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１．安部泰輔「ふたご森」会場風景
（夏のワークショップ プロジェクト、2010「ふしぎの森の美術館」、広島市現代美術館、2010年）

２．安部泰輔「こども＋おとな＋夏の美術館　まいにち、アート！！」会場風景（群馬県立近代美術館、2009年）



３．青木美歌「あなたに続く森」会場風景（ポーラミュージアムアネックス／東京・銀座、2017年）

４．青木美歌《Transmitting thread》 ５．青木美歌《Vessel of genetic code’2》 ６．青木美歌《Linkage》

撮影：SAI

７．青木美歌「前触れの石」会場風景
（美術画廊 X ／東京・日本橋、2019年）

８．青木美歌「Infinity Pollination」会場風景
（NewsPicks NewCafe ／東京・有楽町、2021年）



９．青木美歌《Fiuid’4》

10．青木美歌［Hands on Works］大分県立美術館蔵



11．田能村竹田
《風雨渡溪図》
文政10（1827）年
紙本墨画淡彩
136.1×47.6cm　
大分県立美術館蔵　片岡辰市コレクション



12．大阪万博 せんい館 建物外観 13．せんい館 ロビー空間「注連縄」
（手前に四谷シモン「人形」）

16．せんい館 回廊 C’「カラフルワールド」 17．せんい館 回廊 C’「カラフルワールド」

15．せんい館 ロビー空間「モップ」「クッション」14．せんい館 ロビー空間「鴉」

※12～23　写真提供：大阪府



18．せんい館 回廊 C「ホワイトワールド」 19．せんい館 回廊 C「ホワイトワールド」

22．日本館２号館エントランス下絵 23．日本館２号館エントランス



24．朝倉文夫
 《墓守》
 明治43（1910）年
 ブロンズ
 182.0×47.0×58.0cm
 大分県立美術館蔵



25．松花堂昭乗
《布袋図》
江戸時代初期
紙本墨画
28.9×65.6cm
大分県立美術館蔵　片岡辰市コレクション
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創
造
的
社
会
実
験
企
図
者
・
安
部
泰
輔
の
真
相
と
真
価
を
さ
ぐ
る

大
分
県
立
美
術
館 

学
芸
企
画
課
長
　
宇
都
宮
　
壽

１
． 	

安
部
泰
輔
の
作
品
と
は
何
か
？

－

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
（
創

造
的
活
性
剤
）

　

安
部
泰
輔
（
１
９
７
４

－

）
は
、
参
加
者
が
描
い
た
絵
を
ミ
シ
ン
と
布
地
を
使
い
ヌ

イ
グ
ル
ミ
の
よ
う
な
立
体
の
造
形
物
（
以
下
、
ヌ
イ
グ
ル
ミ
）
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
れ

ら
を
会
期
中
に
展
示
し
増
殖
さ
せ
て
い
く
、
参
加
者
と
と
も
に
展
覧
会
を
つ
く
り
あ
げ

て
い
く
ス
タ
イ
ル
の
も
の
や
、
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
題
材
に
、
題
材
に
な
る
作

品
の
展
示
と
と
も
に
そ
れ
を
ミ
シ
ン
と
布
地
を
使
い
つ
く
っ
た
ヌ
イ
グ
ル
ミ
を
あ
わ
せ

て
展
示
し
展
覧
会
を
構
成
す
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
や
り
方
で
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
彼
の
作
品
は
、
ヌ
イ
グ
ル
ミ
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
独
自
の
仕
組
み
や
仕
掛
け
に
よ
り
、
参
加
者
や
鑑
賞
者
を
作
品
の
一
部
と
し

て
取
り
込
み
＝
共
謀
し
、
そ
の
彼
ら
に
、
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
視
点
の
も
ち
方
や

も
の
の
と
ら
え
方
な
ど
、
新
た
な
気
づ
き
や
発
見
、
驚
き
な
ど
を
も
た
ら
す
、
さ
ら
に

は
、
作
家
自
身
で
す
ら
予
期
し
え
な
か
っ
た
動
き
や
状
況
、
出
来
事
な
ど
を
生
み
出
さ

せ
る
こ
と
も
あ
る
、
あ
る
種
の「
装
置
」や「
媒
介
」の
よ
う
な
性
質
を
有
す
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
作
家
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
自
身
の
行
為
や

関
心
に
つ
い
て
、
作
家
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
ア
ー
ト
な
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
大
き
な
問
題

で
は
な
い
。
目
の
前
に
あ
る
、
今
あ
る
現
実
を
疑
う
。
そ
こ
に
、
自
分
が
、
自
分

の
活
動
が
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
が
起
こ
る
の
か
？
始
ま
る
の
か
？
ひ

ろ
が
り
が
生
ま
れ
る
の
か
？
狭
ま
る
の
か
？
何
も
起
こ
ら
な
い
の
か
？
終
わ
る
の

か
？
自
分
の
関
心
は
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
見
届
け
よ
う
と
し
て
、
行
為
を
し
て

い
る
。」

　

作
家
と
し
て
は
、
自
身
の
活
動
を
美
術
史
や
美
術
理
論
な
ど
の
学
術
上
の
観
点
を
第

一
義
と
し
整
理
や
定
義
を
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
さ
ほ
ど
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
身
が
か
か
わ
る
こ
と
で
、
生
み
出
さ
れ
る
、
変
化
す
る
、
み
え
て
く
る
も
の
、
言
い

換
え
る
と
、
目
の
前
の
人
や
社
会
と
は
何
か
？
そ
う
い
っ
た
、
謂
わ
ば
、
社
会
や
人
間

の
根
幹
に
か
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
、
そ
こ
で
み
え
て
く
る
も
の
が
、
そ
れ
ら
の
ご
く
一

部
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
身
や
参
加
者
、
鑑
賞
者
と
と
も
に
、
目
撃
し
、
た
し
か
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
思
い
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
安
部
の
作
品
と
は
、「
創
造
的
な
仕
掛
け
で
人
や
社
会
に
か
か
わ
り
、
世

の
理
を
問
い
、
示
そ
う
と
す
る
も
の
」で
あ
り
、「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー

タ
ー（
＝
創
造
的
活
性
剤
）」と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、「『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
（
＝
創
造
的
活
性
剤
）』
と

は
？
そ
し
て
、
そ
れ
を
創
造
す
る
安
部
泰
輔
と
は
何
者
か
？
」
と
い
う
問
い
を
彼
の
代

表
作
を
辿
り
な
が
ら
、
紐
解
い
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
の
魅
力
や
、
美
術
界
や

社
会
に
与
え
る
影
響
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

２
． 
安
部
泰
輔
の
略
歴

　

安
部
泰
輔
。
１
９
７
４
年
、
大
分
県
大
分
市
に
生
ま
れ
、
大
分
市
を
拠
点
に
国
内
外

で
活
躍
す
る
作
家
で
あ
る
。
幼
い
頃
か
ら
、
絵
を
描
い
た
り
、
新
聞
紙
な
ど
身
の
ま
わ

－ 11 －－ 11 －



り
の
も
の
で
立
体
を
つ
く
っ
た
り
す
る
の
が
好
き
だ
っ
た
安
部
は
、
高
校
生
に
な
る
と
、

美
術
家
・
二
宮
圭
一
（
１
９
６
１

－

）
が
主
宰
す
る
大
分
美
術
研
究
所
（
大
分
市
）
に
通

い
、
美
大
進
学
に
向
け
、
実
技
試
験
に
備
え
、
鉛
筆
や
木
炭
デ
ッ
サ
ン
な
ど
に
励
む
ほ

か
、
二
宮
や
研
究
所
に
在
籍
す
る
仲
間
た
ち
と
芸
術
に
つ
い
て
語
り
合
う
日
々
を
過
ご

し
た
。
学
年
が
進
む
に
つ
れ
、
美
大
受
験
に
備
え
、
よ
り
時
間
を
割
き
、
力
を
注
ぎ
た

い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
夏
休
み
な
ど
の
長
期
の
休
み
に
は
、
二
宮
経
由
で
入
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
展
示
の
手
伝
い
で
福
岡
に
長
期
滞
在
す
る
な
ど
、
現
役
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

が
活
動
す
る
現
場
に
身
を
お
く
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
の
後
、
藝
大
受
験
を
二
度
試
み

る
が
、
結
果
的
に
は
藝
大
や
美
大
に
進
む
こ
と
は
な
く
、
独
力
で
作
家
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

１
９
９
２
年
と
１
９
９
４
年
に
は
大
分
市
で
グ
ル
ー
プ
展
、
１
９
９
８
年
に
は
福

岡
市
イ
ム
ズ
で
の
「
九
州
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
冒
険　
ｖ
ｏ
ｌ
．
10
」
に
参

加
す
る
ほ
か
、
１
９
９
９
年
に
は
、
個
展
「
小
さ
な
願
い
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ガ
ボ
・
大

分
市
）
や
「
三
菱
地
所
ア
ル
テ
ィ
ア
ム　

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
シ
リ
ー
ズ
１
９
９
９

『
さ
わ
ぐ
夜
』」（
三
菱
地
所
ア
ル
テ
ィ
ア
ム
・
福
岡
市
）
も
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、

２
０
０
５
年
の
「
横
浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
０
５　

ア
ー
ト
サ
ー
カ
ス
」（
山
下
埠
頭

３
、４
号
上
屋
・
横
浜
市
）
や
２
０
０
９
年
の
「
こ
ど
も
＋
お
と
な
＋
夏
の
美
術
館　

ま

い
に
ち
、ア
ー
ト
‼
」（
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
・
高
崎
市
）、２
０
１
０
年
の「
夏
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
１
０　

ふ
し
ぎ
の
森
の
美
術
館
『
ふ
た
ご
森
』『
56
日

色
と
か
げ
』『
ヒ
ジ
ヤ
マ
ネ
コ
』」（
広
島
市
現
代
美
術
館
・
広
島
市
）、２
０
１
１
年
の「
ヨ

コ
ハ
マ
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
１
」（
横
浜
美
術
館
・
横
浜
市
）、
２
０
２
１
年
の「
た

て
び
レ
ポ
ー
ト
～
開
館
20
周
年
を
楽
し
む
展
覧
会
～
『
ハ
ヤ
シ
ガ
モ
リ
』」（
群
馬
県
立

館
林
美
術
館
・
館
林
市
）な
ど
の
グ
ル
ー
プ
展
に
招
聘
さ
れ
る
ほ
か
、２
０
１
３
年
の「
安

部
泰
輔『
シ
ャ
ガ
ー
ル
世
界
』」（
高
知
県
立
美
術
館
・
高
知
市
）な
ど
の
個
展
も
国
内
外

で
数
多
く
開
催
し
て
い
る
。

　

今
年
も
、「A

rtistʼa	N
etw

ork	FU
K
U
O
K
A
	2023

」（
黄
金
町
バ
ザ
ー
ル
・
横
浜

市
、
２
月
10
日
～
３
月
26
日
）に
参
加
す
る
ほ
か
、
大
分
県
立
美
術
館
で
開
催
す
る「
朝

倉
文
夫
生
誕
１
４
０
周
年
記
念

－

猫
と
巡
る
１
４
０
年
、
そ
し
て
現
在
」（
６
月
９
日

～
８
月
15
日
）
に
現
代
の
視
点
か
ら
彫
刻
家
・
朝
倉
文
夫
を
顕
彰
す
る
と
い
う
試
み
に

絵
本
作
家
・
美
術
家　

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
と
と
も
に
参
画
す
る
な
ど
、
今
後

も
多
く
の
活
動
を
予
定
し
て
い
る
。

３
． 

安
部
泰
輔
の
作
品
分
析

⑴  《
夏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
１
０　

ふ
し
ぎ
の
森
の
美
術
館
「
ふ

た
ご
森
」》

　

安
部
の
作
品
を
紹
介
し
て
い
く
う
え
で
代
表
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
参
加
者
の

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
く
企
画
か
ら
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　
「
夏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
１
０　

ふ
し
ぎ
の
森
の
美
術
館
『
ふ

た
ご
森
』」は
、
広
島
市
現
代
美
術
館

で
２
０
１
０
年
７
月
３
日
（
土
）
～

９
月
５
日（
日
）に
開
催
さ
れ
た「
森
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

形
式
の
グ
ル
ー
プ
展
。
安
部
は
、
大

量
の
古
着
で
覆
っ
た
壁
の
前
の
床
に

緑
色
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
敷
き
、
古
着

を
縦
に
長
く
つ
な
ぎ
、
樹
木
に
見
立

て
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か

で
、
会
期
中
、
毎
日
先
着
１０
名
ま
で

の
参
加
者
が
描
い
た
森
の
動
物
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
も
と

安部泰輔「ふたご森」会場風景
（夏のワークショップ プロジェクト、2010「ふしぎの森の
美術館」、広島市現代美術館、2010年 )

－ 12 －－ 12 －



に
、
古
着
を
素
材
と
し
た
ヌ
イ
グ
ル
ミ
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
つ
く
る
公
開
制
作
を
行
っ
た
。

　

描
い
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
で
き
あ
が
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
そ
の
日
に
参
加
者
が
持

ち
帰
る
形
式
に
す
る
こ
と
も
多
い
が
、「
ふ
た
ご
森
」
で
は
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
オ
ブ

ジ
ェ
を
古
着
の
森
に
双
子
児
の
よ
う
に
展
示
し
、
日
々
増
え
て
い
く
作
品
を
参
加
者
だ

け
で
な
く
、
他
の
来
館
者
も
展
示
を
楽
し
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
参
加
者
や
そ
の
家

族
、
関
係
者
な
ど
が
何
回
も
会
場
に
訪
れ
る
こ
と
で
、
展
覧
会
が
ひ
と
つ
の
媒
体
と
な

り
、
作
品
を
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
な
が
る
な
ど
、
企
画
そ
の
も
の
に
厚
み
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
５６
日

間
の
会
期
中
に
５
２
３
個
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
オ
ブ
ジ
ェ
が
つ
く
ら
れ
、
展
示
さ
れ
た
。

展
覧
会
終
了
後
に
は
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
オ
ブ
ジ
ェ
は
参
加
者
に
返
却
さ
れ
た
。

　

こ
の
企
画
は
、
安
部
が
、
一
般
の
方
の
展
覧
会
を
開
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
か
ら
、

企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
の
方
の
展
覧
会
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
で
開
催
す
る
場
合
、

