ
い
教
室
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
名
前
の
通
り
、
椅
子

が
な
く
、
壁
や
仕
切
り
も
な
い
。
ま
さ
に

立
ち
飲
み
屋
の
よ
う
に
、
ふ
ら
っ
と
立
ち

寄
れ
そ
う
な
雰
囲
気
の
教
室
で
あ
る
。

隣
に
は
、「
寺
子
屋
み
た
い
な
教
室
」

と
名
付
け
ら
れ
た
別
の
教
室
が
あ
っ
た
。

正
面
の
壁
に
「
わ
い
が
や
塾
」
の
額
が
掛

か
り
、
床
を
畳
敷
き
と
し
て
い
る
。
こ
こ

も
正
面
以
外
は
壁
が
な
い
。
さ
な
が
ら
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
の
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
の
よ
う

だ
。
聞
け
ば
、
今
回
の
「
教
室
」
は
い
ず

れ
も
「
す
べ
て
の
壁
を
取
り
払
う
」
を
コ

ン
セ
プ
ト
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
壁
の

な
い
教
室
内
に
靴
を
脱
い
で
あ
が
り
、
長

机
を
前
に
座
っ
て
講
義
を
受
け
る
と
こ
ろ

は
、
ま
さ
に
寺
子
屋
の
風ふ

情ぜ
い

。
こ
こ
が

「
ル
ネ
ッ
セ
」
講
師
陣
に
よ
る
講
義
の
場

と
な
る
。
扁へ

ん

額が
く

に
書
か
れ
た
「
わ
い
が
や

塾
」
は
、
ナ
レ
ッ
ジ
サ
ロ
ン
内
で
の
異
業

種
交
流
塾
「
ワ
イ
ガ
ヤ
塾
」
か
ら
と
っ
て

お
り
、
先
に
掲
げ
た
8
分
野
の
う
ち
「
大

阪
・
関
西
」
部
門
の
講
義
は
こ
の
ワ
イ
ガ

ヤ
塾
の
監
修
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
、
講
師
の
足
元
に
L
E
D

パ
ネ
ル
が
あ
る
「
宇
宙
船
か
⁉
教
室
」
な

ど
、
形
態
も
名
称
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な

い
「
教
室
」
が
計
10
カ
所
。
2
日
間
に
各

教
室
で
10
コ
マ
、
計
1
0
0
コ
マ
の
講

義
が
広
い
ワ
ン
フ
ロ
ア
の
会
場
で
行
わ
れ

る
。
ど
の
教
室
も
、
定
員
で
中
に
入
れ
ず

と
も
外
か
ら
の
立
ち
見
は
自
由
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
あ
る
。

初
日
、
評
論
家
の
寺
島
実
郎
氏
に
よ
る

基
調
講
演
で
開
校
の
後
、
い
よ
い
よ

1
0
0
コ
マ
を
超
え
る
講
義
が
開
始
し

た
。「
寺
子
屋
み
た
い
な
教
室
」
で
の
1

時
限
目
は
、
ワ
イ
ガ
ヤ
塾
塾
長
で
も
あ
る

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

池
永
寛
明
所
長
に
よ
る
「『
天
下
の
台
所
』

大
坂
か
ら
大
大
阪
の
成
功
と
失
敗
の
本
質

は
な
に
か
―
―
『
大
阪
を
問
い
な
お
す
』

（
前
編
）」。

多
様
・
多
層
的
な
知
へ
挑
戦
す
る

新
し
い
学
び
の
場
の
創
造

―
―「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」体
験
報
告

２
日
間
限
り
の
開
催
、
講
義
総
数
な
ん
と
1
1
2
コ
マ
！

そ
ん
な
「
学
び
の
祭
典
」
が
4
月
18
～
19
日
に
大
阪
で
開
か
れ
た
。

そ
の
名
も
「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」。

「
学
校
や
社
会
の
枠
組
み
を
超
え
た
新
し
い
学
び
の
場
」
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
大
学
校
に
は
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」
に
関
わ
る
人
々
も
多
く
講
師
と
し
て
登
場
。

