
 
【
歴
史
と
大
自
然
に
学
び 

先
人
の
知
恵
に
学
ぶ
】 

 

九
月
二
十
七
日
昼
前
、
長
野
県
と
岐
阜

県
の
県
境
に
あ
る
御
嶽
山
が
噴
火
し
た
ニ

ュ
ー
ス
が
、
恐
々
し
い
映
像
と
共
に
私
達

を
震
撼
さ
せ
ま
し
た
。 

阪
神
淡
路
大
震
災
・
東
日
本
大
震
災
・

広
島
土
砂
災
害
に
続
い
て
御
嶽
山
の
噴
火
、

大
地
震
や
津
波
、
そ
し
て
火
山
災
害
…
異

常
気
象
に
伴
う
様
々
な
自
然
災
害
が
止
ま

り
ま
せ
ん
。
私
達
に
対
す
る
大
自
然
か
ら

の
何
か
警
告
め
い
た
戒
め
で
も
あ
る
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
？
自
然
へ
の
敬
虔
な
気

持
ち
が
足
り
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
？
い

ず
れ
に
し
て
も
、
私
達
は
「
今
あ
る
命
」

に
対
し
て
、
感
謝
の
念
を
深
め
ず
に
は
お

ら
れ
ま
せ
ん
。 

御
嶽
山
噴
火
後
、
登
山
者
は
山
小
屋
で

お
互
い
怪
我
や
疲
労
を
労
り
な
が
ら
、
不

安
な
一
夜
を
過
ご
さ
れ
た
様
子
を
「
沢
山

の
人
に
支
え
ら
れ
て
、
生
き
長
ら
え
る
事

が
出
来
ま
し
た
」
と
、
語
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
「
と
に
か
く
生
き
よ
う
」
「
頑
張

れ
」
「
諦
め
る
な
」
…
生
死
を
分
け
た
人

間
同
士
が
、
折
れ
そ
う
に
な
る
心
を
奮
い

立
た
さ
れ
た
数
々
の
言
霊
（
言
葉
に
宿
る

霊
的
な
力
）
が
飛
び
交
っ
た
そ
う
で
す
。 

い
ざ
と
な
れ
ば
普
通
の
人
間
が
神
仏
様
の

様
な
存
在
に
成
れ
る
ん
だ
な
ぁ
と
、
改
め

て
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

【
人
生
の
課
題
と
可
能
性
】

 

私
達
人
間
は
誰
し
も
が
、
人
生
と
い
う
自

分
の
課
題
を
用
意
し
て
、
そ
の
課
題
に
立
ち

向
か
う
力
も
備
え
た
上
で
、
誕
生
さ
せ
て
頂

い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
そ
う
思
う
事
が

あ
り
ま
す
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

課
題
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
自
分
に

備
わ
る
そ
の
力
も
き
っ
と
大
き
い
筈
で
す
。

人
生
の
困
難
が
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た

時
、
自
分
に
備
わ
る
そ
の
力
を
信
じ
ら
れ
る

か
ど
う
か
は
、
そ
れ
も
ま
た
自
分
次
第
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。 

同
じ
よ
う
に
仏
教
で
も
、
人
間
の
可
能
性

の
大
き
さ
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
私
達
一
人

一
人
に
『
仏
種
（
ぶ
っ
し
ゅ
）
』
と
い
う
《
仏

様
に
成
る
た
め
の
種
》
が
具
わ
っ
て
い
る
事

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
各
自
の
心
に
具
わ
る

そ
の
仏
種
と
い
う
心
の
種
が
具
わ
っ
て
い
る

事
に
気
が
つ
き
、
そ
し
て
気
が
つ
い
た
な
ら

ば
、
そ
の
種
に
肥
料
を
与
え
る
べ
く
、
各
人

に
与
え
ら
れ
た
日
々
の
課
題
に
正
面
か
ら
向

き
合
い
、
日
々
の
精
進
を
怠
る
こ
と
な
く
行

い
な
さ
い
。
そ
う
す
る
事
で
各
人
が
非
凡
に

な
り
、
傍
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
に
仏
様
の
様
な 

振
る
舞
い
を
実
践
し
て
い
る
尊
い
存
在
に
成

長
す
る
こ
と
が
出
来
る
事
を
示
唆
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
仏
様
と
い
う
の
は
架
空
の