例
え
ば
、
子
ど
も
に
絵
を
描
い
て
も
ら
っ
て
展
示
を
す
る
企
画
で
は
、
会
場
に
来
る
人

た
ち
は
、
自
分
の
肉
親
の
も
の
し
か
見
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
横
に
置
く
と
、
間
違
い
探
し
で
は
な
い
が
、
ひ

と
ま
ず
、
そ
れ
も
み
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
企
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
分
の

子
ど
も
以
外
の
作
品
が
よ
い
と
感
じ
る
こ
と
も
起
こ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
描
い
た

絵
を
展
示
す
る
よ
う
な
企
画
で
は
、
肉
親
は
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
が

ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
経
験

し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
企
画
で
は
、
途
中
か
ら
母
親
が
、
子
ど
も
を
さ
し
お
い
て
、
参
加
し
て
く
る
こ

と
も
あ
る
。
絵
と
ヌ
イ
グ
ル
ミ
は
、
年
齢
は
伏
せ
て
展
示
し
て
あ
る
た
め
、
ど
こ
ま
で

が
子
ど
も
で
、
ど
こ
か
ら
が
大
人
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
美
術
の
正
統
な
教

育
を
受
け
て
い
な
い
人
が
つ
く
る
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
作
品
に
強
度
や
純
度
の
高
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
絵
に
も
既
成
概
念
に
し
ば
ら
れ
な
い
独
創

性
が
あ
り
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
大
人
が
何
十
年
ぶ
り
に
描
い
た
、

例
え
ば
、
迷
い
に
迷
い
な
が
ら
描
い
た
カ
エ
ル
の
絵
の
方
が
、
慣
れ
た
手
つ
き
で
描
い

た
ピ
カ
チ
ュ
ウ
の
絵
よ
り
も
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
差
異
も
含
め
て
、
ど
ん
ど
ん
み
せ
て
い
く
よ
う
企
図
さ
れ
て
い
る
。

　

安
部
は
、
参
加
者
の
絵
を
ヌ
イ
グ
ル
ミ
に
す
る
時
に
は
、
似
顔
絵
と
同
じ
よ
う
に
、

絵
の
印
象
か
ら
ヌ
イ
グ
ル
ミ
を
仕
上
げ
て
い
く
。
似
顔
絵
は
、
こ
の
人
は
こ
ん
な
感
じ

と
い
う
印
象
で
描
く
た
め
、
鼻
だ
け
厳
密
に
真
似
て
描
い
て
も
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が

悪
い
と
ま
っ
た
く
似
な
く
な
る
。
ヌ
イ
グ
ル
ミ
も
そ
の
や
り
方
と
同
じ
で
、
ト
レ
ー
ス

す
る
よ
う
に
つ
く
る
と
、
少
し
で
も
ど
こ
か
の
部
位
や
バ
ラ
ン
ス
が
お
か
し
く
な
る
と
、

ま
っ
た
く
似
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
二
つ
を
重
ね
る
と
、
厳
密
に
い
え
ば
、
だ
い
ぶ

異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

参
加
者
の
絵
も
、
上
手
い
人
も
い
れ
ば
、
下
手
な
人
、
線
が
お
も
し
ろ
い
も
の
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
ヌ
イ
グ
ル
ミ
に
す
る
時
は
、
印
象
を
と
ら
え
て
、
写
す
だ
け
で
あ

る
と
い
う
。
上
手
で
も
、
下
手
で
も
、
写
し
た
も
の
が
一
緒
に
あ
る
の
が
お
も
し
ろ
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
ら
し
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
来
た
人
は
、

絵
が
上
手
い
下
手
な
ど
の
見
方
は
い
つ
し
か
取
り
去
ら
れ
、
と
に
か
く
み
る
、
絵
と
対

峙
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
、
参
加
は
し
な
い
け
れ
ど
み
る
の
は
好
き
、
参
加
し
た

か
ら
お
も
し
ろ
い
、
そ
の
子
の
こ
と
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
お
も
し
ろ
い
、
そ
の
子
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
な
ど
、
来
た
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
や

関
係
性
に
よ
る
も
の
や
そ
の
反
対
に
そ
の
よ
う
な
も
の
に
特
に
よ
ら
な
い
も
の
な
ど
、

訪
れ
た
人
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
の
あ
る
展
覧
会
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵ 《
こ
ど
も
＋
お
と
な
＋
夏
の
美
術
館　

ま
い
に
ち
、
ア
ー
ト
!!
》

　

続
い
て
は
、
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
、
通
常
の
展
示
鑑
賞
と
は
異
な
る
、
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よ
り
作
品
を
み
、
感
じ
る
こ
と
に
つ
な

が
る
企
画
を
紹
介
し
た
い
。

　
「
こ
ど
も
＋
お
と
な
＋
夏
の
美
術
館　

ま
い
に
ち
、
ア
ー
ト
‼
」
は
、
群
馬
県

立
近
代
美
術
館
で
２
０
０
９
年
７
月
18

日（
土
）
～
９
月
６
日（
日
）に
開
催
さ

れ
た
展
覧
会
。
群
馬
県
立
近
代
美
術
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
壁
面
に

展
示
す
る
絵
画
を
選
出
、
展
示
室
の
床

に
ブ
ル
ー
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
敷
き
水
面

に
見
立
て
て
、
そ
の
上
に
映
る
作
品
を

古
着
に
よ
り
実
体
化
し
た
実
物
大
の
オ

ブ
ジ
ェ
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
）
を
設
置
す
る
。
来
場
者
は
靴
を
脱
い
で
オ
ブ

ジ
ェ
に
寝
転
が
る
な
ど
し
な
が
ら
、
く
つ
ろ
い
で
実
際
の
絵
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
は
、
例
え
ば
、
あ
る
静
物
画
の
場
合
、
皿
の
上
に
置
か

れ
た
魚
を
は
が
す
と
そ
の
上
に
骨
の
魚
が
縫
い
付
け
て
あ
る
も
の
や
絵
画
に
登
場
す
る

宇
宙
人
の
よ
う
な
も
の
が
か
ぶ
り
も
の
に
仕
立
て
て
あ
り
、
来
場
者
が
自
由
に
か
ぶ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
た
。

　

こ
の
展
覧
会
は
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
の
常
設
展
を
ど
う
み
せ
る
か
、
作
品
を
来

場
者
に
も
っ
と
み
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
の
学
芸
員
と

議
論
を
重
ね
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
常
設
展
は
、
学
芸
員
が
テ
ー
マ
や
展
示
構
成
、

展
示
作
品
を
決
め
て
み
せ
る
こ
と
が
多
い
が
、
観
る
人
は
そ
れ
に
沿
う
と
い
う
よ
り

も
、
自
分
の
好
き
な
も
の
、
例
え
ば
、
花
が
好
き
な
ら
ば
花
の
作
品
を
、
具
象
が
好
き

な
人
は
具
象
画
を
み
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
を
も
っ
と
、
み
て
も
ら
え

な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
の
た
め
に

何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
、

企
画
さ
れ
た
。

　

床
に
仕
掛
け
ら
れ
た
オ
ブ

ジ
ェ
が
、
自
分
の
好
き
な
花
で

な
く
て
も
、
そ
れ
を
触
れ
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
壁
に
展
示
し
て
あ
る

花
の
作
品
を
も
っ
と
み
て
み
る
、

ど
の
よ
う
な
形
態
や
色
、
質
感

な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
か
な
ど
、
絵
画
作
品

単
体
と
相
対
し
た
時
に
は
、
そ

こ
ま
で
み
て
い
な
か
っ
た
も
の

を
み
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

絵
画
に
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
鑑
賞
者
が
視
覚
だ
け
で
は
な
く
、
触
覚
で
楽
し

む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
さ
す
が
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
さ
わ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
た
め
、
さ
わ
れ
る
オ
ブ
ジ
ェ
を
置
い
て
お
く
こ
と
で
、
触
覚
的
な
意
識
で
絵
画
作
品

を
み
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
絵
画
を
実
体
化
し
、
手
に
触
れ
ら
れ
る
か
た
ち
で
設
置
す
る
こ
と
で

鑑
賞
者
の
好
奇
心
を
よ
り
刺
激
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。
そ
の
こ
と

安部泰輔「こども＋おとな＋夏の美術館　まいにち、アー
ト！！」会場風景（群馬県立近代美術館、2009年 )

安部泰輔 「こども＋おとな＋夏の美術館　まいにち、アート！！」
会場風景（群馬県立近代美術館、2009年 )
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に
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
を
好
き
か
嫌
い
か
な
ど
一
方
向
か
ら
の
見
方
や
判
断
で
は
な
く
、

多
角
的
な
視
点
を
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
新
た
な
発
見
が
生
ま
れ
る
な

ど
を
期
待
し
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑶ 《
猫
の
し
っ
ぽ
を
た
ど
る
話
》

	

次
は
、
美
術
館
で
は
な
い
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ヴ
な
場
所
を
拠
点
と
し
、
そ
の

周
辺
の
街
も
会
場
と
見
立
て
展
開
す
る

ほ
か
、
安
部
が
衣
装
を
担
当
し
た
き
ぐ

る
み
ア
イ
ド
ル
ユ
ニ
ッ
ト
の
イ
ベ
ン
ト

な
ど
も
絡
め
企
画
し
た
も
の
を
紹
介
し

た
い
。

	

「
猫
の
し
っ
ぽ
を
た
ど
る
話
」
は
、

猫
街
と
し
て
有
名
な
下
町
に
あ
る
ア
ー

ト
ス
ペ
ー
ス
、H

IGU
RE17

－15cas

（
東
京
都
荒
川
区
）
で
２
０
０
８
年
９

月
20
日
（
土
）
～
10

月
19
日
（
日
）
に
開

催
さ
れ
た
企
画
。
地

下
、
１
階
、
２
階
の

３
つ
に
区
分
さ
れ
た

ス
ペ
ー
ス
に
性
格
の

異
な
る
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
展
示
。

地
下
は
古
着
を
使
っ

た
オ
ブ
ジ
ェ
（
動
植
物
シ
リ
ー
ズ
）
の
展
示
を
行
い
、

１
階
の
公
開
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
訪
れ
た
人
に
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
を
描
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
も
と
に
作
家
が

古
着
や
は
ぎ
れ
を
使
っ
て
、
猫
街
の
地
図
の
か
た
ち

を
し
た
作
業
台
の
上
で
ヌ
イ
グ
ル
ミ
を
制
作
。
２
階

に
は
、
安
部
が
衣
装
を
担
当
し
た
き
ぐ
る
み
ア
イ
ド

ル
ユ
ニ
ッ
ト
「
し
で
か
す
お
と
も
だ
ち
」
の
着
ぐ
る

み
と
映
像
作
品
を
展
示
し
た
。
展
覧
会
の
ク
ロ
ー
ジ

ン
グ
で
は
、「
し
で
か
す
お
と
も
だ
ち
」が
活
弁
映
画

監
督
山
田
広
野
と
と
も
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
っ

た
。

　

ま
た
、
展
覧
会
場
の
位
置
す
る
下
町
の
小
さ
な

シ
ョ
ッ
プ
や
カ
フ
ェ
な
ど
に
街
の
ノ
ラ
猫
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
小
さ
な
ヌ
イ
グ
ル
ミ
を
設
置
。
来
場
者
は
自

分
の
ヌ
イ
グ
ル
ミ
が
で
き
る
ま
で
の
間
に
、
街
に
点

在
し
た
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
来
場
者
が
作

品
を
た
ど
っ
て
街
を
歩
く
さ
ま
は
、
さ
な
が
ら
路
地

裏
を
歩
く
猫
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
姿
を
俯
瞰

す
る
と
、
猫
の
し
っ
ぽ
に
み
た
て
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
。

⑷  

《O
PA

M
 at Platform

 of O
ita Station　

「
Ｊ
Ｒ
九
州
と
行
こ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト『
ど
こ
で
も

駅え
き

』」》

　
　

最
後
に
現
在
計
画
中
の
Ｊ
Ｒ
大
分
駅
の
プ
ラ
ッ

安部泰輔 「猫のしっぽをたどる話」展示風景
（HIGURE17－15cas、2008年 )

安部泰輔 「猫のしっぽをたどる話」周
辺の商店での展示風景（HIGURE17 －
15cas、2008年 )

左・中：安部泰輔 「猫のしっぽをたどる話」展示風景／右：「しでかすおともだち」と活弁映画監督山田広野のライブパフォーマ
ンス（HIGURE17－15cas、2008年 )
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ト
フ
ォ
ー
ム
の
元
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
た
企
画
「O

PA
M

	at	Platform
	of	O

ita	

Station
」に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

　
「O

PA
M

 at Platform
 of O

ita Station

」
は
、
２
０
２
１
年
９
月
か
ら
始
ま
っ
た

Ｊ
Ｒ
大
分
駅
３
・
４
番
線
ホ
ー
ム
の
元
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
て
行
う
大
分
駅
と
の

共
同
企
画
。
大
分
ゆ
か
り
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、大
分
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に「
大

分
県
立
美
術
館
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
）」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
制
作
展
示
を
行
う
と
と
も
に
、
大

分
県
立
美
術
館
で
開
催
中
の
展
覧
会
の
ほ
か
、
関
連
す
る
県
内
地
域
へ
の
訪
問
を
促
す

こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

２
０
２
３
年
４
月
１
日
～
９
月
30
日
の
期
間
は
安
部
泰
輔
が
担
当
し
、
現
在
、
次
の

よ
う
な
作
品「
Ｊ
Ｒ
九
州
と
行
こ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト『
ど
こ
で
も
駅え

き

』」を
準
備
し
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｒ
大
分
駅
３
・
４
番
線
ホ
ー
ム
の
元
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
か
ら
、
大
分
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
所
へ
作
品
を
通
し
て
つ
な
い
で

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
型
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
。
人
々
か
ら
募
っ
た
古
着