こ
れ
ま
で
に
な
い
ス
タ
イ
ル
で
行
わ
れ
た
学
び
の
イ
ベ
ン
ト
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

加
藤
し
の
ぶ
＝
取
材
・
執
筆

宮
村
政
徳
＝
撮
影
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上／制作年代の異なる大坂城指図を見せながら講義する谷直樹氏。
下／加藤政洋氏の講義では、写真のほか大阪の町を描いた小説や随想などもとりあげなが
ら、キタとミナミの当時の姿を解説した。

上／大阪万博をどう見るかは、その当時の万博とどう関わってきたかで全く異なると語った
橋爪節也氏。
下左、右中／栫山一希氏による「三都出汁比較」は、水もそれぞれの土地から汲んだもの
を用いるという本格的な「比較」となった。
右下／「大阪が一番美味しい」「香りは京都の方が……」、それぞれの違いを楽しむ受講者。

な
る
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
に
、
小
さ
な
革
新
を

加
え
な
は
れ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
、
と

ま
と
め
た
。

池
永
所
長
の
講
義
の
受
講
者
は
ス
ー
ツ

に
身
を
包
ん
だ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
風
の
男
性

が
多
く
見
ら
れ
た
。
受
講
者
は
教
室
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
学
生
か
ら
シ
ル

バ
ー
世
代
ま
で
老
若
男
女
幅
広
く
参
加
し

て
お
り
、
平
日
午
後
の
開
催
な
が
ら
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
思
わ
れ
る
層
も
多
く
見
ら

れ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
心
地
で
も
あ
る
グ

ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
が
会
場
で
あ
る
と
い

う
立
地
も
幸
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

同
じ
く
①
に
あ
た
る
講
義
と
し
て
は
、

谷た
に

直な
お

樹き

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
館
長
に
よ

る
「『
大
坂
城
と
船
場
が
輝
い
て
い
た
時

代
』
と
現
代
を
問
う
」、
加
藤
政ま

さ

洋ひ
ろ

立
命

館
大
学
教
授
に
よ
る
「《
キ
タ
》
と
《
ミ

ナ
ミ
》
を
文
化
の
地
理
学
か
ら
問
う
」、

橋は
し

爪づ
め

節せ
つ

也や

大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
教

授
の
「
大
大
阪
と
大
阪
万
博
が
あ
っ
た
こ

ろ
の
大
阪
の
空
気
」、
そ
し
て
日
本
料
理

か
こ
み
店
主
栫か

こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
「『
天
下
の
台

所
大
坂
を
つ
く
っ
た
大
坂
料
理
と
出だ

し汁
文

化
』
か
ら
現
代
の
食
を
問
う
」
等
が
あ
げ

ら
れ
る
。

谷
氏
は
、
大
阪
の
人
が
大
坂
城
を
ど
う

考
え
て
い
る
か
を
起
点
に
、
江
戸
期
の
大だ

い

工く

頭が
し
ら

中
井
家
に
伝
わ
る
ふ
た
つ
の
大
坂

城
指
図
な
ど
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
当
時

の
大
坂
が
商
業
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
育
ま
れ
た
教
育
機
能
や
町
内
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
熟
に
つ
い
て
解
説
し
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
た
都
市
研
究

