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東
日
本
大
震
災
復
興
記
念
庭
園
築
造
事
業
が
始
ま
り
、
今
年
度
で
最
終
年
の
５
年
、
あ
っ

と
い
う
間
で
あ
る
。
計
画
当
初
に
は
こ
こ
に
庭
園
を
造
る
に
は
大
変
だ
な
ぁ
ー
、
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
草
木
が
生
い
茂
り
、
谷
戸
の
間
で
自
然
と
染
み
出
て
く
る
水
・
堆
積
さ
れ
た
土

砂
で
沼
の
状
態
。
荒
れ
果
て
て
い
た
現
地
で
あ
っ
た
が
、
４
年
が
経
過
し
大
分
庭
園
の
雰
囲

気
が
出
て
き
ま
し
た
。
多
く
の
皆
様
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
着
々
と
完
成
に
向
か
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
伝
統
庭
園
技
塾
に
参
加
し
て
、
技
を
習
得
し
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
会
こ
そ
が
、

一
般
社
団
法
人
日
本
庭
園
協
会
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
参
加
塾
生
者
の
目
の
色

を
見
て
い
る
と
キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ
て
い
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
必
ず
皆
が
こ
れ
か
ら
の

庭
園
界
を
背
負
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
間
違
い
が
な
い
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
参
加
し
て
こ
そ

意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
技
」・「
心
」・「
伝
」・「
感
」・「
求
」
こ
れ
等
の
こ
と

を
追
い
求
め
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
庭
園
協
会
が
来
年
１
０
０
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
こ
こ

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
来
年
春
の
東
日
本
大
震
災
復
興
記
念
庭
園
開
園
式
に
は
、
日
本
庭
園

協
会
の
会
員
に
多
く
の
参
加
を
呼
び
掛
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
塾
生
た
ち
が
汗
を
流

し
、
石
・
土
・
木
・
水
・
魂
を
入
れ
込
ん
で
築
造
し
た
庭
園
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
一
人
で
も
多
く
の
方
か
ら
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
各
支
部
で
も
常
に
講
習
会
が
年
々
盛
大
に
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
や
は

り
何
か
を
求
め
て
い
る
現
象
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
庭
園
協
会
支
部
・
本
部
共
催
講
座
』

『
庭
園
連
続
基
礎
講
座
』『
鑑
賞
研
究
会
の
講
演
会
及
び
庭
園
見
学
会
』
に
も
多
数
の
参
加
が

あ
り
、
こ
れ
も
盛
大
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
各
会
員
が
新
規
会
員
の
紹
介
の
下
、
多
く
の

研
修
会
・
講
習
会
を
開
い
て
行
き
、
今
以
上
に
活
発
な
日
本
庭
園
協
会
と
し
た
い
も
の
で
す
。

宮
城
県
支
部
長
は
じ
め
支
部
ス
タ
ッ
フ
の
多
大
な
る
ご
協
力
の
下
、
こ
こ
ま
で
進
め
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
最
終
年
の
今
年
10
月
に
は
今
ま
で
以
上
の
庭

園
協
会
会
員
・
塾
生
の
参
加
と
、
今
ま
で
参
加
を
し
て
い
た
だ
い
た
塾
生
に
元
気
な
お
顔
と

キ
ラ
キ
ラ
し
た
目
で
参
加
を
戴
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
記
念
庭
園
築
造

事
業
が
終
了
で
き
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
（
伝
統
庭
園
技
塾 

塾
長
、常
務
理
事
）
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神
奈
川
県
支
部

箱
根 

岡
田
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術
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東
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神
奈
川
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／
東
京
都
支
部