や
新
聞
紙
、
段
ボ
ー
ル
を
素
材

と
し
て
約
10
メ
ー
ト
ル
の
「
Ｊ
Ｒ

九
州
・
特
急
ソ
ニ
ッ
ク
号
」
の
担

ぎ
物
を
制
作
。
２
０
２
３
年
６
月

９
日
～
８
月
15
日
に
大
分
県
立
美

術
館
で
開
催
す
る
展
覧
会
「
朝
倉

文
夫
生
誕
１
４
０
周
年
記
念　

猫

と
巡
る
１
４
０
年
、
そ
し
て
現

在
」
に
関
連
さ
せ
、
朝
倉
文
夫
の

彫
像
の
頭
を
模
し
た
張
り
ぼ
て
を

か
ぶ
っ
た
十
数
人
の
担
ぎ
手
が
「
Ｊ
Ｒ
九
州
・
特
急
ソ
ニ
ッ
ク
号
」
の
担
ぎ
物
を
担
ぎ
、

大
分
の
各
所
を
練
り
歩
く
様
子
を
撮
影
。
そ
の
映
像
を
元
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
の
空
間
に
設

置
さ
れ
た
モ
ニ
タ
ー
に
映
し
出
す
と
と
も
に
制
作
物
を
展
示
す
る
。
映
像
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
や
大
分
市
の
街
中
の
モ
ニ
タ
ー
で
も
放
映
さ
れ
る
ほ
か
、
２
０
２
４
年
４
～

６
月
の
大
型
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
Ｊ
Ｒ
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン　

福

岡
・
大
分
」
の
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
で
制
作
物
が
再
活
用
さ
れ
る
な
ど
、
作
品
を
軸

に
大
分
県
立
美
術
館
自
体
や
展
覧
会
、
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
Ｐ
Ｒ
、
県
内
関
連
地
域

へ
の
回
遊
な
ど
に
資
す
る
よ
う
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

４
． 	

安
部
泰
輔
作
品
の
独
自
性

－「
創
造
的
な
仕
掛
け
で
人
や
社
会
に
か
か
わ
り
、
世

の
理
を
解
き
示
す
ソ
ウ
ゾ
ウ
玉
手
箱
」

　

こ
こ
ま
で
、
取
り
組
ま
れ
た
多
く
の
も
の
の
な
か
か
ら
、
代
表
的
な
４
つ
の
作
品
を

見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
安
部
の
創
作
の
魅
力
や
独
自
性
に
つ
い
て
、
よ
り
掘
り
下

げ
て
い
っ
て
み
よ
う
。

　

近
代
以
降
、
美
術
の
分
野
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
手
法
が
試
み
ら
れ
、
新
た
な
表

現
や
作
品
が
今
も
な
お
生
み
出
し
続
け
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
よ
う
に
、

静
的
な
作
品
が
あ
る
一
方
で
、
ア
ク
シ
ョ
ン
や
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
、
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
な
ど
の
よ
う
な
動
的
な
要
素
を
有
す
作
品
も
あ
る
。

　

安
部
の
作
品
に
も
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
や
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
の

要
素
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
と
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト

に
つ
い
て
、
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　

リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
は
、「
関
係
（
性
）
の
芸
術
」
と
い
わ
れ
、
作
品
の
内
容
や

形
式
よ
り
も「
関
係（relation

）」を
重
ん
じ
る
芸
術
作
品
を
総
称
的
に
示
す
こ
と
ば
と

し
て
、
１
９
９
０
年
代
後
半
よ
り
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
関

係
」
と
い
う
言
葉
は
作
品
と
鑑
賞
者
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
関
係
を
指
す
よ
う
に
も
思
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え
る
が
、
こ
の
場
合
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
作
品
の
制
作
過
程
で
生
じ
る
周
囲
と
の
接
触

関
係
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
ー
ト
は
、
あ
る
状
況
や
出
来
事
を
生
み
出
す
過
程
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
と
も
な

う
人
々
の「
参
与（participation

）」を
そ
の
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
は
、
鑑
賞
に
際
す
る
「
作
品
」
と
「
鑑
賞
者
」
と
の
相

互
作
用
を
重
視
す
る「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」と
は
区
別
さ
れ
る（

註
１
）。

　
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
一
点
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば

れ
る
作
品
は
、
高
度
な
情
報
科
学
技
術
を
取
り
入
れ
た
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
重
複
す

る
も
の
が
多
く
、
鑑
賞
者
の
挙
動
が
映
像
や
音
声
に
即
時
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
タ
イ

プ
の
作
品
が
典
型
的
な
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」と
い
う
言
葉
に
お
け
る「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
」

と
は
、
一
般
に
鑑
賞
者
の
身
体
的
な
挙
措
と
、
そ
の
視
聴
覚
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の

関
係
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
、
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
作
品
に
も
多
か
れ
少

な
か
れ
鑑
賞
者
と
の「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ（
相
互
作
用
）」が
存
在
す
る
以
上
、

「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
」
な
作
品
と
そ
う
で
な
い
作
品
を
原
理
的
に
区
別
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
鑑
賞
者
に
具
体
的
な
所
作
や
介
入
を

要
求
す
る
タ
イ
プ
の
作
品
が
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」
と
便
宜
的
に
呼
ば
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
作
品
が
そ
う
し
た
相
互
作
用
を
内
包
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
一
方
、
よ
り
広
義
に
お
け
る
芸
術
作
品

の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
は
、
あ
ら
ゆ
る
作
品
体
験
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

註
２
）。

　

こ
の
定
義
に
し
た
が
う
と
、
前
述
の
「
夏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２
０
１
０　

ふ
し
ぎ
の
森
の
美
術
館『
ふ
た
ご
森
」」と「
猫
の
し
っ
ぽ
を
た
ど
る
話
」は
、

リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
と
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
の
要
素
を
、「
こ
ど
も

＋
お
と
な
＋
夏
の
美
術
館　

ま
い
に
ち
、
ア
ー
ト
!!
」
は
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー

ト
の
要
素
も
持
ち
つ
つ
も
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
の
色
合
い
の
強
い
も
の
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

安
部
の
作
品
の
特
徴
を
よ
り
理
解
し
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
こ
で
何
人
か
の
リ
レ
ー

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
や
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
の
代
表
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

つ
い
て
み
て
い
っ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、「
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
嚆
矢
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ
ラ
ヴ
ァ
ニ
（
１
９
６
１

－

）。

１
９
９
０
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
画
廊
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
タ
イ
風
焼
き
そ
ば
（
パ
ッ

タ
イ
）を
客
に
振
る
舞
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト〈
無
題（
パ
ッ
タ
イ
）〉で
、
国
際
的
に
注
目
を

集
め
る
ほ
か
、
１
９
９
２
年
の
〈
無
題
（
フ
リ
ー
）〉
で
は
、
祖
母
直
伝
の
レ
シ
ピ
で
タ

イ
カ
レ
ー
を
振
る
舞
い
、
ア
ー
ト
と
日
常
の
境
界
を
曖
昧
に
す
る
と
同
時
に
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
オ
フ
ィ
ス
部
分
を
空
間
的
に
入
れ
替
え
、
公
私
の
境
界
も
曖

昧
に
し
た
。
タ
イ
料
理
を
客
に
振
る
舞
う
行
為
は
、
欧
米
圏
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
食
文
化
や
大
皿
料
理
を
共
有
す
る
ア
ジ
ア
的
食
習
慣
と
の
出
会
い
の
場

と
な
り
、
作
品
を
通
し
て
自
身
の
文
化
的
、
歴
史
的
文
脈
を
詳
ら
か
に
す
る
新
し
い
時

代
の
表
現
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
と
も
に
、「
食
」
や
「
住
」
と
い
っ
た
平
凡
な

日
常
の
営
為
を
、
ほ
と
ん
ど
何
の
手
も
加
え
な
い
ま
ま
ア
ー
ト
の
た
め
の
空
間
や
状
況

に
持
ち
込
む
、
観
客
が
眼
前
の
状
況
へ
参
加
す
る
こ
と
で
意
味
を
な
す
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
も
の
で
も
あ
っ
た（

註
３
）。

　

続
い
て
、
キ
ュ
ー
バ
出
身
の
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
＝
ト
レ
ス
（
１
９
５
７

－

１
９
９
６
）。
１
９
９
０
年
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ロ
ー
ゼ
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
初
個

展
で
、
長
方
形
の
紙
を
積
み
上
げ
、
そ
の
紙
を
来
場
者
が
持
ち
帰
る
こ
と
を
許
可
し
、

見
る
側
が
介
入
す
る
こ
と
で
変
化
が
起
き
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン《
無
題（
ブ
ル
ー
・
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ミ
ラ
ー
）》に
よ
っ
て
評
価
を
得
、
１
９
９
１
年
に
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ロ
ス
・
レ
イ
ン
コ
ッ

ク
が
エ
イ
ズ
で
他
界
す
る
と
、
自
身
と
恋
人
レ
イ
ン
コ
ッ
ク
の
２
人
分
の
体
重
と
同
等

の
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
を
床
に
敷
き
詰
め
、
観
客
に
持
ち
帰
る
こ
と
を
許
可
す
る
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン《
無
題（
偽
薬
）》な
ど
の
代
表
作
を
発
表
し
た（

註
４
）。

　

次
に
、
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
１
９
５
０
年
代
後
半
よ

り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
芸
術
活
動
を
開
始
し
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
先
駆
者
、

前
衛
芸
術
家
、
音
楽
家
と
し
て
60
年
以
上
に
わ
た
り
全
世
界
へ
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

発
信
し
続
け
て
い
る
ヨ
ー
コ
・
オ
ノ（
１
９
３
３

－

）。
彼
女
が
１
９
９
６
年
か
ら
行
っ

て
い
る
「
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ツ
リ
ー
」
も
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ

れ
は
、
世
界
中
の
美
術
館
や
文
化
施
設
等
で
開
催
さ
れ
た
多
く
の
展
覧
会
で
行
わ
れ
て

い
る
ほ
か
、
彼
女
自
身
が
世
界
中
を
旅
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
願
い
ご
と
や
祈
り
の
言

葉
を
短
冊
に
書
く
よ
う
呼
び
か
け
も
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
短
冊
は
、
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ

が
２
０
０
７
年
に
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
記
念
建
造
物
と
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
あ
る

ヴ
ィ
ー
ズ
エ
イ
島
に
建
て
た
「
イ
マ
ジ
ン
・
ピ
ー
ス
・
タ
ワ
ー
」
に
送
ら
れ
、
恒
久
保

存
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
平
川
典
俊
（
１
９
６
０

－

）。
１
９
８
８
年
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
活
動
を
開

始
し
、
１
９
９
３
年
よ
り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
。
写
真
や
ビ
デ
オ
、
サ
ウ
ン
ド
、
テ
キ

ス
ト
を
用
い
た
作
品
の
ほ
か
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
映
像
、
演
劇
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
複
合
し
た
作
品
を
発
表（

註
５
）。

娘
が
普
段
愛
用
し
て
い
る

服
を
母
親
が
着
て
、
娘
が
母
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
や
パ
ジ
ャ
マ
を
身
に
つ
け
、
居
間
で
二
人

の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
を
写
し
て
も
ら
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
母
は
私
、
私
は
娘
』
や
２
週
間

ほ
ど
特
殊
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
し
た
美
し
い
女
性
が
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
の
会
場
に
自
分
の
大

便
を
毎
日
運
ん
で
展
示
す
る
作
品
な
ど（

註
６
）、

身
体
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
、
メ
デ
ィ
ア
、
宗
教
、
現
代
美
術
そ
の
も
の
な
ど
、
社
会
制
度
が
も
た
ら
す
不
自

由
さ
や
タ
ブ
ー
に
焦
点
を
当
て
た
挑
発
的
な
表
現
を
通
じ
、
個
人
の
認
識
を
問
い
続
け

る
作
品
を
継
続
的
に
発
表
し
て
い
る（

註
７
）。

　
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」
の
作
品
に
も
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
イ

ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
と
い
わ
れ
て
い
る
１
９
７
０
年
代
か

ら
活
躍
し
は
じ
め
た
ア
メ
リ
カ
人
の
数
学
者
マ
イ
ロ
ン
・
ク
ル
ー
ガ
ー
。
１
９
７
５
年

に
観
客
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
画
像
解
析
し
、

ス
ク
リ
ー
ン
上
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
沿
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
エ
フ
ェ
ク
ト
が
か
け
ら
れ
る
エ

ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
作
品
を
発
表
し
た（

註
８
）。

　

続
い
て
、
美
術
家
・
ミ
ヤ
ケ
マ
イ
。
彼
女
が
参
画
し
た
「
ア
ー
ト
＆
デ
ザ
イ
ン
の
大

茶
会　

マ
ル
セ
ル
・
ワ
ン
ダ
ー
ス
、
須
藤
玲
子
、
ミ
ヤ
ケ
マ
イ
」（
２
０
１
８
年
６
月

15
日
～
７
月
22
日
、
大
分
県
立
美
術
館
）
で
も
、
い
く
つ
か
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・

ア
ー
ト
の
要
素
を
も
つ
作
品
が
発
表
さ
れ
た
。
鑑
賞
者
が
関
心
を
向
け
た
作
品
に
よ
っ

て
、
そ
の
後
の
鑑
賞
ル
ー
ト
を
提
示
す
る
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
茶
室
」
や
鑑
賞
者
が
展
示

空
間
に
立
ち
入
る
こ
と
で
空
間
の
左
右
の
床
に
置
か
れ
た
ろ
う
そ
く
（
Ｌ
Ｅ
Ｄ
式
）
や

提
灯
に
灯
が
灯
り
、
正
面
の
掛
け
軸
に
龍
か
ら
煙
の
よ
う
な
も
の
が
立
ち
上
る
「
鳳
凰

火
龍
の
食
卓
」、
壁
に
か
け
ら
れ
て
い
る
複
数
の
透
明
な
シ
ャ
ー
レ
状
の
も
の
に
鑑
賞

者
が
ペ
ン
ラ
イ
ト
の
光
を
あ
て
る
と
文
字
が
浮
き
出
す
「
言
霊
」、
暗
い
展
示
空
間
に

複
数
吊
る
さ
れ
て
い
る
オ
ブ
ジ
ェ
に
懐
中
電
灯
の
光
を
あ
て
る
と
壁
に
図
像
が
映
し
出

さ
れ
る
「
天
啓
」、
目
の
前
で
手
の
平
を
左
右
に
動
か
す
と
掛
け
軸
の
中
心
に
あ
る
円

に
図
や
文
字
が
見
え
て
く
る「
ま
た
会
う
日
ま
で
」な
ど
が
展
示
さ
れ
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
を
計
算
機
自
然
の
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
的
民
藝
と