を
専
門
と
す
る
加
藤
氏
は
、
花
街
研
究
者

加
藤
藤と

う

吉き
ち

撮
影
に
よ
る
大
阪
の
写
真
を
象

徴
的
に
掲
げ
な
が
ら
、「
キ
タ
」
と
「
ミ

ナ
ミ
」
の
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
説
明
、

現
在
空
洞
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
大
阪

だ
が
、
今
も
文
化
の
力
が
あ
る
、
と
話
し

た
。ま

た
橋
爪
氏
は
、
自
身
の
目
で
見
た
大

阪
万
博
の
記
憶
を
土
台
に
、
当
時
の
大
阪

の
空
気
感
、
現
在
の
評
価
な
ど
に
つ
い
て

語
り
な
が
ら
大
阪
万
博
の
特
殊
性
な
ど
を

解
説
し
た
。

資
料
や
写
真
だ
け
で
な
く
、
五
感
を
通

し
て
受
講
者
に
訴
え
た
の
が
、
栫
山
氏
の

講
義
中
に
行
わ
れ
た
「
三
都
出
汁
比
較
」

だ
。
前
半
の
大
坂
の
食
や
出
汁
文
化
に
つ

い
て
の
歴
史
的
な
講
義
に
続
き
、
大
坂
・

京
都
・
江
戸
の
地
の
水
を
使
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
料
理
法
で
と
っ
た
出
汁
を
飲
み
比

べ
る
と
い
う
趣
向
だ
が
、
出
汁
の
香
り
、

風
味
が
三
都
で
こ
れ
ほ
ど
違
う
と
は
、
と

驚
か
さ
れ
た
。
香
り
高
く
、
一
口
目
か
ら

さ
ら
っ
と
美
味
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
京
都
、

飲
み
続
け
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
う
ま
み
が

沁
み
て
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
大
坂
、
鰹か

つ
お

の
濃
さ
が
前
面
に
感
じ
ら
れ
る
江
戸
…
…

出
汁
の
味
が
そ
の
ま
ま
三
都
の
印
象
に
つ

な
が
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

い
ず
れ
の
講
義
も
長
年
の
研
究
、
経
験

を
も
と
に
し
た
歴
史
的
知
見
を
披
露
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
現
代
の
我
々
が

ど
う
捉と

ら

え
、
咀そ

嚼し
や
く

し
、
考
え
て
い
く
べ
き

か
と
い
う
導
き
が
示
さ
れ
て
お
り
、
講
義

後
に
、
受
講
者
の
関
心
は
よ
り
高
ま
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
②
歴
史
と
技
術
」
に

あ
た
る
の
は
、
保や

す

田だ

充あ
つ

彦ひ
こ

氏
に
よ
る
「『
可

視
化
』
の
歴
史
と
可
能
性
―
―
グ
ラ
フ
か

ら
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ま
で
」で
あ
る
。

保
田
氏
が
代
表
を
つ
と
め
る
㈱
ズ
ー
ム

ス
の
理
念
は
「
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
を

融
合
し
て
、
役
立
つ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
つ
く

る
」
こ
と
。
そ
の
経
験
か
ら
「
可
視
化
」

「
ル
ネ
ッ
セ
」塾
が
伝
え
る
も
の
①

︱
︱
過
去
か
ら
未
来
へ

懐
か
し
い
チ
ャ
イ
ム
音
が
鳴
る
と
同
時

に
、
10
の
教
室
か
ら
一
斉
に
マ
イ
ク
を

持
っ
た
講
師
の
声
が
流
れ
だ
し
た
。
壁
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
各
教
室
か
ら
出
る

音
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
響
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
音
量
は
喧け

ん

騒そ
う

と
言
っ
て
も
い

い
ほ
ど
で
、
ま
る
で
講
義
と
い
う
名
の
格

闘
競
技
が
始
ま
っ
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、

そ
ん
な
ふ
う
に
周
囲
の
音
に
つ
ら
れ
て
い

た
の
は
数
分
の
こ
と
で
、
や
が
て
自
身
の

意
識
が
「
講
義
を
聴
く
」
方
向
へ
と
切
り

替
わ
っ
て
い
く
。
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る

10
コ
マ
の
講
義
の
空
気
感
が
伝
わ
る
こ
と

が
刺
激
と
な
り
、
受
け
身
で
「
講
義
を
聴

く
」
姿
勢
か
ら
能
動
的
に
学
ぼ
う
と
す
る

意
識
に
切
り
替
わ
る
の
だ
。
こ
れ
は
受
講

者
側
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
講
師
側
も
同

じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
第
に
池
永
所

長
の
話
し
方
に
も
熱
が
こ
も
っ
て
い
っ
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
静
か
と
は
言
え
な
い