支
部
活
動
報
告

今
回
の
見
学
会
は
造
園
界
で
は
言
わ
ず

と
知
れ
た
「
岩
城
（
岩
城
亘
太
郎
元
理
事

長
）」
の
現
場
と
い
う
こ
と
で
楽
し
み
に

し
て
い
た
。
完
成
し
て
３
年
ほ
ど
の
新
し

い
現
場
で
実
際
に
作
業
さ
れ
た
方
の
解
説

付
き
で
あ
っ
た
。

美
術
館
の
脇
を
通
り
抜
け
庭
に
出
る

と
、
そ
こ
に
は
古
い
数
寄
屋
を
改
修
し
た

建
物
と
大
き
な
池
。
そ
の
奥
に
は
山
の
斜

面
を
背
負
い
滝
が
数
本
落
ち
て
い
た
。
た

だ
庭
は
そ
こ
か
ら
見
え
て
い
る
場
所
だ
け

で
な
く
さ
ら
に
山
の
斜
面
を
登
っ
た
所
の

奥
ま
で
続
い
て
お
り
、
渓
谷
の
脇
に
園
路

が
続
い
て
い
る
。

そ
の
自
然
に
観
え
た
渓
谷
も
今
回
造

ら
れ
た
も
の
と
聞
い
て
そ
の
規
模
に
驚
い

た
。流

れ
る
小
川
も
湧
水
の
多
い
土
地
柄
を

活
か
し
、
元
か
ら
あ
っ
た
自
然
の
石
組
み

に
合
わ
せ
て
石
を
組
み
、
そ
の
間
を
通
る

よ
う
に
整
備
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ふ
ん

東
京
都
支
部
で
の
活
動
主
旨
の
一
つ

と
し
て
、
様
々
な
世
界
の
豊
か
な
感
性

や
、
広
い
知
見
等
を
学
び
、
よ
り
創
造
性

を
高
め
、
現
代
社
会
に
適
応
し
た
仕
事
を

目
指
し
な
が
ら
、
庭
園
文
化
の
伝
統
を
継

承
し
て
い
こ
う
と
、
考
え
て
い
る
点
が
あ

小
雨
の
降
る
中
、
私
達
は
バ
ス
に
乗

り
込
み
目
的
地
で
あ
る
「
白
駒
池
」
に
向

け
八
王
子
駅
を
出
発
し
ま
し
た
。
そ
の
途

中
、
御
射
鹿
池
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
御

射
鹿
池
と
は
長
野
県
芽
野
市
に
あ
る
溜

池
で
日
本
画
家
の
東
山
魁
夷
作
『
緑
響

く
』
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
八
ヶ
岳
中
信

高
原
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
深

い
緑
に
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

バ
ス
を
降
り
る
と
雨
は
止
ん
で
お
り
、
そ

こ
に
は
幻
想
的
な
霧
に
包
ま
れ
た
池
が

あ
り
ま
し
た
。
紅
葉
は
ま
だ
浅
く
そ
の
霧

に
木
々
が
埋
も
れ
て
い
る
感
じ
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
や
は
り
美
し
い
。
池
面
に

は
樹
木
が
映
り
込
み
水
墨
画
の
様
で
し

た
。
時
間
と
共
に
霧
の
濃
淡
が
移
ろ
い
、

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
た
い
景
色
で
し

た
が
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
次
の
目
的
地
白

駒
池
へ
。

入
り
口
に
到
着
す
る
と
辺
り
は
霧
雨

が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
山
道
は
滑
り
や

す
く
一
歩
一
歩
足
元
を
確
認
し
な
が
ら

登
っ
て
行
き
ま
し
た
。
ふ
と
立
ち
止
ま
り

周
り
を
見
る
と
、
辺
り
は
苔
に
覆
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
苔
は
雨
に
濡
れ
き
ら
き
ら
と