捉
え
、「
物
化
す
る
計
算
機　

自
然
と
対
峙
し
、
質
量
と
映
像
の
間
に
あ
る
憧
憬
や
情

念
を
反
芻
す
る
」
を
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
、
研
究
や
芸
術
活
動
の
枠
を
自
由
に
越
境
し
、

探
求
と
表
現
を
継
続
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
、
研
究
者
の
落
合
陽

一
（
１
９
８
７

－

（
註
９
））

や
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
た
シ
ス
テ
ム
や
デ
ジ
タ
ル
コ

ン
テ
ン
ツ
の
開
発
を
行
い
、
国
内
外
で
作
品
を
発
表
す
る
チ
ー
ム
ラ
ボ
な
ど
、
近
年
は
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イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
の
要
素
を
含
む
作
品
の
発
表
が
増
え
て
き
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
事
例
も
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
、
安
部
泰
輔
の
創
造
の
独
自

性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
他
の
事
例
と
し
て
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
と
イ
ン

タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
を
取
り
上
げ
た
。
安
部
の
作
品
に
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ー

ト
の
要
素
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
種
、
作
品
を
つ
く
る
上
で
の
ひ
と
つ
の

手
段
と
い
う
見
方
に
立
て
ば
、
安
部
の
作
品
に
お
い
て
は
、
よ
り
創
造
の
本
質
で
あ
り
、

核
と
な
る
も
の
は
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
の
要
素
の
方
に
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
、
他
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
ト
の
作
品
と
比
べ
、
安
部
の
作
品
の
独
自
性
と

は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

安
部
が
制
作
す
る
作
品
は
、
布
と
ミ
シ
ン
で
つ
く
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
で
あ
り
、
同

じ
立
体
物
で
も
、
ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
の
よ
う
に
堅
牢
か
つ
美
術
作
品
然
と
し
た
も
の
と
い

う
よ
り
も
、
柔
ら
か
で
子
ど
も
の
頃
に
親
し
ん
だ
遊
具
や
持
ち
物
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
と
っ
つ
き
や
す
い
印
象
を
覚
え
る

も
の
を
使
い
な
が
ら
も
、
そ
の
行
為
自
体
は
、
参
加
者
や
観
覧
者
を
巻
き
込
ん
で
行
わ

れ
る
社
会
実
験
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
品
は
、
あ
る
仮
説
を
持

ち
こ
と
に
臨
ま
れ
る
が
、
実
際
の
場
面
に
お
い
て
は
、
準
備
し
た
仕
掛
け
を
提
供
し
、

基
本
的
に
は
、
あ
と
は
何
が
起
こ
る
か
、
み
え
て
く
る
の
か
な
ど
の
こ
と
は
、
そ
れ
に

か
か
わ
る
他
者
と
そ
こ
で
起
こ
る
出
来
事
な
ど
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
加

え
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
仮
説
に
適
用
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
や
ス
キ
ー
ム
を
編
み

出
す
創
造
力
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
安
部
の
独
自
性
な
の
で
あ
る
。

５
．  

安
部
泰
輔
と
は
何
者
か
？

－「
創
造
的
社
会
実
験
企
図
者　

人
や
社
会
へ
注
ぐ
温

か
な
ま
な
ざ
し
」

　

最
後
に
、
な
ぜ
、
安
部
泰
輔
が
こ
の
よ
う
な
作
品
制
作
に
取
り
組
む
の
か
？
さ
ら
に

は
、
美
術
家
・
安
部
泰
輔
と
は
何
者
な
の
か
？
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察

を
し
て
み
た
い
。「
１
．
安
部
泰
輔
の
行
為
と
は
何
か
？

－

人
や
社
会
へ
向
け
た
温
か

な
ま
な
ざ
し　

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
（
創
造
的
活
性
剤
）」
に
お
い

て
、
安
部
の
作
品
と
は
、「
創
造
的
な
仕
掛
け
で
人
や
社
会
に
か
か
わ
り
、
世
の
理
を

問
い
、
示
そ
う
と
す
る
も
の
」、
言
い
換
え
る
と
、「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー

タ
ー
（
＝
創
造
的
活
性
剤
）」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
唱

え
た
。

　

冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
作
家
の
関
心
は
、
目
の
前
に
あ
る
人
や
社
会
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
自
身
が
知
り
、
分
か
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
自
身
の
行
為
を
通
じ
て
、
人
々
と
共
有
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
、

安
部
の
創
作
の
源
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
さ
せ
る
の
は
、
安
部
が
、
自
分

自
身
も
含
め
て
、
人
や
社
会
に
対
し
て
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
思
い
や
希
望
を
持
っ
て
い

る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

安
部
は
、
あ
る
課
題
や
仮
説
に
対
し
て
取
り
組
む
際
に
は
、
自
身
が
持
ち
う
る
限
り

の
ソ
ウ
ゾ
ウ
（
想
像
・
創
造
）
の
力
を
フ
ル
動
員
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
に
培
っ
た

自
身
の
知
見
や
思
考
だ
け
で
は
な
く
、
協
力
や
活
用
し
う
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
も
含

め
て
、
課
題
解
決
や
仮
説
の
実
証
に
備
え
、
見
た
目
に
親
し
み
や
す
そ
う
な
顔
つ
き
と

は
裏
腹
に
し
た
た
か
に
目
的
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
仕
掛
け
を
用
意
す
る
。
そ
し
て
、

実
際
の
こ
と
に
及
ん
で
は
、
そ
こ
に
関
わ
る
他
者
と
そ
こ
で
起
こ
る
出
来
事
な
ど
に
委

ね
、
そ
れ
を
見
守
る
。

　

安
部
自
身
が
総
力
を
あ
げ
て
仕
込
む
こ
と
や
他
者
に
委
ね
見
守
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
、

安
部
が
自
身
や
他
者
を
信
じ
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
何
か
（
も
し
か
す
る
と
生
み

出
す
も
の
は
な
い
ま
た
は
少
な
い
こ
と
も
想
定
の
ひ
と
つ
と
し
つ
つ
も
）
に
希
望
を
持

ち
、
み
え
て
く
る
も
の
、
得
ら
れ
る
何
か
を
心
か
ら
望
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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安
部
泰
輔
と
は
何
者
か
？
ひ
と
こ
と
で
い
う
と
す
れ
ば
、「
創
造
的
社
会
実
験
企
図

者
」、
つ
ま
り
、「
創
造
的
な
や
り
方
を
通
し
て
、
人
や
社
会
と
は
何
か
を
問
い
、
そ
れ

を
示
そ
う
と
す
る
企
て
者
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
。
そ
し
て
、
安
部
を
そ
う
さ
せ
、

突
き
動
か
す
も
の
は
、
人
や
社
会
へ
注
ぐ
安
部
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
な
の
で
あ
る
。

　

安
部
泰
輔
は
、
こ
れ
ら
か
ら
も
、
人
や
社
会
に
温
か
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
さ
ま
ざ

ま
な
創
造
的
な
取
り
組
み
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
科
学
技
術
や
社
会
イ
ン
フ

ラ
の
進
化
が
生
活
の
利
便
性
を
高
め
る
一
方
、
環
境
問
題
、
新
型
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
衛

生
や
健
康
課
題
、
情
報
や
経
済
格
差
の
課
題
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
る
現
代
に
お

い
て
、
安
部
泰
輔
の
活
動
が
、
今
後
も
、
美
術
界
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
に
新
た
な

課
題
解
決
の
視
点
や
視
座
を
与
え
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
注
目
し

て
い
き
た
い
。
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青
木
美
歌
・
命
の
営
み
と
繋
が
り
　［H

ands on W
orks

］の
展
開
と
、
そ
の
可
能
性

大
分
県
立
美
術
館
学
芸
企
画
課	

教
育
普
及
室 

室
長
　
榎
本
　
寿
紀

　

２
０
２
２
年
６
月
、
ガ
ラ
ス
を
素
材
と
し
て
作
品
を
制
作
す
る
青
木
美
歌
（
以
下
、

敬
称
略
）
が
永
眠
し
た
。
若
く
才
能
あ
ふ
れ
る
作
家
が
、
こ
ん
な
に
も
早
く
逝
っ
て
し

ま
う
の
は
大
変
残
念
で
あ
る
。
大
分
県
立
美
術
館
教
育
普
及
室
で
は
、
青
木
の
作
品
を

教
材
［H

ands	on	W
orks

］
と
し
て
、
各
種
講
座
や
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
、
子
ど
も
か
ら

大
人
ま
で
様
々
な
人
た
ち
に
、
実
際
に
触
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
青
木
の

表
現
活
動
に
よ
る
作
品
と
造
形
美
を
た
ど
り
な
が
ら
、
当
館
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・

レ
ク
チ
ャ
ー
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
制
作
意
図
を
明
確
に
し
て
い
く
。
ま
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
［H

ands	on	W
orks

］
の
可
能
性
と
展
開
に
つ
い
て
、
青
木
の
作

品
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
考
察
す
る
。

　

青
木
の
作
品
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
は
［H

ands	on	

W
orks

］の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

●　

教
材
ボ
ッ
ク
ス
と［H

ands on W
orks

］

　

美
術
館
の
開
館
準
備
室
時
代
に
、
教
育
普
及
活
動
を
考
え
る
に
あ
た
り
、「
美
術
と

は
何
か
？
」
を
再
確
認
し
た
。
日
常
生
活
の
中
に
在
る
様
々
な
モ
ノ
に
目
を
向
け
る
好

奇
心
と
自
身
の
視
点
の
確
立
は
重
要
で
あ
る
。
美
術
と
は
、
美
し
い
モ
ノ
を
美
し
い
と

感
じ
る
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
再
確
認
の
結
果
、
県
内
全
域
が
美
術
館
で
あ
り
博

物
館
と
も
い
え
る
魅
力
か
ら
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
つ
く
る
こ
と
に
し
た

（
（

（
註

。

　

ま
た
、
美
術
館
で
作
品
鑑
賞
の
折
、
作
品
に
触
り
た
く
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

硬
い
・
柔
ら
か
い
、
重
さ
、
温
度
は
触
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
視
る
こ
と
を
深
化
さ

せ
、
視
触
覚
と
し
て
、
触
っ
た
感
じ
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
想
像
の

範
疇
を
超
え
な
い
。
重
さ
・
温
度
・
質
感
は
、
対
象
と
の
距
離
が
０
と
な
っ
て
初
め
て

感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
で
あ
る
。
さ
ら
に
触
覚
は
生
命
の
存
続
と
直
結
す
る
非
常

に
大
切
な
感
覚
で
あ
る
。
一
方
、
触
覚
で
作
品
を
感
じ
る
触
察
は
大
切
で
あ
る
反
面
、

触
っ
て
の
鑑
賞
は
、
美
術
館
収
蔵
作
品
で
は
難
し
い
面
も
あ
る
。
美
術
作
品
は
基
本
的

に
世
の
中
に
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
。
破
損
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
修
復
は
で
き
て
も
、

再
現
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
美
術
館
は
、
作
品
の
保
存
、
次
世
代
へ
の
継
承
を
最

重
要
課
題
の
一
つ
と
し
、
こ
れ
以
上
、
劣
化
が
進
行
し
な
い
よ
う
に
空
気
調
節
、
照
明

の
照
度
に
配
慮
を
怠
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
快
適
と
思
え
る
温
湿
度
設
定
で
は
な
く
、

寒
い
室
温
、
暗
い
照
明
の
展
示
室
で
あ
る
。
移
動
美
術
館
と
し
て
館
外
へ
作
品
を
運
搬

す
る
に
は
美
術
品
輸
送
専
用
の
車
両
が
必
要
で
あ
り
、
気
軽
に
地
域
の
施
設
や
学
校
で

展
示
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
全
国
的
に
は
立
体
作
品
を
触
る
、
あ
る
い
は
絵
画
作
品
を

３
Ｄ
的
に
凹
凸
に
し
た
レ
プ
リ
カ
を
制
作
し
て
の
展
示
を
開
催
す
る
美
術
館
も
増
え
て

き
た
が
、
当
館
で
は
も
っ
と
気
軽
に
館
外
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
で
持
ち
運
び
が
出

来
る
作
品
と
し
て
、
そ
し
て
触
り
た
い
と
い
う
願
望
を
か
な
え
る
た
め
に
、
教
材
ボ
ッ

ク
ス「
素
材
と
技
術
」よ
り
発
展
し
た［H

ands	on	W
orks

］が
生
ま
れ
た
。

	［H
ands	on	W

orks

］は
美
術
館
の
収
蔵
作
品
で
は
な
く
、
教
材
と
し
て
の
位
置
づ

け
の
た
め
、公
用
車
で
運
搬
で
き
る
。
そ
の
た
め
活
動
が
県
内
全
域
に
広
が
る
。「
触
っ

て
み
た
い
と
思
う
素
材
と
形
態
」
そ
し
て
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
持
っ
て
い
く
た
め
の
サ

イ
ズ
」
を
考
え
、
直
接
、
作
家
に
制
作
を
依
頼
し
、
年
々
、
数
を
増
や
し
て
い
る
。
青
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木
の
作
品
の
他
、
井
上
雅
之（
陶
）、
小
松
誠（
陶
）、
佐
野
藍（
石
彫
）、
谷
本
め
い（
石
彫
）、

中
井
川
由
季（
陶
）、横
尾
哲
生（
木
彫
）、橋
本
真
之（
鍛
金
）の
立
体
作
品
が
そ
ろ
い
、「
眼

で
触
る
」
と
し
て
超
絶
技
巧
的
な
小
川
信
治
の
鉛
筆
画
、
木
島
隆
康
の
テ
ン
ペ
ラ
制
作

工
程
見
本
、
川
島
逸
郎
の
生
物
標
本
画
な
ど
、
ど
れ
も
視
覚
と
触
覚
か
ら
、
身
体
と
感

性
を
刺
激
す
る
作
品
群
で
あ
る
。

　

で
は
青
木
は
、
ど
ん
な
作
品
を
制
作
し
、
な
ぜ
、［H

ands	on	W
orks

］
を
最
初
に

依
頼
し
た
の
か
。
次
に
青
木
の
経
歴
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
た
い
。

●　

青
木
美
歌
の
経
歴

　