存
在
で
は
な
く
、
仏
様
（
覚
者
）
と
い
う
の

は
、
精
進
修
行
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
目
覚

め
た
人
、
つ
ま
り
覚
者
（
仏
様
）
と
称
す
る

わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
で
私
達
富
山
県
民
は
、
全
国
で
も 

 

 

有
数
の
「
真
面
目
」
で
「
信
仰
心
が
厚
い
」

県
民
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
立
証
す
る

歴
史
的
事
実
が
あ
り
ま
す
。
富
山
県
民
の
誇

り
を
再
確
認
す
る
と
共
に
、
歴
史
に
学
ん
で

み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

【
富
山
の
国
土
】

 

日
本
の
領
土
は
全
て
島
。
い
わ
ゆ
る
島
国

の
日
本
列
島
は
海
に
囲
ま
れ
た
四
つ
の
島
国

で
、
温
帯
に
あ
り
、
海
か
ら
上
が
る
水
蒸
気

が
三
千
㍍
級
の
山
に
当
た
り
、
そ
の
水
が
川

を
つ
く
っ
た
国
土
で
す
。
周
囲
を
海
に
囲
ま

れ
て
い
る
の
で
「
海
の
国
」
と
も
言
え
る
し
、

三
万
本
も
の
川
が
あ
る
の
で
「
川
の
国
」
と

も
言
え
ま
す
し
、
沢
山
の
山
脈
が
あ
る
の
で

「
山
の
国
」
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
大
自
然
に
囲
ま
れ
た
島
国
日
本

に
は
、
ど
の
地
域
に
い
て
も
自
然
の
猛
威
を

避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
土
地
柄
と
も
言
え

ま
す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
専
門
研
究
者
い 

わ
く
「
富
山
県
は
、
全
国
で
最
も
自
然
災
害

が
少
な
い
土
地
柄
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

専
門
家
に
よ
れ
ば
、
「
富
山
県
は
大
地
震
発

生
リ
ス
ク
が
低
く
、
今
後
三
十
年
間
の
震
度

六
以
上
の
大
地
震
発
生
確
率
は
、
東
京
・
大

阪
・
名
古
屋
の
三
大
都
市
圏
が
二
十
六
㌫
以

上
で
あ
る
の
に
対
し
、
六
㌫
以
下
」
と
、
県

民
に
と
っ
て
ホ
ッ
と
胸
を
な
で
下
ろ
す
見
解

を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
地
震
が

発
生
し
た
場
合
で
も
、
富
山
県
を
囲
む
北
ア

ル
プ
ス
の
地
下
に
あ
る
マ
グ
マ
状
の
岩
石
帯

が
地
震
波
を
吸
収
す
る
た
め
、
揺
れ
が
小
さ

く
な
る
と
の
事
で
す
。
た
だ
こ
れ
は
確
率
の 

 

 

話
で
、
専
門
家
も
人
間
で
す
か
ら
想
定
外 

の
状
況
も
あ
り
得
ま
す
。
た
だ
少
な
く
と 

も
専
門
研
究
者
が
、「
富
山
県
は
安
全
地
域
」

と
太
鼓
判
を
押
し
て
い
る
事
実
は
、
富
山 

県
民
に
と
っ
て
何
よ
り
心
強
い
で
す
ね
。 

【
富
山
県
の
文
化
】

 

そ
ん
な
富
山
県
の
文
化
は
、
変
化
に
富 

ん
だ
自
然
と
の
関
わ
り
な
し
に
は
論
じ
ら 

れ
ま
せ
ん
。
立
山
の
頂
上
か
ら
富
山
湾
岸 

に
か
け
て
森
の
中
に
鎮
座
す
る
神
社
や
寺 

院
、
県
境
に
接
す
る
五
箇
山
に
静
か
な
た 

た
ず
ま
い
を
見
せ
る
合
掌
造
り
、
広
大
な 

と
な
み
野
に
屋
敷
林
の
点
在
す
る
散
居
村
、

そ
し
て
海
岸
か
ら
沖
合
い
に
敷
か
れ
る
幾 

何
学
模
様
の
定
置
網
な
ど
、
全
て
が
富
山 

特
有
の
自
然
風
土
が
生
み
出
し
た
文
化
と 

言
え
ま
す
。 

北
陸
と
か
北
越
と
「
北
」
い
う
字
で
呼 

称
さ
れ
る
の
は
、
七
世
紀
に
都
が
奈
良
に 

あ
っ
た
頃
の
方
位
で
、
今
日
で
は
日
本
列 

島
の
真
ん
中
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

台
風
の
季
節
に
は
い
つ
も
荒
れ
狂
う
南
日 

本
と
は
違
っ
て
、
日
本
海
は
湖
の
よ
う
な 

静
け
さ
を
保
っ
て
お
り
、
暖
流
が
北
上
し 

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
真
冬
に
大
雪
が 

降
っ
て
も
さ
ほ
ど
寒
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
、
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
「
あ
い 