輝
い
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
見
応
え
の
あ

る
原
生
林
を
抜
け
る
と
、
紅
葉
し
た
木
々

に
囲
ま
れ
た
白
駒
池
が
顔
を
出
し
ま
し

だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
石
も
美
術
館
の

建
築
中
に
大
量
に
出
た
石
を
利
用
し
た

も
の
で
、
小
松
石
や
ボ
サ
石
に
似
て
い
る

が
色
味
が
黄
色
い
。
普
通
、
石
屋
さ
ん

が
扱
っ
て
い
な
い
石
な
の
で
、
私
も
扱
っ

た
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
そ
の
土
地
で

出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
庭
の
環
境
に
よ

く
馴
染
ん
で
い
る
。
そ
の
石
は
建
物
の

建
設
に
よ
り
掘
り
出
さ
れ
一
ヶ
所
に
集

積
さ
れ
た
も
の
を
起
伏
に
と
ん
だ
斜
面

の
奥
ま
で
使
っ
て
い
る
。
石
を
組
む
前

に
、
石
を
据
え
る
場
所
に
運
ぶ
作
業
が

困
難
で
あ
っ
た
と
解
説
を
聞
き
、
よ
く

岡
田
美
術
館
庭
園
見
学
会

苔
の
森
　
白
駒
池
を
訪
ね
て

苔
と
原
生
林
の
見
学
会
を
通
じ
て

持
田
　
智
彦

加
藤
　
精
一

小
林
　
裕
子 岡田美術館（開花亭より池を臨む）

霧の御射鹿池

「もののけの森」の巨大なコブ

ぞ
そ
こ
ま
で
と
感
心
し
た
。
管
理
の
面
で

も
自
然
の
生
長
の
勢
い
が
強
す
ぎ
て
庭
と

し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
大
変
だ
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

普
段
私
は
「
庭
の
中
に
自
然
」
が
あ
る

様
に
と
い
う
意
識
は
持
っ
て
い
る
が
、
今

回
の
様
に
敷
地
が
大
変
広
く
、
環
境
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
い
場
所
で
は
「
自
然
の

中
に
庭
」
を
作
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
さ
ら
に
自
然
の
勢
い
を
制
御
し

て
庭
を
維
持
す
る
事
が
困
難
で
あ
る
こ
と

も
合
わ
せ
て
解
説
を
頂
い
た
。

今
回
の
見
学
会
で
は
非
常
に
大
き
い
ス

ケ
ー
ル
で
の
作
庭
の
考
え
方
と
苦
労
を
見

せ
て
頂
い
た
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
、「
岩

城
」
さ
ん
の
細
か
な
技
法
が
使
わ
れ
て
い

る
現
場
を
観
て
み
た
い
と
思
っ
た
。　

（
神
奈
川
県
支
部　

正
会
員
）

げ
ら
れ
ま
す
。

今
回
、
自
然
の
美
し
さ
を
学
ぼ
う
と

い
う
事
で
、
苔
と
原
生
林
が
美
し
い
白
駒

池
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

初
日
は
、
八
王
子
駅
に
集
合
し
中
央

高
速
で
、
始
め
に
、
溜
池
と
し
て
作
ら
れ

た
御
射
鹿
池
（
み
し
ゃ
か
い
け
）
を
訪
ね

ま
し
た
。
運
よ
く
幻
想
的
な
霧
が
出
て
き

て
、
こ
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
感
じ
る
事

が
出
来
ま
し
た
。
次
に
今
回
の
目
的
地
、

白
駒
池
を
散
策
し
ま
し
た
。
白
駒
池
の
周

囲
に
は
、
10
箇
所
の
苔
の
森
が
あ
り
、
今

回
は
白
駒
の
森
と
も
の
の
け
の
森
を
見

る
だ
け
で
し
た
。
白
駒
池
を
訪
れ
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
た
く
さ
ん
の

時
間
を
つ
く
っ
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
北
八
ヶ
岳
苔
の
会
」（w

w
w

.kitayatsu.
net

）
に
て
、
色
々
と
詳
し
く
案
内
が
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
度
は
ゆ
っ
く
り
と
時