青
木
は
１
９
８
１
年
東
京
生
ま
れ
で
、
２
０
０
６
年
に
武
蔵
野
美
術
大
学
工
芸
工
業

デ
ザ
イ
ン
科
ガ
ラ
ス
専
攻
を
卒
業
し
て
い
る
。
学
生
時
代
か
ら
行
動
力
に
溢
れ
、
自
ら

の
専
攻
で
あ
る
ガ
ラ
ス
領
域
の
み
な
ら
ず
、
多
方
面
の
表
現
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
て

い
た
。
筆
者
は
同
科
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
専
攻
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た
時
期
が
あ

り
、
１
年
生
の
入
学
早
々
、
舞
台
美
術
の
相
談
に
来
た
青
木
に
会
っ
た
。
そ
れ
は
演
劇

の
舞
台
前
面
に
大
き
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
布
に
描
き
た
く
、
大
き
な
作
品
を
描
く
た

め
に
、
安
価
と
思
え
る
染
料
と
技
法
を
聞
き
に
来
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
は
ま
だ
将

来
、
何
を
専
攻
し
て
勉
強
す
る
か
は
未
定
と
言
っ
て
い
た
が
、
舞
台
美
術
の
た
め
の
絵

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
生
命
の
火
が
燃
え
て
い
る
よ
う
な
エ
ス
キ
ー
ス
だ
っ
た
。
そ

の
後
、
ガ
ラ
ス
コ
ー
ス
を
専
攻
し
た
た
め
、
授
業
で
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等
の
表
現
領
域
で
の
発
表
も
行
っ
て
い
た
た
め
、
情
熱
的
な
活
動
そ

の
も
の
に
注
目
し
て
い
た
。
そ
ん
な
青
木
の
卒
業
制
作
の
講
評
の
日
に
、
初
め
て
ガ
ラ

ス
の
作
品
を
目
に
し
た
。
繊
細
な
美
し
さ
の
中
に
在
る
力
強
い
造
形
力
に
驚
い
た
。
イ

メ
ー
ジ
と
素
材
と
形
態
と
が
融
合
し
て
い
る
作
品
は
、
卒
業
制
作
の
優
秀
賞
を
受
賞
し

た
。
青
木
は
ガ
ラ
ス
専
攻
の
理
由
を
「
何
よ
り
透
明
な
と
こ
ろ
が
好
き
」
と
語
る
。「
そ

こ
に
〝
あ
る
〟
の
に
〝
な
い
〟
様
に
感
じ
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
ま
す
。」
と
い
う
が
、

そ
れ
は
、
後
の
展
覧
会
「
あ
な
た
に
続
く
森
」
に
お
け
る
植
物
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
、
目
に
映
ら
な
い
生
命
の
在
り
様
を
表
現
し
た
展
覧
会
ま
で
一
貫
し

て
い
る
。
無
機
物
で
あ
り
な
が
ら
有
機
的
な
造
形
美
を
湛
え
る
繊
細
な
ガ
ラ
ス
作
品
は
、

そ
れ
を
彩
る
光
と
影
と
と
も
に
、
生
死
を
め
ぐ
る
命
の
環
の
輝
き
と
な
り
、
鑑
賞
者
の

眼
を
離
さ
な
い
。
卒
業
後
、
第
11
回
岡
本
太
郎
現
代
芸
術
賞
展
（
川
崎
市
岡
本
太
郎
美

術
館
／
２
０
０
８
年
）の
入
選
の
話
や
、L
U
N
A	

S
E
A
の	

ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
目
に
し
た
。
そ
し
て
２
０
１
３
年
に
文
化
庁
新
進
芸

術
家
海
外
研
修
制
度
に
て
英
国
へ
留
学
し
、
２
０
１
５
年
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ

ブ
・
ア
ー
ト
／
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
＆
ガ
ラ
ス
コ
ー
ス
の
修
士
課
程
を
修
了
し
て
い
る
。

　

卒
業
後
、
直
に
作
品
を
目
に
し
た
の
は
、
六
本
木
のsavoir	vivre

で
の
個
展

（
２
０
０
８
年
）
だ
っ
た
。
薬
用
瓶
の
内
部
を
、
変
形
菌
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
形
態
が

占
め
て
い
る
。
こ
の
作
品
群
を
目
に
し
た
人
に
、
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
の
１
シ
ー
ン
を

思
い
浮
か
べ
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
命
の
カ
ケ
ラ
を
大
事
に
提
示
し
て
い
る
気

が
し
た
。
そ
の
後
もSICF

グ
ラ
ン
プ
リ（
青
山
ス
パ
イ
ラ
ル
／
２
０
１
０
年
）、
個
展

（
ス
パ
イ
ラ
ル
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
青
山
／
２
０
１
０
年
）、BIW

A
K
O
	

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ（
滋

賀
県
近
江
八
幡
／
２
０
１
０
、２
０
１
２
、２
０
１
４
、２
０
１
６
年
）、
六
本
木
ア
ー
ト

ナ
イ
ト
（
六
本
木
ヒ
ル
ズ
／
２
０
１
２
年
）、
高
島
屋
幻
想
博
物
館
展
（
高
島
屋
美
術
画

廊
／
２
０
１
４
年
）等
々
、
様
々
な
グ
ル
ー
プ
展
や
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。

　

青
木
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
は
、
２
０
１
７
年
、
ポ
ー
ラ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
ネ
ッ

ク
ス（
東
京
・
銀
座
）で
開
催
し
た
個
展「
あ
な
た
に
続
く
森
」（
口
絵
３
～
６
）だ
ろ
う
。

こ
の
時
の
青
木
の
言
葉
を
少
し
長
く
な
る
が
、
こ
こ
に
記
し
た
い
。「
森
に
入
る
と
多

種
多
様
な
生
命
が
共
存
し
て
い
ま
す
。
空
高
く
背
を
伸
ば
す
大
き
な
樹
、
木
の
実
を
食

べ
、
糞
と
一
緒
に
種
を
落
と
す
鳥
、
よ
い
香
り
で
虫
を
誘
う
花
、
花
の
蜜
を
吸
い
な
が

ら
そ
の
花
粉
を
身
に
ま
と
い
、
受
粉
の
手
助
け
を
す
る
昆
虫
、
昆
虫
を
食
べ
る
小
動
物
、

小
動
物
を
食
べ
る
大
き
な
動
物
、
土
に
落
ち
た
葉
や
昆
虫
の
死
骸
等
を
分
解
し
育
つ
微
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生
物
、
菌
類
、
こ
う
い
っ
た
生
命
の
繋
が
り
は
、
す
べ
て
の
過
程
が
そ
れ
ぞ
れ
の
命
の

営
み
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
繋
が
り
』
自
体
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
生
命
が
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
の
核
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
生
命

が
始
ま
っ
た
何
億
年
も
の
前
か
ら
、
今
こ
こ
に
自
分
が
生
を
頂
い
て
い
る
ま
で
そ
の
繋

が
り
は
、
途
方
も
な
く
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
で
き
て
お
り
、
世
界
中
の
日
々
の
生

活
の
中
で
も
そ
れ
は
起
こ
り
続
け
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
今
回
は
植
物
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
作
品
に
で
き
れ
ば
。」
展
覧
会
は
、N

H
K

日
曜

美
術
館
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で
も
紹
介
さ
れ
、
連
日
、
多
く
の
人
が
訪
れ
、
一
気
に
青
木

の
名
前
を
世
に
知
ら
し
め
た
。

　

こ
の
時
の
作
品
に
つ
い
て
、
当
館
で
開
催
し
た
特
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
＆
レ
ク

チ
ャ
ー
「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

科
学
と
表
現
者
」（

註
２
）の

中
で
、
本
人
自
ら
が
行
っ
た

作
品
解
説
で
は
、「
銀
座
で
の
個
展
『
あ
な
た
に
続
く
森
』
で
は
、
展
覧
会
を
見
に
来
た

人
が
、
ま
さ
に
森
に
入
っ
て
菌
類
と
出
会
う
と
い
う
か
、
森
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
、

自
分
の
中
の
観
念
的
な
森
、
不
思
議
な
森
を
想
像
し
て
作
り
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
い

る
。
透
明
な
ガ
ラ
ス
を
素
材
に
菌
類
、
植
物
的
な
モ
チ
ー
フ
を
使
う
理
由
と
し
て
、
昨

日
・
今
日
・
明
日
で
人
間
は
ど
こ
ま
で
変
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
植
物
や
菌
類
は
ど

ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
こ
と
や
、
特
に
菌
類
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
驚
き
と
不
思
議

さ
に
興
味
が
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
「
あ
な
た
に
続
く
森
」

で
は
輪
廻
転
生
、
次
元
を
超
え
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
作
品
群
で
あ

り
、
花
粉
や
タ
ネ
を
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
つ
く
っ
て
い
る
。
花
粉
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

も
の
は
、
ミ
ク
ロ
の
モ
ノ
を
大
き
く
作
り
、
サ
イ
ズ
感
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
見
て

い
る
自
身
の
身
体
サ
イ
ズ
が
変
わ
る
よ
う
な
感
じ
を（
図
１
）、
ま
た
、
粒
々
が
連
な
っ

て
行
く
作
品
は
細
胞
が
増
殖
し
て
い
く
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
（
図
２
）。
降
っ

て
い
る
よ
う
な
粒
状
の
作
品
は
、
胞
子
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
、
花
粉
が
飛
ん
で
い
る

よ
う
な
、
そ
こ
に
入
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
そ
し
て
眼
に
見
え
な
い
サ
イ

ズ
の
命
は
、
命
の
存
在
に
囲
ま
れ
て
い
る
現
実
を
、
リ
ア
ル
に
再
認
識
し
た
い
と
願
っ

て
の
制
作
で
あ
る
（
図
３
）。
キ
ノ
コ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
は
目
に
見
え
な
い
土

の
中
で
菌
糸
が
は
び
こ
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
（
図
４
）、
そ
し
て
雄
し
べ
か
ら
花
粉

が
飛
び
出
た
時
（
図
５
）
や
、
雌
し
べ
に
花
粉
が
く
っ
つ
い
た
受
粉
（
図
６
）
を
、
タ
ネ

か
ら
生
命
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
増
殖
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
や
（
図
７
）、
さ

ら
に
植
物
が
水
を
吸
っ
て
、
養
分
を
吸
っ
て
成
長
し
て
い
く
さ
な
か
の
、
植
物
の
中
の

水
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
っ
た
作
品（
図
８
）だ
と
語
っ
た
。

図１　《Vessel of genetic code'1》

図２　《Appearance》

図３　《Genetic trip》

図４　《Wonder 2016》

－ 23 －－ 23 －



　

青
木
は
、
幻
想
的
な
ガ
ラ
ス
の
世
界
を
、
バ
ー
ナ
ー
の
炎
に
よ
り
繊
細
に
形
づ
く
る
。

植
物
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
し
て
、
雌
し
べ
・
雄
し
べ
、
そ
し
て
花
粉
を
モ
チ
ー
フ
に
、

花
粉
が
雌
し
べ
に
受
粉
し
て
い
る
様
子
を
と
ら
え
た
作
品
は
、
寄
せ
つ
け
ら
れ
た
様
々

な
種
類
の
花
粉
か
ら
、
雌
し
べ
が
自
分
に
あ
う
か
を
選
択
す
る
奇
跡
的
瞬
間
だ
。
そ
れ

が
ガ
ラ
ス
の
輝
き
に
よ
り
一
層
神
秘
性
が
増
す
。
そ
し
て
命
そ
の
も
の
と
も
思
え
る
水

を
含
ん
だ
植
物
の
体
内
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
作
品
な
ど
、
繰
り
返
さ
れ
る
生
と
死
の
サ
イ

ク
ル
の
中
で
、
永
遠
と
繋
が
っ
て
い
く
命
の
在
り
様
を
表
現
し
て
い
る
。
再
び
青
木
の

言
葉
を
借
り
よ
う
。「
次
の
瞬
間
に
割
れ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
い
つ
か
壊
れ
て

し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ガ
ラ
ス
が
生
命
の
在
り
様
に
フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。

ガ
ラ
ス
の
透
明
は
、
光
が
当
た
っ
た
と
き
の
煌
め
き
が
あ
る
が
、
光
が
当
た
っ
て
い
な

い
と
、
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
。
目
に
見
え
な
い
つ
な
が
り
の
中
で
、
た
ま
た
ま

存
在
が
見
え
て
い
る
と
い
う
か
、
繊
細
の
中
に
も
力
強
さ
を
内
包
し
な
が
ら
、
い
つ
も

生
命
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」

　

そ
の
他
の
作
品
を
、
青
木
自
身
が
語
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
＆
レ
ク
チ
ャ
ー
か
ら
、

時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

廃
車
と
な
っ
た
車
体
の
内
側
を
中
心
に
制
作
し
た
作
品
《H

er	Songs	A
re	

Floatin g （
註
３
（》

は
、
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
や
ド
ア
ミ
ラ
ー
、
そ
し
て
ボ
ン
ネ
ッ
ト
な
ど
、
至

る
と
こ
ろ
か
ら
菌
類
と
お
ぼ
し
き
生
命
が
増
殖
し
て
お
り
、
２
０
０
７
年
に
北
海
道

立
近
代
美
術
館
30
周
年
記
念
展
示
「BO

RN
	IN

	H
O
K
K
A
ID

O

」
で
展
示
を
し
て
い
る
。

青
木
は
、
菌
類
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
時
に
、
栄
養
分
と
し
て
葉
っ
ぱ
や
動
物
の
死
骸

な
ど
を
分
解
し
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
知
り
、
菌
類
の
養
分
と
し
て
の
死
骸
が
、
動

か
な
く
な
っ
た
車
と
重
な
り
、
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
そ
う
だ
。「
車
を
使
っ
て
い
た

人
の
想
い
出
と
か
、
眼
に
見
え
な
い
モ
ノ
が
し
み
込
ん
で
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
て
、

古
い
車
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
、
眼
に
見
え
な
い
想
い
出
と
か
を
養
分
に
吸
っ
て
、
植

物
が
育
っ
て
い
っ
て
い
る
っ
て
い
う
感
じ
で
す
ね
。
車
の
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
生
や
し

図５　《Release》

図７　《Potential' 1》

図７　《Continuity' 6》

図７　《Indication》

図６　《Encounter》

図８　《Fluid》
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て
い
ま
す
。」と
言
う
。

　

こ
の
作
品
が
さ
ら
に
空
間
全
体
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
作
品
が
、
２
０
１
０
年
の