の
風
」
が
吹
く
と
海
は
荒
れ
ま
す
が
、
こ 

れ
は
い
わ
ゆ
る
ブ
リ
起
こ
し
で
、
当
地
で 

は
ま
さ
に
幸
を
呼
ぶ
風
。
富
山
湾
の
ブ
リ 

は
脂
が
乗
っ
て
、
し
か
も
身
が
引
き
締
ま 

っ
て
い
る
せ
い
か
、
太
平
洋
岸
の
ブ
リ
よ 

 



 
り
値
も
高
い
。 

万
葉
集
で
高
志
と
呼
ば
れ
た
こ
ろ
の
北

陸
は
、
東
大
寺
の
荘
園
の
中
心
地
で
あ
り
、

越
中
守
大
伴
家
持
の
秀
歌
も
手
伝
っ
て
、

越
の
国
は
か
な
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
保
っ

て
い
ま
し
た
。
事
実
、
八
一
〇
年
伏
木
に

外
国
語
専
門
学
校
が
設
け
ら
れ
た
事
で
も

分
か
る
通
り
、
日
本
の
玄
関
口
で
あ
り
、

人
口
も
密
集
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い
ま
す
。
江
戸
期
に
日
本
海
を
通
っ

て
大
坂
と
北
海
道
を
往
来
し
て
い
た
北
前

船
が
、
太
平
洋
岸
を
行
く
樽
回
船
の
十
倍

も
多
く
、
北
陸
の
繁
栄
ぶ
り
を
充
分
に
推

察
で
き
ま
す
。 

富
山
県
の
文
化
を
調
査
す
る
中
で
最
も

驚
い
た
事
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）

年
、
富
山
県
が
分
離
独
立
す
る
前
の
石
川

県
の
人
口
は
一
八
三
万
人
で
、
一
五
五
万

人
の
新
潟
県
を
押
さ
え
て
日
本
一
だ
っ
た

と
い
う
事
実
で
し
た
。 

【
富
山
県
の
宗
教
風
土
】

 

全
国
の
神
社
を
総
計
す
る
と
お
よ
そ
八

万
二
千
社
あ
り
、
最
も
多
い
の
が
新
潟
の

四
千
八
百
社
。
富
山
県
は
京
都
の
千
八
百

社
や
奈
良
の
千
四
百
社
を
は
る
か
に
上
回

る
二
千
三
百
社
で
、
人
口
比
な
ら
全
国
第

三
位
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
寺
院
の
総
数

約
七
万
七
千
寺
の
う
ち
、
愛
知
の
四
千
六

百
寺
が
ト
ッ
プ
で
、
富
山
県
は
千
七
百
七

十
寺
で
す
が
、
人
口
比
な
ら
第
五
位
と
な

り
ま
す
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
会
は
少
な
く
、

富
山
県
は
全
国
で
最
少
県
。
社
寺
は
い
ず 

 

 