間
を
か
け
て
訪
れ
て
み
た
い
場
所
で
し

た
。
そ
し
て
近
く
の
小
海
リ
エ
ッ
ク
ス
ホ

テ
ル
に
て
、
榊
原
氏
に
講
習
会
を
し
て
頂

き
、
夕
食
、
懇
親
会
と
1
日
目
が
終
了
し

ま
し
た
。

2
日
目
は
、
八
千
穂
高
原
自
然
園
を

訪
ね
ま
し
た
。
28
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
園
内
に

小
さ
な
滝
、
渓
流
や
シ
ラ
カ
ン
バ
の
林
な

ど
高
原
の
自
然
が
溢
れ
、
他
の
季
節
に
も

訪
れ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
ら
い
い
だ

ろ
う
な
と
思
え
る
所
で
し
た
。
時
間
の
都

合
で
、
日
本
一
の
シ
ラ
カ
ン
バ
の
森
と
唐

松
林
は
、
バ
ス
か
ら
眺
め
な
が
ら
の
見
学

と
な
り
、
最
後
の
予
定
地
の
小
海
高
原
美

術
館
（
１
９
９
７
年
開
館
、
八
ヶ
岳
の
麓

に
建
つ
安
藤
忠
雄
氏
設
計
の
美
術
館
）
を

訪
ね
ま
し
た
。周
囲
の
自
然
に
調
和
し
た
、

洗
練
さ
れ
た
空
間
と
言
わ
れ
て
い
る
美
術

館
で
す
が
、今
回
の
参
加
者
の
皆
さ
ん
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
持
っ
て
見
学
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
昼
食
を
評
判
の
お

蕎
麦
屋
さ
ん
で
取
り
、
帰
路
に
つ
き
八
王

子
駅
で
解
散
し
ま
し
た
。

今
回
久
々
の
1
泊
の
見
学
会
で
し
た

が
、
準
備
不
足
で
、
も
っ
と
現
地
の
情
報

や
、
資
料
等
用
意
で
き
れ
ば
、
よ
り
意
義

の
あ
る
見
学
会
に
で
き
た
の
で
は
と
反
省

す
る
次
第
で
す
。
ま
た
機
会
を
つ
く
り
た

い
と
思
い
ま
す
。（

東
京
都
支
部　

支
部
長
）

た
。
池
の
畔
の
山
荘
で
昼
食
を
取
り
、
外

に
出
る
と
、
雨
は
止
み
雲
の
合
間
か
ら
光

が
射
し
て
い
ま
し
た
。
時
間
の
都
合
も
あ

り
、
今
回
は
池
を
一
周
す
る
コ
ー
ス
を
選

び
、
歩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
水
辺
を
左

手
に
見
な
が
ら
岩
石
の
上
に
掛
け
ら
れ

た
板
の
橋
の
上
を
一
列
に
な
っ
て
進
み
、

所
々
開
け
る
場
所
で
周
り
の
変
化
を
楽

し
み
な
が
ら
進
ん
で
い
く
と
、
苔
に
覆
わ

れ
た
巨
大
な
コ
ブ
が
無
数
に
現
れ
ま
し

た
。「
も
の
の
け
の
森
」
と
言
わ
れ
る
そ

の
場
所
は
、
そ
の
コ
ブ
に
何
か
潜
ん
で
い

そ
う
な
穴
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
、
ま
さ
に

イ
メ
ー
ジ
は
も
の
の
け
。
そ
の
景
色
が

ど
こ
ま
で
も
続
く
神
秘
的
な
所
で
し
た
。

し
ば
ら
く
の
間
私
は
足
を
止
め
、
そ
の
場

所
に
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
生
息
す

る
苔
も
様
々
で
と
て
も
興
味
深
い
も
の

で
し
た
。
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
八
ヶ

岳
に
は
４
８
５
種
類
も
の
苔
が
確
認
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

翌
日
、
八
千
穂
高
原
自
然
園
に
向
か

い
ま
し
た
。
や
は
り
紅
葉
に
は
少
し
早

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
自
然
園

と
い
う
だ
け
あ
っ
て
人
の
手
が
入
っ
て

い
な
い
ま
さ
に
自
然
そ
の
も
の
。
生
い

茂
る
木
々
の
小
道
を
行
く
と
、
シ
ダ
植

物
の
鮮
や
か
な
色
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。
う
ね
る
山
の
地
形
、
木
の