BIW
A
K
O

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
古
民
家
で

の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
《
未
生
命
の
遊
槽
》（

註
４
）で

あ
る
。「
車
を
や
っ
た
次
は
家
を
や
り

た
い
。」
と
か
ね
て
よ
り
思
っ
て
い
た
青
木
に
と
っ
て
、
こ
の
時
の
建
物
／
幸
村
邸
は
、

さ
ぞ
か
し
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
江
戸
中
期
に
建
て
ら
れ
た
町
家
の
部
屋
の

真
ん
中
に
長
持
が
置
か
れ
、
そ
こ
を
中
心
に
作
品
が
点
在
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
、

長
持
は
婚
礼
に
あ
た
っ
て
作
ら
れ
る
嫁
入
り
道
具
で
あ
る
。
青
木
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
ア
ー
ト
コ
レ
ク
タ
ー
の
藤
本
兵
馬
氏
の
解
説
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
青
木
の
言
葉
か
ら
、よ
り
深
く
作
品
へ
の
思
い
を
見
て
い
き
た
い
。「
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
か
ら
孫
へ
、
お
子
さ
ん
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
と
い
う
、
何
世
代
も
世
代
が
移
り
変

わ
っ
て
い
く
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
作
品
で
す
。
空
間
の
中
央
に
長
持
と

い
う
、
着
物
の
入
れ
物
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
入
り
口
か
ら
入
る
と
お
化
け
屋
敷
の
よ

う
に
怖
く
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
長
持
が
お
棺
の
よ
う
で
、
ふ
わ
ふ
わ
周
り
に
浮
い
て

い
る
モ
ノ
が
火
の
玉
と
い
う
か
、
魂
の
よ
う
に
見
え
た
り
し
ま
す
。
少
し
死
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
ま
わ
り
に
浮
い
て
い
る
の
が
生
殖
作
用
と
い
う
か
、
長

持
を
卵
巣
に
例
え
る
と
、
生
命
に
な
る
前
の
生
殖
作
用
に
向
か
う
イ
メ
ー
ジ
で
、
生
と

し
て
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
空
間
全
体
と
し
て
一
つ
の
作
品
で
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
、
ふ
わ
っ
と
浮
い
て
い
た
り
、
生
息
し
て
い
る
様
子
だ
っ
た
り
。
泳

い
で
い
る
よ
う
な
、
水
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
な
、
浮
い
て
い
る
よ
う
な
、
浮
遊
感
と

い
う
か
。
他
の
部
分
は
菌
糸
が
延
び
て
い
く
よ
う
な
、
形
態
と
し
て
伸
び
て
い
く
こ
と

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
上
か
ら
照
明
を
当
て
て
、
影
を
出
し
て
い
ま

す
。」
こ
の
作
品
は
２
０
１
０
年
、
２
０
１
２
年
、
２
０
１
４
年
と
展
示
し
て
い
る
よ

う
だ
が
２
０
１
６
年
で
は
、
近
江
八
幡
に
所
在
す
る
旧
酒
屋
の
中
に
麹
に
つ
い
て
の
研

究
を
し
て
い
た
ス
ペ
ー
ス
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
で
研
究
さ
れ
て
い
た
微
生
物
が

変
化
を
繰
り
返
し
今
で
も
な
お
息
づ
い
て
い
る
よ
う
な
空
間
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
作
品

《Still

》（
註
５
）を

制
作
し
て
い
る
。
研
究
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
た
め
に
天
秤
ば
か
り
や
実

験
器
具
に
は
び
こ
り
ひ
そ
や
か
に
生
き
続
け
る
菌
達
を
つ
く
り
、
誰
も
見
て
い
な
く
て

も
、
そ
こ
に
確
か
に
存
在
す
る
命
を
表
現
し
た
。

　

さ
て
、
中
沢
新
一
氏（
民
俗
学
者
）が
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
展
覧
会「
野
生
展
：
飼

い
な
ら
さ
れ
な
い
感
覚
と
思
考
」（
２
０
１
７
年	21_21	D

ESIGN
	SIGH

T

）、
で
は
、

変
形
菌
の
研
究
で
知
ら
れ
る
南
方
熊
楠
の
標
本
と
採
集
に
使
わ
れ
て
い
た
道
具
と
一
緒

に
展
示
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
嬉
し
い
と
語
る
。
ま
た
赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
が
あ
っ

た
場
所
に
新
し
く
で
き
た
ホ
テ
ル（
現
：
ザ
・
プ
リ
ン
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
東
京
紀
尾
井
町
）

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
に
も
作
品
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ビ
ル
の
30
階
か
ら

36
階
に
位
置
す
る
ホ
テ
ル
階
の
う
ち
、
５
フ
ロ
ア
ー
に
３
作
品
ず
つ
、
計
15
作
品
設
置

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
浮
揚
感
を
テ
ー
マ
に
、
霧
の
よ
う
な
も
の
を
中
心
に
、
海

水
が
水
蒸
気
に
な
っ
て
雲
に
な
っ
て
雨
に
な
っ
て
、
循
環
す
る
よ
う
な
形
で
、
水
の
循

環
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る（
２
０
１
６
年
竣
工
）。

　

そ
れ
で
は
こ
の
項
の
最
後
に
、
青
木
が
初
め
て
作
品
ら
し
い
作
品
を
作
っ
た
と
言
う

武
蔵
野
美
術
大
学
の
卒
業
制
作
の
作
品
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
約
５
M
×
３
M
×

２
．
５
M
の
空
間
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
、
ガ
ラ
ス
板
、
ス
テ
ン
レ
ス
を
使
っ
た
イ
ン
ス

タ
レ
ー
シ
ョ
ン
《
あ
な
た
と
私
の
間
に
》（

註
６
）だ

。
地
下
室
の
よ
う
な
部
屋
に
、
ガ
ラ
ス
の

テ
ー
ブ
ル
と
窓
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
テ
ー
ブ
ル
か
ら
は
変
形
菌
の
よ
う
な
透
明
な
植

物
が
増
殖
し
、
テ
ー
ブ
ル
下
面
か
ら
は
そ
の
根
が
下
に
向
か
っ
て
伸
び
、
床
に
落
ち
た

と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
新
し
く
伸
び
始
め
る
。
そ
の
胞
子
が
漂
着
し
て
、
再
び
そ
こ
か
ら

も
増
殖
し
て
い
く
よ
う
に
窓
か
ら
も
植
物
が
生
え
、
後
面
か
ら
は
同
じ
く
根
が
伸
び
て

い
る
。
青
木
は
卒
業
制
作
で
、
は
じ
め
て
菌
類
を
モ
チ
ー
フ
に
ガ
ラ
ス
で
作
っ
て
み
た

い
と
思
い
、
や
っ
て
み
た
、
と
言
う
。
こ
の
作
品
で
最
初
に
考
え
た
こ
と
は
、
家
族
の

象
徴
と
し
て
、
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
テ
ー
ブ
ル
が
必
要
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
だ
。
今
ま
で
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生
き
て
き
た
周
囲
へ
の
感
謝
は
、
眼
に
見
え
な
い
が
そ
こ
に
根
づ
い
て
育
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
と
、
い
つ
の
間
に
か
そ
こ
に
い
る
菌
類
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ
さ
せ
、
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
作
品
だ
っ
た
。
副
題
に
は
「
あ
な
た
が
た
だ
い
て

く
れ
た
こ
と
に
感
謝
で
き
た
日
か
ら
、
あ
な
た
と
私
の
間
に
根
づ
い
て
育
っ
て
い
る
。」

と
あ
り
、「
人
と
人
の
関
係
性
は
、
何
か
を
し
て
く
れ
た
か
ら
、
何
か
を
あ
げ
た
か
ら
、

と
い
う
物
質
的
や
り
と
り
に
よ
っ
て
深
ま
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
と
共
に
い
て
く

れ
る
、
そ
の
こ
と
に
感
謝
す
る
気
持
ち
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
根
づ
き
、
育
っ
て
い
く
も
の

だ
と
考
え
る
。
関
係
性
は
、
双
方
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
双
方
に
対
し
て

直
接
的
に
は
何
も
与
え
な
い
。
生
ま
れ
、
変
容
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
た
だ
そ
こ
に
在

り
続
け
る
。」
と
言
葉
を
添
え
て
い
る
。
制
作
に
対
し
て
の
思
い
は
、
こ
こ
か
ら
終
始

一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、《fluctuation	of	life

》（
註
７
）は

、
植
物
や
菌
類
の
進
化
の
過

程
を
想
像
し
て
生
ま
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
、「
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
原
始
生
命
体
は
、

外
部
と
の
目
に
見
え
な
い
関
係
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
、
進
化
の
過
程

で
新
た
な
命
と
な
る
形
を
考
え
る
べ
く
、
ま
だ
何
に
も
な
っ
て
い
な
い
が
、
す
べ
て
に

な
り
得
る
状
態
と
し
て
変
形
菌
や
花
粉
の
形
態
を
ベ
ー
ス
に
自
由
な
造
形
を
展
開
さ
せ

た
。
注
射
器
に
菌
類
が
は
び
こ
る
《syringe

》（
註
８
）は

、
自
身
の
血
液
を
自
画
像
と
見
立
て
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
し
て
制
作
し
て
い
る
。

●　

青
木
美
歌
の
ア
ト
リ
エ
か
ら『
素
材
と
造
形
・
命
の
繋
が
り
を
求
め
て
』ま
で

　

こ
こ
ま
で
青
木
自
身
の
言
葉
で
過
去
の
作
品
を
た
ど
っ
て
み
た
。
こ
こ
で
当
館
が

［H
ands	on	W

orks

］と
し
て
、
作
品
を
依
頼
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
話
を
戻
そ
う
。

　
［H

ands	on	W
orks

］
と
し
て
「
触
る
・
触
れ
る
」
教
材
を
構
想
す
る
中
、
個
展
「
あ

な
た
に
続
く
森
」を
ポ
ー
ラ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
ネ
ッ
ク
ス（
東
京
・
銀
座
）で
見
た
。
連

作
に
よ
る
作
品
群
は
、
制
作
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
モ
チ
ー
フ
、
そ
し
て
素
材
と
技
法

が
、
融
合
し
た
表
現
で
あ
っ
た
。
し
っ
か
り
と
し
た
命
の
形
や
触
れ
る
と
壊
れ
て
し
ま

い
そ
う
な
繊
細
な
作
品
な
ど
、
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
が
個
々

の
作
品
に
微
妙
な
形
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
青
木
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
、
モ
チ
ー

フ
、
素
材
は
、
出
会
う
多
く
の
鑑
賞
者
に
、
身
体
の
奥
深
く
を
く
す
ぐ
る
か
の
よ
う
な

感
覚
を
与
え
、
触
り
た
い
・
触
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く「
触
っ
て
み
た
く
な
る
素
材
と
形
態
」で
あ
っ
た
。
さ
ら
に「
ア
ウ
ト

リ
ー
チ
に
持
ち
運
び
可
能
な
サ
イ
ズ
」
と
い
う
点
も
備
え
て
い
る
。
ま
た
、［H

ands	

on 	W
orks

］で
は
、
触
覚
に
お
け
る「
触
る（
さ
わ
る
）」「
触
れ
る（
ふ
れ
る
）」に
つ
い

て
の
違
い
は
重
要
と
考
え
て
い
る
。「
触
る
（
さ
わ
る
）」
に
対
し
「
触
れ
る
（
ふ
れ
る
）」

に
は
、
対
象
物
に
対
し
て
よ
り
繊
細
な
関
わ
り
方
が
必
要
と
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ

る
。
し
っ
か
り
と
し
た「
重
さ
」を
感
じ
る
も
の
、「
触
り
た
く
な
る
衝
動
」と「
軽
さ
」、

そ
し
て
触
る
と
壊
れ
て
し
ま
い
そ
う
な「
繊
細
さ
」。
青
木
の
作
品
群
は
、何
よ
り
も「
触

る
」と「
触
れ
る
」の
微
妙
な
感
覚
を
備
え
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
教
材
制
作
の
依
頼
の
た
め
、
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
た
の
は
２
０
１
７
年
の
春

だ
っ
た
。
ア
ト
リ
エ
は
都
心
よ
り
近
郊
の
埼
玉
県
。
最
寄
り
駅
か
ら
は
バ
ス
で
20
分
ほ

ど
か
か
っ
た
。
倉
庫
の
一
角
を
複
数
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
ア
ト
リ
エ
と
し
て
使
っ
て
い

る
場
所
で
、こ
こ
か
ら
活
躍
の
場
を
広
げ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
少
な
く
な
い
。［H

ands	

on 	W
orks

］
の
主
旨
（
作
品
を
触
覚
で
体
験
す
る
・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
持
参
す
る
）
を

説
明
す
る
と
、青
木
は
一
般
の
人
に
触
覚
で
作
品
と
出
会
う
こ
と
、そ
し
て
ア
ウ
ト
リ
ー

チ
で
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
直
接
作
品
を
持
っ
て
出
か
け
る
こ
と
に
興
味
を
示
し
、
制

作
依
頼
は
す
ぐ
に
快
諾
を
得
た
。
そ
し
て
し
っ
か
り
触
っ
て
も
壊
れ
そ
う
に
な
い
モ
ノ

と
、
い
か
に
も
危
う
く
繊
細
で
壊
れ
そ
う
な
モ
ノ
の
両
方
を
、
サ
イ
ズ
と
個
数
を
含
め

て
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

　

各
種
講
座
で
制
作
方
法
の
話
を
す
る
た
め
に
も
、
ア
ト
リ
エ
で
の
実
演
を
見
せ
て
ほ

し
い
と
希
望
し
た
。
バ
ー
ナ
ー
・
ワ
ー
ク
（
バ
ー
ナ
ー
の
炎
に
よ
り
ガ
ラ
ス
を
溶
融
し

成
形
）に
よ
る
制
作
だ
が
、「
私
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
で
き
る
簡
単
な
技
法
」
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と
青
木
は
言
い
切
る
。
ガ
ラ
ス
管
を
バ
ー
ナ
ー
で
炙
り
、
溶
解
し
た
ガ
ラ
ス
を
接
合
し

て
い
く
迷
い
な
い
手
技
に
、
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
感
じ
た
。

　
［H

ands	on	W
orks

］
の
制
作
依
頼
に
あ
わ
せ
、「
植
物
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」