状
況
の
な
か
、
講
師
・
受
講
者
双
方
が
意

識
的
に
集
中
す
る
こ
と
で
学
び
の
空
間
が

つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
一
体
感

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
は
講
義
時
間
50
分
は
あ
っ
と

い
う
間
だ
っ
た
。
聞
き
終
わ
っ
た
後
、
ス

ポ
ー
ツ
を
終
え
た
よ
う
な
爽
快
感
が
あ
っ

た
。
1
コ
マ
50
分
と
い
う
時
間
配
分
は
講

師
と
し
て
は
話
し
足
り
な
い
、
聴
く
側
も

も
う
少
し
深
く
聴
き
た
い
…
…
と
い
う
と

こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
が
「
も
っ
と
学
び
た

い
」
意
欲
に
自
然
と
つ
な
が
る
。
今
回
行

わ
れ
た
1
0
0
コ
マ
超
の
講
義
は
、
新

た
な
学
び
を
自
ら
見
つ
け
出
す
た
め
の
イ

ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
役
割
も
果
た
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
寺
子
屋
み
た
い
な
教
室
」
を
中
心
に
行

わ
れ
た
「
ル
ネ
ッ
セ
」
講
師
陣
に
よ
る
講

義
の
内
容
は
、
大
き
く
「
①
大
阪
・
近
畿

の
昔
か
ら
今
日
、
明
日
」
と
「
②
歴
史
と

技
術
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ

る
。
①
に
分
類
さ
れ
る
池
永
所
長
の
講
義

は
、
天
下
の
台
所
と
い
わ
れ
た
大
坂
、

「
大
大
阪
」
と
言
わ
れ
た
時
代
を
経
て
、

現
代
の
大
阪
は
地
盤
沈
下
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
の
は
実

は
大
阪
人
で
あ
る
と
い
う
提
起
に
始
ま
っ

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
日

本
的
な
「
文
化
」
や
「
学
び
た
い
か
ら
学

ぶ
」
と
い
う
知
的
欲
求
が
高
い
風
土
は
今

も
残
っ
て
い
る
と
し
、
先
人
は
今
の
我
々

に
「
自
ら
を
学
び
な
は
れ
」「
多
く
と
交

わ
り
、
自
ら
を
見
つ
け
な
は
れ
」「
大
い

「
ル
ネ
ッ
セ
」塾
が
伝
え
る
も
の
②

︱
︱
歴
史
と
技
術
の
融
合
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上／可視化について、多彩な実例をあげて解説する保田充彦氏。
下／雪丸ロボットを手に、その誕生のエピソード等を説明する北浦武士
氏。

上・中／保田充彦氏によるVRを活用した試みの体験ブース。絵本とVRを組み合わせた次世代
型飛び出す絵本とバーチャルドローン体験。
下／「のぞきからくり」の企画者山本粧子氏。「人間は想像できるから面白い」という発想からメ
インテーマ「真の学びは “イマジネ!”」を提案。「勉強、教育はもっとハッピーでないと！」と、テー
マカラーを華やかなピンク色にしたのも山本氏である。

木
村
蒹
葭
堂
も
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
の

目
指
す
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
源
流
」
と
し
て
と
り

あ
げ
た
と
い
う
。
江
戸
期
か
ら
現
代
ま
で
、

大
阪
の
学
び
の
文
化
は
地
続
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
も
、
こ
の
「
の
ぞ
き
か
ら
く

り
」
は
語
っ
て
い
る
。

ト
ラ
イ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
通
り
、

多
様
か
つ
多
層
的
な
挑
戦
が
感
じ
ら
れ
た

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
。
ト
ラ
イ

ア
ル
ゆ
え
に
課
題
も
生
ま
れ
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
含
め
、
こ
の
「
新
し