葉
に
覆
わ
れ
た
茶
褐
色
の
地
面
の
上
に

点
在
す
る
緑
。
園
内
に
は
川
も
あ
り
滝

も
あ
り
ま
す
。
普
段
の
生
活
で
は
見
る

こ
と
の
な
い
植
物
の
生
態
や
自
然
の
サ

イ
ク
ル
を
確
認
す
る
上
で
も
こ
の
よ
う

な
見
学
会
は
必
要
で
す
。

今
回
巡
っ
た
白
駒
池
や
自
然
園
に
は

ま
だ
い
く
つ
も
の
散
策
路
が
あ
り
、
何

度
行
っ
て
も
発
見
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
こ
の
会
に
は
東
京
都
支
部
で
勉
強

会
講
師
を
務
め
る
榊
原
八
郎
氏
も
同
伴

し
て
く
だ
さ
り
、「
自
然
の
カ
タ
チ
」
に

つ
い
て
皆
さ
ん
と
共
に
見
て
聞
い
て
感

じ
る
こ
と
の
で
き
た
散
策
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
や
は
り
同
じ
造
園
に
関
わ

る
仕
事
を
し
、
ま
た
興
味
を
持
っ
て
い

る
者
た
ち
が
交
流
す
る
か
ら
こ
そ
で
き

る
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

（
東
京
都
支
部　

正
会
員
）
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林
芙
美
子
が
落
合
界
隈
に
住
み
始
め
た

の
は
昭
和
５
年
。ベ
ス
ト
セ
ラ
ー「
放

浪
記
」
が
刊
行
さ
れ
、
よ
う
や
く
流
行
作
家

と
し
て
売
れ
出
し
た
頃
で
あ
る
。
落
合
で
は

２
回
転
居
し
て
い
る
。
最
初
の
家
は
妙
正
寺

川
の
南
側
の
上
落
合
、
２
年
ほ
ど
で
、
川
一

つ
隔
て
た
下
落
合
の
借
家
に
引
っ
越
し
た
。

そ
こ
は
、「
な
か
な
か
住
み
い
い
処
」
だ
っ
た

が
、「
８
年
程
住
み
な
れ
て
い
た
借
家
を
、
ど

う
し
て
も
引
っ
越
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

り
」、「
下
落
合
は
、
去
り
が
た
い
気
が
し
て
」

と
、
現
在
の
場
所
に
地
所
を
も
と
め
家
を
建

て
た
。
そ
こ
が
、
昭
和
16
年
か
ら
昭
和
26
年

に
47
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
10
年
間
過
ご
し

た
家
、現
在
の「
林
芙
美
子
記
念
館
」で
あ
る
。

芙
美
子
は
、「
住
み
い
い
」「
去
り
が
た
い
」

と
思
う
の
は
、「
町
の
中
に
川
や
丘
や
畑
な

ど
の
起
伏
が
た
く
さ
ん
あ
る
せ
い
か
も
し

れ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

起
伏
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
、
落
合
周

辺
の
地
形
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
辺
り
は

豊
島
台
地
と
淀
橋
台
地
、
そ
の
間
の
低
地

で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
低
地
に
は
妙
正
寺

川
が
流
れ
て
お
り
、
北
側
の
豊
島
台
地
は

川
の
近
く
で
急
に
落
ち
込
ん
で
急
坂
が
多

く
、
南
側
の
淀
橋
台
地
は
川
に
向
か
っ
て

緩
や
か
に
傾
斜
し
て
い
る
。
確
か
に
起
伏

に
富
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
初
の
住
ま
い
は
、
川
の
南
側
の
傾
斜