を
依
頼
す
る
。
こ
れ
は
「
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」（

註
９
（に

続
く
第
二
弾
で
、

植
物
を
テ
ー
マ
に
、
植
物
学
者
や
歴
史
研
究
家
な
ど
７
名
に
よ
る
連
続
レ
ク
チ
ャ
ー
で

あ
る
。
青
木
に
は
、
９
月
よ
り
平
成
29
年
度
ポ
ー
ラ
美
術
振
興
財
団
在
外
研
修
員
と
し

て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
て
研
修
に
行
く
の
で
、
引
き
受
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
、
は
じ
め

は
断
ら
れ
た
。
し
か
し
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
滞
在
を
利
用
し
て
、
現
地
で
の
リ
ポ
ー
ト
を

交
え
て
ス
カ
イ
プ
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
を
提
案
す
る
と
、
の
っ
て

き
た
。
時
差
も
あ
る
の
で
、
当
日
の
青
木
の
話
は
現
地
の
レ
ポ
ー
ト
や
参
加
者
か
ら
の

質
問
に
絞
り
、
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
筆
者
が
行
う
こ
と
に
し
た
。

　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
へ
向
か
っ
た
後
、
時
折
、
現
地
の
画
像
を
送
っ
て
も
ら
い
、
具
体
的

な
進
行
を
考
え
た
。
す
で
に
［H

ands	on	W
orks

］
の
作
品
は
、
夏
過
ぎ
に
は
届
い
て

い
た
た
め
、
各
種
講
座
内
で
少
し
ず
つ
紹
介
し
て
い
っ
た
。
加
え
て
、
青
木
か
ら
送
ら

れ
て
き
た
オ
ー
ロ
ラ
や
６
か
月
間
の
草
花
の
変
化
の
様
子
な
ど
、
自
然
の
画
像
を
見
せ

る
と
と
も
に
、
作
品
を
触
っ
て
鑑
賞
す
る
と
、
驚
き
と
喜
び
の
声
が
上
が
る

）
１０

（
註

。
確
実
に

青
木
フ
ァ
ン
は
増
え
て
い
っ
た
。

　

特
別
連
続
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
「
植
物
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」
の
中
、

ス
カ
イ
プ
に
よ
る
時
差
９
時
間
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
『
素
材
と
造
形
・

命
の
繋
が
り
を
求
め
て
』
は
、
２
０
１
８
年
３
月
に
行
わ
れ
た
。
開
始
し
た
13
：
30
は

現
地
で
は
朝
の
４
：
30
。
前
半
で
は
筆
者
が
青
木
の
作
品
を
制
作
方
法
、
道
具
・
材
料
・

技
術
、
ア
ト
リ
エ
で
の
制
作
風
景
を
紹
介
す
る
。
一
旦
休
憩
し
、
そ
の
間
、［H

ands	

on 	W
orks

］の
作
品
を
見
る
。
目
線
を
低
く
し
て
見
る
こ
と
を
推
奨
し
、
注
意
事
項
と

し
て
こ
の
時
は
触
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
し
て
現
地
時
間
６
：
00
に
ス

カ
イ
プ
を
つ
な
い
だ
。

　

一
般
の
人
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
知
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や

時
差
９
時
間
、
距
離
に
し
て
８
、８
０
０
㎞
あ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
出
来
る
だ
け
参
加
者
の
声
を
聴
き
な
が
ら
進
行
し
た
。
ま
た
、

制
作
に
関
す
る
質
問
へ
の
応
答
は
、
少
し
長
く
な
る
が
、
青
木
が
自
身
を
見
つ
め
な
お

し
た
時
期
な
の
で
、
出
来
る
限
り
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
い
。

　

初
め
の
質
問
は
、
な
ぜ
留
学
先
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
選
ん
だ
の
か
。
こ
れ
は
青
木
が

北
海
道
の
大
自
然
の
中
で
育
ち
、
根
っ
か
ら
の
自
然
好
き
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

す
で
に
旅
行
で
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
訪
れ
て
い
た
青
木
に
と
っ
て
、
見
た
こ
と
の
な
い
光

景
、
普
段
感
じ
る
自
然
と
違
う
地
球
そ
の
も
の
、
人
だ
け
が
全
く
住
ん
で
い
な
い
地
域

な
ど
か
ら
、イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
刺
激
さ
れ
て
、大
自
然
に
魅
せ
ら
れ
た
と
、嬉
々

と
し
て
語
る
。
日
の
出
・
日
没
と
い
う
太
陽
の
違
い
と
白
夜
と
オ
ー
ロ
ラ
、
学
校
の
遠

足
で
郊
外
に
行
っ
た
こ
と
、
建
築
や
博
物
館
、
郊
外
、
地
層
な
ど
、
風
土
・
文
化
の
異

な
る
島
国
に
つ
い
て
、
自
身
が
撮
っ
た
植
物
の
写
真
等
々
を
交
え
て
話
は
進
む
。
食
べ

物
に
関
し
て
の
質
問
は
、
物
価
の
高
さ
を
挙
げ
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
け
ば
よ
い
か
、

わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
苦
労
も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
美
味
し
い
も
の
を
発
見
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
、
生
活
の
楽
し
さ
を
語
っ
た
。

　

作
品
を
作
る
と
き
に
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
行
っ
て
か
ら
制
作
を
す
る
の
か
、
完
成
予
想

図
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
着
彩
は
し
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
質
問
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
青
木
は
、
ガ
ラ
ス
で
作
る
と
き
は
、
空
間
と
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
描
き
、
そ

れ
ぞ
れ
個
々
の
作
品
は
ガ
ラ
ス
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
す
る
感
覚
で
制
作
す
る
と
い
う
。「
ガ

ラ
ス
は
変
化
し
て
い
る
最
中
を
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
溶
け
て
い
る
ガ
ラ
ス
を

見
な
が
ら
、
対
話
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
で
き
る
。
変
化
し
て
い
く
形
を
見
て
い
く

の
が
好
き
で
、
今
こ
こ
の
、
こ
の
形
が
い
い
な
と
思
っ
て
、
そ
の
形
を
と
ど
め
よ
う

と
い
う
か
、
最
初
か
ら
形
を
決
め
て
作
る
と
い
う
よ
り
、
作
り
な
が
ら
決
め
て
い
く
」。

全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
た
ら
、
作
る
過
程
を
楽
し
み
な
が
ら
制
作
す
る
、
と
い
う
こ
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と
だ
ろ
う
。
ま
た
透
明
な
ガ
ラ
ス
や
着
色
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
色
彩
が
常
に
イ
メ
ー

ジ
を
伴
い
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
た
め
に
避
け
る
と
い
う
。「
透
明
な
も
の
だ
け
で

で
き
て
い
る
も
の
は
、
そ
ん
な
に
な
い
と
思
う
の
で
、
色
の
意
味
合
い
は
控
え
た
い
」

「
影
が
凄
く
見
え
て
く
る
」「
存
在
と
い
う
こ
と
が
、
モ
ノ
が
透
明
で
あ
る
こ
と
で
、
あ

い
ま
い
に
な
る
こ
と
が
必
要
」と
言
う
。

　

ま
た
、
新
し
い
素
材
に
挑
戦
し
た
い
た
め
陶
芸
を
始
め
た
が
、
造
形
と
し
て
は
自
分

の
中
で
作
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
日
々
、
菊
練
り
や
ロ
ク

ロ
を
回
し
て
い
る
そ
う
だ
。
基
本
的
な
技
術
を
学
ん
で
い
る
時
期
で
、
ガ
ラ
ス
で
や
っ

て
い
た
造
形
を
陶
芸
で
や
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
始
め
た
が
、
今
は
ガ
ラ
ス
で
で
き
な

い
よ
う
な
形
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
、
心
境
の
変
化
も
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
色
を
付

け
て
い
こ
う
と
釉
薬
の
研
究
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。
ま
た
一
つ
の
立
体
を
ガ
ラ
ス
と
陶

芸
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
は
考
え
て
は
お
ら
ず
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
自
身
の
イ

メ
ー
ジ
や
モ
チ
ー
フ
を
表
現
で
き
る
素
材
と
技
術
を
手
探
り
で
探
し
て
い
る
と
言
う
。

基
本
的
に
空
間
を
作
る
こ
と
に
興
味
が
あ
る
の
で
、
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
間
に
発
生
す
る

関
係
で
表
現
が
で
き
た
ら
と
、
青
木
は
表
現
内
容
と
手
段
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　

制
作
時
間
に
関
す
る
質
問
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
作
り
か
ら
技
術
的
な
制
作
ま
で
あ
る
の

で
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
し
か
し
「
ガ
ラ
ス
は
制
作
最
中
に
割
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
。
も
た
も
た
し
て
い
ら
れ
な
い
。
平
均
す
る
と
、
細
か
い
造
形
だ
と
、
パ
ー
ツ
ご
と

に
作
っ
て
、
一
回
、
窯
に
入
れ
て
、
ま
た
細
工
し
て
、
の
繰
り
返
し
で
、
一
つ
の
展
覧

会
に
向
け
て
、
ポ
ー
ラ
の
展
覧
会
だ
と
、
ず
っ
と
作
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
50

点
で
１
年
ぐ
ら
い
。」と
、
参
加
者
の
こ
と
を
考
え
、
具
体
的
に
話
し
た
。

　

さ
て
、
植
物
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
制
作
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、「
育
っ
た
の
が

北
海
道
だ
っ
た
の
で
、
割
と
自
然
が
周
り
に
あ
る
中
で
育
っ
た
。
中
学
生
の
こ
ろ
、
学

校
で
、
顕
微
鏡
で
植
物
の
葉
っ
ぱ
の
中
を
見
る
よ
う
な
時
間
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
、

植
物
の
、
眼
に
見
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
瑞
々
し
さ
と
い
う
か
、
植
物
が
生
き
て
い
る

の
は
当
た
り
前
な
ん
だ
け
ど
、
当
た
り
前
す
ぎ
て
い
つ
も
わ
ざ
わ
ざ
考
え
て
い
な
い
よ

う
な
こ
と
を
、
理
科
の
実
験
の
時
に
見
て
、
す
ご
く
感
動
し
た
、
多
分
そ
の
時
か
ら
。」

と
過
去
を
振
り
返
っ
た
。

　

最
後
に
、作
品
の
見
方
に
つ
い
て
、見
て
欲
し
い
方
法
は
あ
る
の
か
と
の
質
問
が
あ
っ

た
。「
大
勢
見
て
い
た
だ
け
る
と
し
た
ら
、
で
き
れ
ば
ケ
ー
ス
に
は
入
れ
な
い
で
、
棚

と
か
、
で
も
照
明
は
当
た
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
。
作
品
は
買
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
大

事
に
し
て
も
ら
っ
て
、
こ
っ
そ
り
と
見
る
の
も
い
い
ん
で
す
け
ど
。
ど
う
や
っ
て
見
て

い
た
だ
い
て
、
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
私
の
方
で
は
な
い
で
す
。」
と
、
人
に
委
ね
る

青
木
だ
っ
た
。

　

参
加
者
の
多
く
は
、
作
品
を
制
作
し
て
い
る
作
家
に
直
接
、
話
を
聞
く
機
会
は
少
な

い
だ
ろ
う
。
素
朴
な
質
問
に
丁
寧
に
答
え
る
青
木
に
、
い
つ
の
間
に
か
参
加
者
全
員
が

魅
了
さ
れ
て
い
く
。
後
に
青
木
は
自
分
に
と
っ
て
当
た
り
前
な
こ
と
だ
が
、
あ
ら
た
め

て
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
と
喜
ん
で
い
た
。

●　

帰
国
後
の
活
動

　

ポ
ー
ラ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
ネ
ッ
ク
ス
で
の
展
覧
会
以
前
の
作
品
に
つ
い
て
は
す
で
に

見
て
来
た
。
こ
こ
で
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
て
の
活
動
を
概
観
し
て
み
た
い
。

　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
よ
り
帰
国
後
、
最
初
の
展
示
は
お
そ
ら
く
元
離
宮
二
条
城
で
の
グ

ル
ー
プ
展
、
I
C
O
M
京
都
大
会
開
催
記
念「
時
を
超
え
る
：
美
の
基
準
」（
２
０
１
９
）

へ
の
出
品
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
橋
髙
島
屋S.C.

本
館
美
術
画
廊
X
で
の
個
展
「
前
触

れ
の
石
」（
口
絵
７
／
図
９
～
12
）
へ
と
続
く
。
残
念
な
が
ら
二
条
城
で
の
展
示
は
見
て

い
な
い
が
、
美
術
画
廊
X
で
の
個
展
は
、
ガ
ラ
ス
に
よ
る
有
機
形
態
に
加
え
、
直
線
に

よ
る
構
成
的
な
作
品
も
展
示
さ
れ
て
い
た
。「
い
つ
も
〝
見
え
な
い
世
界
〟
へ
の
疑
問
や

好
奇
心
が
根
源
に
あ
り
ま
す
。」
と
言
う
青
木
。
妖
精
の
物
語
が
紡
が
れ
て
き
た
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
で
は
、
石
は	H

iddenW
orld	

〝
見
え
な
い
世
界
〟
へ
の
入
口
だ
と
聞
い
た
と
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言
う
。
そ
の
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
年
に
青
木
の
作
品《Fiuid

4̓

》（
口
絵
９
）が［H

ands	on	W
orks

］に
加
わ
っ

た
こ
と
で
、
教
育
普
及
の
活
動
が
一
層
幅
を
広
げ
た
。
植
物
や
菌
類
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

命
の
存
在
を
確
か
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
た
青
木
の
、
生
命
の
源
で
あ
る
水
の
循

環
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
だ
か
ら
だ
。	

　

そ
の
後
、
２
０
２
０
年
10
／
17
―
２
０
２
１
年
１
／
12
東
京
庭
園
美
術
館
で
の
企

画
展
「
生
命
の
庭	

8
人
の
現
代
作
家
が
見
つ
け
た
小
宇
宙
」
は
、
旧
朝
香
宮
邸
の
家
具

と
と
も
に
、
青
木
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
鉱
物
を
加
え
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的

展
示
と
、新
館
で
は
花
粉
を
吊
る
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
さ
ら
に
ル
ネ
・

ラ
リ
ッ
ク
展（
東
京
都
庭
園
美
術
館
２
０
２
１
年
６
月
）で
は
、
ラ
リ
ッ
ク
へ
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
的
作
品
と
し
て
ガ
ラ
ス
で
茶
器
を
作
り
、
庭
園
に
建
て
ら
れ
た
茶
室
に
置
い
た
。