い
学
び
の
場
」
が
今
後
ど
う
進
化
し
続
い

て
い
く
か
―
―
。
学
び
、
刺
激
を
受
け
、

互
い
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
時
代
を
動

か
す
新
し
い
知
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

自
由
に
交
流
し
、
知
的
創
造
を
行
え
る
、

こ
の
よ
う
な
学
び
の
場
か
ら
次
に
何
が
生

ま
れ
る
か
、
楽
し
み
で
あ
る
。

に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
や
「
わ
か
り
や
す

く
伝
え
る
」
意
義
や
手
法
等
を
説
明
し
、

実
際
の
作
例
と
し
て
、
自
身
が
手
掛
け
た

3
6
0
度
V
R
（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ

テ
ィ
）
動
画
に
よ
る
河か

わ

ち内
寺で

ら

廃は
い

寺じ

跡あ
と

復
元

を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
、
今
は
跡
地
が
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
東
大
阪
市
の

河
内
寺
廃
寺
の
講
堂
や
金
堂
な
ど
を
復
元

し
た
3
D
C
G
を
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
。
実
際

の
跡
地
に
立
っ
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
か

ざ
す
と
、
画
面
上
に
復
元
し
た
建
物
が
現

れ
、
往
時
の
姿
を
目
で
見
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
建
物
内
に
入
っ
て
中
を
見
る
と
い

う
バ
ー
チ
ャ
ル
体
験
も
で
き
る
。
こ
う
し

た
V
R
の
本
質
は
「
経
験
を
保
存
し
、

伝
え
る
こ
と
」
に
あ
る
と
保
田
氏
は
語
る
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」
が
提
唱
す
る
「
過
去
を
掘

り
起
こ
し
、
本
質
を
読
み
込
み
、
現
代
、

未
来
へ
つ
な
ぐ
」
そ
の
実
践
の
ひ
と
つ
が
、

先
述
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
①
に
あ
た
る
「
過
去

か
ら
掘
り
起
こ
し
て
つ
な
ぐ
」
方
法
だ
と

す
れ
ば
、
保
田
氏
の
講
義
は
、「
現
代
技

術
を
も
っ
て
歴
史
を
現
代
に
融
合
さ
せ
、

つ
な
ぐ
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
同

様
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、「
歴

史
か
ら
未
来
へ
―
―
聖
徳
太
子
の
愛
犬
・

雪ゆ
き

丸ま
る

と
歩
む
」
だ
。
こ
の
講
義
は
周
り
を

本
で
囲
ん
だ
「
図
書
の
あ
る
教
室
」
で
行

わ
れ
た
。
講
師
は
、
平
井
康
之
奈
良
県
王

寺
町
町
長
と
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
W
E
B

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
を
手
掛
け
る

㈱
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
デ
ザ
イ

ン
ズ
代
表
の
北
浦
武た

け

士し

氏
。
さ
ら
に
王
寺

町
に
あ
る
達だ

る

磨ま

寺
の
日
野
周
圭
住
職
も
加

わ
っ
た
。

王
寺
町
に
は
、
古こ

刹さ
つ

達
磨
寺
の
略
記
に

記
録
が
残
る
聖
徳
太
子
の
愛
犬
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
マ
ス
コ
ッ
ト
「
雪

丸
」
が
お
り
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
そ
の

存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
平
井

町
長
の
依
頼
を
受
け
誕
生
し
た
の
が
、
雪

丸
ロ
ボ
ッ
ト
（
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
主
催

「
ナ
レ
ッ
ジ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ワ
ー
ド
」
受

賞
）
と
、
雪
丸
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
た
、
子

ど
も
た
ち
だ
け
で
運
用
で
き
る
図
書
館
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
雪
丸
が
人
語
を
解
し
経き

よ
う

を
読
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、

A
I
を
搭
載
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
て
開
発
さ
れ
た
雪
丸
は
、

話
し
か
け
に
対
し
て
か
わ
い
い
声
で
「
ま

た
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
な
ど
と
言

葉
を
返
し
て
く
れ
る
。
王
寺
町
で
は
、
雪

丸
ロ
ボ
ッ
ト
を
図
書
館
窓
口
に
導
入
以
降
、

子
ど
も
の
図
書
貸
出
率
が
上
が
る
な
ど
成

果
が
上
が
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は

「
雪
丸
」
の
姿
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
北
浦
氏
は
語
る
。「
ま
ず
、
単
純
に
見