地
に
あ
っ
た
。
２
番
目
の
家
は
、
北
側
の
高

台
で
、
そ
こ
か
ら
「
昔
住
ん
で
い
た
う
ち
や

（
中
略
）、
昔
は
広
い
草
の
原
で
あ
っ
た
住
宅

地
な
ど
が
一
眸
（
い
ち
ぼ
う
）
の
う
ち
に
見

え
る
」
と
あ
る
か
ら
、
か
な
り
眺
め
の
よ
い

場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
変
化
に
と
ん
だ
地

形
と
眺
望
は
、
庭
を
も
う
け
る
の
に
最
適
な

立
地
条
件
で
あ
る
が
、
さ
て
、
扶
美
子
の
庭

は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
な
か
な
か

住
み
い
い
処
」
だ
っ
た
家
に
は
、「
庭
が
広

く
庭
の
真
中
に
水
蜜
桃
の
な
る
桃
の
木
の
大

き
い
の
が
一
本
」
あ
っ
た
。
こ
の
桃
の
木
の

ま
わ
り
に
「
何
と
い
っ
て
も
好
き
な
れ
ん
げ

や
た
ん
ぽ
ぽ
を
た
ん
せ
い
し
て
」
植
え
て
い

た
と
こ
ろ
、
訪
ね
て
く
る
人
た
ち
は
、「
そ

こ
へ
自
然
に
咲
い
た
か
の
ご
と
く
考
え
る
の

か
（
中
略
）
摘
ん
で
帰
っ
て
」
い
く
と
嘆
い

て
い
る
。
芙
美
子
に
と
っ
て
、「
れ
ん
げ
や

た
ん
ぽ
ぽ
は
故
郷
へ
帰
っ
た
よ
う
な
な
つ
か

し
さ
を
感
じ
る
花
」
で
、
い
か
に
も
自
然
に

咲
い
て
い
る
の
が
い
い
の
で
あ
る
。
野
の
花

を
「
自
然
に
咲
い
た
か
の
ご
と
く
」
に
植
え

る
と
は
、
正
に
造
園
の
極
意
。
そ
こ
に
芙
美

子
の
自
然
観
、
庭
園
観
が
う
か
が
え
る
。

で
は
、
初
め
て
の
持
家
で
は
、
ど
の
よ
う

に
庭
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
を

建
て
る
に
あ
た
っ
て
芙
美
子
が
望
ん
だ
の
は

「
東
西
南
北
に
風
が
吹
き
抜
け
る
家
」
だ
っ

た
。
庭
に
は
、
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
を
好
ん
で
植

え
た
と
い
う
。
茶
の
間
で
息
子
の
泰
と
食
事

を
し
て
い
る
写
真
に
は
、
確
か
に
竹
が
写
っ

て
い
る
。
竹
を
好
ん
だ
の
は
、
竹
林
を
抜
け

る
風
や
風
音
の
自
然
さ
に
惹
か
れ
て
た
か
ら

な
の
だ
ろ
う
か
。
始
め
は
、
門
か
ら
玄
関
に

か
け
て
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
庭
全

体
に
広
が
っ
た
ら
し
い
。
現
在
は
、
客
間
前

の
庭
と
門
と
玄
関
の
間
に
わ
ず
か
に
面
影
を

残
し
て
い
る
の
み
で
、
主
庭
は
、
い
わ
ゆ
る

庭
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
。
受
付
で
聞
け

ば
、
竹
は
、
芙
美
子
の
葬
儀
の
際
、
だ
い
ぶ

伐
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
告
別
式
は
、
川
端
康

成
を
葬
儀
委
員
長
と
し
て
執
り
行
わ
れ
、
文

壇
等
の
関
係
の
人
々
の
他
、主
婦
や
労
務
者
、

学
生
、
等
々
の
一
般
焼
香
者
が
長
蛇
の
列
を

作
っ
た
と
い
う
か
ら
、
庭
の
竹
が
伐
ら
れ
る

の
も
や
む
な
し
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
後
も
、

徐
々
に
竹
は
少
な
く
な
り
、
今
の
よ
う
な
庭

と
な
っ
た
と
聞
く
。

「
玄
関
前
の
敷
石
は
、
植
木
職
人
と
い
っ

し
ょ
に
芙
美
子
と
緑
敏
が
並
べ
た
も
の
」

と
い
う
か
ら
、
今
で
は
こ
の
辺
り
に
芙
美

子
の
庭
が
偲
べ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

※
参
考
文
献
：
「
林
芙
美
子
随
筆
集
」
「
林
芙
美

子
記
念
館
図
録
」

所
在
地
：
東
京
都
新
宿
区
中
井

扶美子邸全景

玄関のたたずまい
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林
芙
美
子
記
念
館

　
　
　
―
林
芙
美
子
の
庭
―