れ
も
平
均
値
の
二
倍
半
を
数
え
る
富
山
県
は
、

数
値
の
上
で
も
伝
統
的
な
宗
教
風
土
の
豊
か

な
土
地
柄
と
言
え
ま
す
。 

N
H
K

の
調
査
で
は
、
全
国
で
神
棚
と
仏
壇

が
同
居
し
て
い
る
家
庭
が
四
十
五
％
だ
が
、

北
陸
で
は
同
居
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
と

り
わ
け
富
山
県
で
は
玄
関
に
神
棚
、
床
の
間

に
天
神
様
の
木
彫
が
あ
る
か
と
思
う
と
、
奥

座
敷
に
は
金
ピ
カ
の
仏
壇
が
置
か
れ
て
い
る

家
も
多
い
。 

私
達
の
先
祖
は
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
、
年

に
一
度
天
か
ら
神
霊
が
降
り
て
来
る
の
を
待

ち
望
ん
で
お
ら
れ
た
。
氏
子
た
ち
は
築
山
を

造
っ
て
お
迎
え
し
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
家
に

帰
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
念
願
か
ら
、
築

山
が
山
車
と
な
り
、
山
を
引
く
曳
山
と
な
っ

て
、
街
に
住
む
氏
子
の
家
々
を
回
り
ま
す
。 

高
岡
の
優
雅
な
御
車
山
を
は
じ
め
、
魚
津

の
勇
壮
な
た
て
も
ん
、
山
車
を
ぶ
っ
つ
け
合

う
岩
瀬
や
伏
木
の
け
ん
か
祭
り
な
ど
、
こ
れ

ほ
ど
多
彩
で
熱
狂
的
な
曳
山
が
年
中
続
く
地

域
は
、
他
県
に
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
そ
う
で

す
。
お
よ
そ
二
五
〇
曲
を
数
え
る
民
謡
の
中

に
は
、魚
津
の
せ
り
込
み
蝶
六
の
よ
う
な
〈
仏

事
に
関
す
る
も
の
〉
が
多
い
の
で
す
。 

明
治
維
新
の
折
、
ま
ず
神
仏
を
分
離
し
て

か
か
る
の
が
近
代
化
の
近
道
と
ば
か
り
に
、

神
社
か
ら
仏
像
、
経
巻
、
法
具
な
ど
を
取
り

払
い
、
そ
れ
が
高
じ
て
排
仏
棄
釈
の
運
動
が

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
北
陸
の
宗
教

文
化
の
源
流
は
縄
文
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
す
が
、
各
種
の
デ
ー
タ
が
示 

 

 

す
北
陸
の
豊
か
さ
は
、
大
昔
か
ら
伝
わ
る
賢

明
な
暮
ら
し
の
知
恵
と
神
仏
へ
の
敬
謙
な
信

仰
心
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
の

先
人
は
上
手
に
水
を
治
め
て
い
ま
し
た
。
洪

水
の
起
こ
り
や
す
い
氾
濫
原
に
こ
そ
肥
沃
な

田
畑
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
彼
ら
は
、

暴
れ
川
を
上
手
に
導
き
、
豊
穣
の
大
地
を
つ

く
っ
て
き
ま
し
た
。
川
の
水
は
田
畑
の
米
や

野
菜
を
育
み
、
子
供
達
が
泳
ぎ
遊
び
、
魚
を

獲
り
、
飲
み
水
、
洗
濯
、
風
呂
な
ど
、
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
川
が
生
き
て
い
ま
し
た
。

日
本
の
ど
こ
で
も
井
戸
を
掘
れ
ば
き
れ
い
な

水
が
湧
い
て
出
ま
し
た
。
治
水
が
進
ん
だ
現

在
、
夏
の
水
不
足
は
年
中
行
事
と
な
り
、
水

害
は
過
去
よ
り
も
増
え
て
い
ま
す
。
余
談
で

す
が
、
今
か
ら
ザ
ッ
と
百
五
十
年
前
、
明
治

維
新
の
時
に
、
川
に
対
す
る
ス
タ
イ
ル
を
大

き
く
変
え
ま
し
た
。
三
百
年
も
鎖
国
し
て
き

た
日
本
人
は
、
自
分
達
が
三
百
年
分
遅
れ
て

い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
こ
で
維
新

の
中
心
メ
ン
バ
ー
が
行
っ
た
こ
と
は
、
先
進

国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
き
、
と
に
か
く
最
先

端
の
技
術
を
仕
入
れ
る
こ
と
で
し
た
。
議
会

制
度
は
イ
ギ
リ
ス
に
学
び
、
日
本
に
と
っ
て

一
番
大
切
な
林
業
政
策
は
ド
イ
ツ
に
学
び
、

川
に
ど
う
対
処
す
る
か
は
オ
ラ
ン
ダ
に
学
ん

だ
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
日
本
政
治
の
基
盤

を
確
立
し
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
…
。 

今
あ
る
私
達
は
、
先
人
の
知
恵
に
学
び
、

大
自
然
に
学
び
、
自
分
の
命
と
謙
虚
に
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
達

人
間
は
、
大
自
然
の
中
の
一
部
で
あ
り
、
そ 

の
大
自
然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う 

 

 

事
を
再
確
認
し
た
な
ら
ば
、
今
あ
る
尊
い 

命
を
輝
か
せ
る
努
力
に
務
め
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る 

と
い
う
証
な
の
で
す
か
ら
…
。 

合
掌 

 

  
 
 
 
 
 
 

副
住
職 

谷
川
寛
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