た
目
が
可
愛
ら
し
い
。
し
か
も
そ
れ
が
、

聖
徳
太
子
の
愛
犬
と
い
う
歴
史
的
な
意
味

合
い
も
あ
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま

す
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
地
元
王
寺
町
で

親
し
ま
れ
た
「
雪
丸
」
の
も
つ
由ゆ

い

緒し
よ

正
し

さ
と
、
先
端
技
術
が
か
み
合
っ
た
好
例
で

あ
る
。

イ
ベ
ン
ト
会
場
内
外
に
は
、
講
義
以
外

に
も
「
新
し
い
学
び
の
場
」
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
仕
掛
け
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。

ひ
と
つ
は
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
進

め
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
を
実

際
に
体
験
で
き
る
「
学
び
×
遊
び　

エ

デ
ュ
イ
ン
メ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」。
次

世
代
型
飛
び
出
す
絵
本
、
見
回
り
ロ
ボ
ッ

ト
な
ど
の
ほ
か
、
先
述
の
保
田
氏
が
開
発

し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
ド
ロ
ー
ン
（
ナ
レ
ッ
ジ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ワ
ー
ド
受
賞
）
体
験
の

ブ
ー
ス
が
あ
り
、
ご
本
人
に
指
導
し
て
い

た
だ
き
な
が
ら
体
験
し
て
み
た
。
実
際
の

操
作
が
難
し
い
ド
ロ
ー
ン
の
バ
ー
チ
ャ
ル

練
習
に
も
有
効
と
い
う
バ
ー
チ
ャ
ル
ド

ロ
ー
ン
は
、
V
R
ゴ
ー
グ
ル
を
装
着
し

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
で
操
作
す
る
。
ゴ
ー
グ

ル
を
通
し
た
視
界
に
沿
っ
て
仮
想
の
ド

ロ
ー
ン
を
会
場
内
に
飛
ば
す
の
は
楽
し
い

が
、
難
し
い
。
バ
ー
チ
ャ
ル
と
現
実
の
融

合
―
―
言
葉
の
み
の
知
識
を
実
感
と
し
て

身
の
内
に
落
と
し
込
め
た
、
と
感
じ
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
会
場
前
に
誰
も
が
一
度

は
足
を
止
め
る
大
き
な
「
箱
」
が
あ
っ
た
。

脇
に
大
き
く
「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
発

想
の
源
流
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
正
面
に

穴
が
い
く
つ
か
空
け
ら
れ
て
い
る
。
穴
を

覗の
ぞ

く
と
、
何
や
ら
人
の
映
像
が
動
き
、

喋
っ
て
い
る
。
そ
の
声
は
「
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

と
申
し
ま
す
」
…
…
。
江
戸
期
の
文
人
木

村
蒹
葭
堂
が
自
己
紹
介
を
し
、
そ
の
隣
の

穴
か
ら
は
同
時
代
の
学
問
所
懐か

い

徳と
く

堂ど
う

の
解

説
が
流
れ
る
。
古
く
か
ら
あ
る
し
か
け
絵

本
と
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
組
み
合
わ
せ
、

3
D
体
験
が
で
き
る
「
の
ぞ
き
か
ら
く

り
」
を
使
っ
た
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
で
も
お

な
じ
み
と
も
い
え
る
、
木
村
蒹
葭
堂
や
懐

徳
堂
の
紹
介
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
れ
が

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
発
想
の
源
流
」

と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
の
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
を

開
催
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
ナ
レ
ッ
ジ

キ
ャ
ピ
タ
ル
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る

か
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ

と
し
て
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
を
企
画
し
ま

し
た
」
と
話
す
の
は
、
大
学
校
全
体
の

ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
と
め
た
、

㈱
ス
ー
パ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
山
本
粧

子
氏
だ
。
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
始
動
の

際
に
、「
懐
徳
堂
か
ら
発
想
を
得
た
」
と

趣
旨
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
か
ら
懐
徳
堂

を
、
さ
ら
に
池
永
所
長
を
通
し
て
知
っ
た

お
わ
り
に

大
阪
の「
学
び
」の
源
流
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