そ
ん
な
中
、
２
０
２
０
年
６
月
末
、
別
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
仕
事
の
た
め
大
分
へ

来
県
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
分
県
別
府
市
の
西
北
部
、
別
府
八
湯
の
ひ
と
つ
で
あ

る
「
堀
田
温
泉
」
エ
リ
ア
の
断
層
崖
の
上
に
、
新
し
い
ア
ー
ト
ホ
テ
ル
「GA

LLERIA
	

M
ID

O
BA

RU

」（
ガ
レ
リ
ア
御
堂
原
）
が
で
き
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ス
ペ
ー
ス
に
青
木
の

作
品
《V

essel	of	Genetic	Codeʼ1

》
）
１１

（
註

が
展
示
さ
れ
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
の
打
ち
合
わ

せ
の
た
め
来
県
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
は
予
定
が
合
わ
ず
会
え
な
か
っ
た
。
年
末
に
は

再
び
来
県
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
体
調
を
崩
し
、
作
品
の
み
が
展
示
さ
れ
た
。　

●　

科
学
者
と
の
対
談
レ
ク
チ
ャ
ー

　
　

未
知
っ
ち
、
見
知
っ
ち　

科
学
者
と
表
現
者　

見
え
な
い
け
ど
、
そ
こ
に
い
る
～

　
　

菌
類
の
ふ
し
ぎ

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
当
館
で
は
分
野
横
断
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー「
未

知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち	

科
学
者
と
表
現
者
」
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
当
館
で
開
館
初
年

度
よ
り
５
年
間
、
開
催
し
て
き
た
特
別
連
続
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
「
〇
〇

を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」
の
後
、
異
色
の
対
談
形
式
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
出
来
な
い
か
と

企
画
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
科
学
者
と
表
現
者
と
題
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク

チ
ャ
ー
は
登
壇
者
の
組
み
合
わ
せ
が
難
し
く
、
さ
ら
に
企
画
意
図
を
講
師
に
伝
え
る
の

に
苦
労
し
た
。［H

ands	on	W
orks

］
お
よ
び
過
去
の
特
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
招
聘

し
た
作
家
を
中
心
に
考
え
よ
う
と
思
い
、
青
木
は
第
一
候
補
と
な
る
。
対
談
相
手
は
国

図９

図10

図12

図11
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立
科
学
博
物
館
で
菌
学
を
専
門
と
し
て
い
る
細
矢
剛
氏

）
１註

（
註

（
以
下
敬
称
略
）
に
ぜ
ひ
と
も

お
願
い
し
た
く
、
依
頼
し
た
。
一
方
、
青
木
は
人
の
紹
介
で
既
に
細
矢
を
知
っ
て
い
た
。

し
か
し
何
か
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の
席
の
折
で
忙
し
く
、
お
そ
ら
く
私
の
こ
と
は
覚
え
て
い

な
い
の
で
は
と
緊
張
気
味
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
可
愛
い
イ
ロ
・
カ

タ
チ
！
」
を
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
に
、「
見
え
な
い
け
ど
、
そ
こ
に
い
る
～
菌
類
の
不

思
議
」
が
行
わ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
青
木
は
体
調
が
悪
く
来
県
で
き
ず
、
前
回
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
に
続
き
、
今
度
は
病
院
か
ら
の
ス
カ
イ
プ
と
な
っ
た
。

　

初
め
に
細
矢
か
ら
、
菌
類
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
が
行
わ
れ
る
。
続
い
て
青
木
に

自
作
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
本
稿
で
触
れ
て
い
る
）。
そ
し
て

対
談
は
、
参
加
者
か
ら
の
質
問
を
交
え
て
の
進
行
に
し
た
。
こ
こ
で
は
青
木
の
興
味
が

ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
、
美
術
に
携
わ
っ
て
い
な
い
人
を
意
識
し
て
の
わ
か
り
や

す
い
言
葉
だ
っ
た
の
で
、
で
き
る
だ
け
挙
げ
て
い
き
た
い
。

　

初
め
の
話
題
は
青
木
よ
り
、
カ
ラ
フ
ル
と
思
え
る
菌
類
に
つ
い
て
、
な
ぜ
多
様
な
色

彩
な
の
か
、
色
に
は
目
的
が
あ
る
の
か
と
い
う
質
問
か
ら
始
ま
っ
た
。
対
す
る
細
矢
は
、

「
ト
マ
ト
の
実
は
な
ぜ
赤
い
か
」
を
例
に
と
っ
て
、
一
つ
は
色
素
の
話
、
も
う
一
つ
は
、

赤
い
こ
と
に
よ
っ
て
目
立
つ
・
鳥
に
食
べ
ら
れ
や
す
く
な
り
、
タ
ネ
が
運
ば
れ
る
と
い

う
、
合
目
的
的
と
い
う
い
か
に
も
科
学
者
の
視
点
に
立
っ
た
答
え
だ
っ
た
。
そ
し
て
最

近
の
考
え
方
で
は
、
合
目
的
的
に
考
え
る
の
は
人
間
が
考
え
す
ぎ
で
、
偶
然
で
は
と
い

う
意
見
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
菌
類
の
色
は
色
素
な
の
か
、
細
胞
壁

の
色
な
の
か
が
わ
か
ら
ず
、
細
胞
の
壁
だ
と
抽
出
で
き
な
い
そ
う
だ
。
そ
の
為
、
今
後

の
研
究
が
重
要
と
い
う
。

　

一
方
、
細
矢
か
ら
の
質
問
も
、
青
木
の
作
品
に
つ
い
て
、
色
ガ
ラ
ス
を
意
識
的
に
使

わ
な
い
の
は
、
ど
ん
な
制
作
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
色
彩
に
関
す

る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
青
木
の
答
え
は
、
表
現
し
た
い
の
は
、
眼
に
見
え
な

い
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の
意
図
は
、
出
来
る
だ
け
入
れ
た
く
な
い
、
と
強
く
言

い
切
っ
た
。「
意
図
が
見
え
て
き
た
と
き
に
、
作
っ
た
モ
ノ
だ
と
感
じ
て
し
ま
い
、
そ

れ
を
排
除
し
た
い
と
い
う
の
と
、
透
明
の
ガ
ラ
ス
の
ま
ま
だ
と
光
が
当
た
っ
た
と
き
に
、

光
そ
の
も
の
に
な
れ
る
と
い
う
か
、
存
在
感
を
出
さ
な
い
ま
ま
、
存
在
出
来
る
よ
う
な

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。」
と
、
光
の
当
て
方
に
よ
っ
て
内
部
が
見
え
る
・
見
え
な

い
が
行
き
来
で
き
る
素
材
で
あ
り
、
透
明
性
と
い
う
他
の
素
材
に
は
な
い
特
徴
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
。
そ
の
答
え
に
対
し
細
矢
は
、
表
現
者
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
受
け
手
の
自
由

に
つ
い
て
、「
作
品
か
ら
様
々
な
印
象
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
作
品
を
つ
く
る
面
白

さ
で
あ
る
。
見
え
な
い
モ
ノ
が
、
見
え
な
い
世
界
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
い
、
そ
れ

が
環
境
に
溶
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
伝
わ
っ
て
い
く
の
が
理
想
的
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。」と
、
青
木
の
制
作
に
対
す
る
思
い
を
ま
と
め
た
。

　

そ
こ
に
参
加
者
の
質
問
も
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は
青
木
が
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
先
か
ら
の
レ

ク
チ
ャ
ー
で
話
し
た
釉
薬
の
研
究
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
。
青
木
自
身
、
今
は
表
現
と

し
て
作
品
に
落
と
し
込
む
の
は
難
し
く
、
し
か
し
将
来
的
に
は
発
表
し
て
い
き
た
い
と

語
っ
た
。
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
展
示
に
つ
い
て
の
質
問
は
「
空
間
で
や
っ

て
み
る
し
か
な
く
、
現
場
で
体
感
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
体
感
し
て
決
め
ま
し

た
。」
と
答
え
る
。
そ
こ
で
特
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
作
品
に
命
を
吹
き
込
む
瞬

間
で
あ
る
照
明
だ
と
言
う
。
し
か
し
照
明
に
関
し
て
は
、
自
身
で
行
う
こ
と
は
稀
で
、

照
明
家
の
専
門
家
に
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
、
そ
こ
で
提
案
さ
れ
る
照
明
の
種
類
か
ら
決
め

て
い
く
と
い
う
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
伝
え
方
を
「
森
の
中
で
、
夜
、
月
明
か
り
に
照
ら

さ
れ
て
い
る
キ
ノ
コ
た
ち
が
唄
っ
て
い
る
、
み
た
い
な
。」と
話
す
青
木
に
、
細
矢
は「
照

明
さ
ん
と
も
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
で
き
て
い
な
い
と
。」と
笑
っ
た
。

　

光
の
話
題
か
ら
、
今
度
は
青
木
か
ら
キ
ノ
コ
が
胞
子
を
飛
ば
す
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い

て
、
昼
夜
の
違
い
に
つ
い
て
聞
い
て
き
た
。
細
矢
の
答
え
は
、
光
に
反
応
し
て
、
夜
に

な
る
と
胞
子
を
飛
ば
す
菌
類
が
い
て
、
円
柱
状
の
菌
糸
が
光
の
屈
折
を
利
用
し
て
、
世

界
最
速
で
胞
子
を
飛
ば
す
な
ど
の
話
に
な
り
、
光
と
キ
ノ
コ
の
関
係
に
つ
い
て
、
興
味
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深
々
の
青
木
で
あ
る
。
青
木
に
好
き
な
菌
が
あ
る
か
を
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
非
常
に

楽
し
そ
う
に
興
奮
し
な
が
ら
、「
好
き
な
の
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
が
名
前
が
覚
え
ら
れ
な

い
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
自
分
で
溶
け
て
し
ま
う
キ
ノ
コ
、
ヒ
ト
ヨ
ダ
ケ
に
つ
い
て
聞

い
て
き
た
。
兼
ね
て
よ
り
細
矢
の
本
を
読
ん
で
気
に
な
っ
て
い
た
キ
ノ
コ
や
胞
子
が
発

芽
す
る
条
件
な
ど
、
青
木
の
興
味
は
尽
き
な
い
。
作
品
つ
く
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
湧
い
て
く
る
と
、
終
始
、
笑
顔
で
真
剣
な
ま
な
ざ
し
の
青
木
だ
っ
た
。

　

最
後
に
細
矢
よ
り
生
物
と
生
物
の
イ
ン
タ
ー
ラ
ク
テ
ィ
ブ
／
相
互
関
係
を
、
新
し
い

テ
ー
マ
と
し
て
作
品
を
つ
く
っ
た
ら
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
提
案
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
動
物
が
動
物
を
、
植
物
を
食
べ
る
食
物
連
鎖
の
中
、
生
物
の
死
骸
を
菌
が
分
解
す
る

こ
と
が
加
わ
り
、
多
様
性
が
種
の
相
互
関
係
（
作
用
）
の
複
雑
化
を
も
た
ら
す
と
い
う

こ
と
だ
。「
植
物
に
ど
う
い
う
菌
が
付
く
か
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
ブ
ナ
の
樹
の
上
に
生

え
て
く
る
菌
と
、
他
の
植
物
に
生
え
て
き
て
い
る
の
を
集
め
て
き
て
、
つ
な
げ
た
の
が

こ
れ
で
す
。」
と
画
像
を
見
な
が
ら
話
は
進
む
。
菌
が
他
の
植
物
と
相
互
関
係
を
も
っ

て
い
て
、
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
見
な
が
ら
、
生
物
同
士
は
つ
な
が
っ
て

生
き
て
い
る
（
生
物
相
互
関
係
）、
そ
の
多
様
性
は
さ
ら
に
多
様
な
つ
な
が
り
を
う
み
、

結
果
、
多
様
な
方
が
安
定
し
て
い
る
と
い
う
生
物
の
関
係
性
が
あ
る
。
こ
の
話
は
、
既

に
２
０
１
８
年
３
月
に
「
空
間
を
作
る
こ
と
に
興
味
が
あ
る
の
で
、
モ
ノ
と
モ
ノ
の
間

に
発
生
す
る
関
係
で
表
現
で
き
た
ら
」
と
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
語
っ
て
い
た
青
木
に

と
っ
て
、
次
な
る
展
開
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

●　

大
原
八
幡
宮「
米
占
い
」か
ら［H

ands on W
orks

］へ

　
「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち
」
で
の
対
談
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
か
ら
再
び

活
動
の
話
に
戻
る
。
こ
の
年
の
年
末
に
大
分
へ
来
県
す
る
予
定
も
中
止
と
な
っ
た
こ
と

は
先
に
触
れ
た
。
翌
年
の
「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ちV

ol.2　

Color＆
Sience

」
で
も

国
立
科
学
博
物
館
の
研
究
者
と
の
対
談
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
を
企
画
し
た

が
、
青
木
と
細
矢
の
対
談
は
既
に
行
っ
て
お
り
、
し
か
も
互
い
の
分
野
で
の
色
に
つ
い

て
も
、
か
な
り
言
及
し
て
い
る
た
め
、
他
の
登
壇
者
と
し
た
。

　

２
０
２
１
年
９
月
の
企
画
「W

hatʼs	M
useum

?	Ⅱ

　

お
酒
と
お
米
を
視
る
」
に
お

い
て
、
前
出
の
細
矢
に
よ
る
発
酵
の
話
を
お
願
い
し
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
終
了
後
、
大
分

県
日
田
市
に
あ
る
大
原
八
幡
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
「
米
占
い
」
の
話
に
な
っ
た
。「
米
占

い
」
は
、
炊
い
た
小
豆
ご
飯
を
五
穀
盆
と
地
形
盆
に
盛
り
、
１
か
月
神
社
の
神
前
に
供

え
置
き
、
生
え
た
カ
ビ
の
様
子
か
ら
穀
物
の
作
柄
と
地
域
の
天
候
な
ど
占
う
も
の
で
あ

り
、
北
部
九
州
の
筑
後
川
流
域
で
多
く
見
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
。
細
矢
は
「
米
占
い
」
で
出
て
く
る
菌
を
科
学
的
視
点
か
ら
解
明
し
た

い
と
い
う
。
そ
こ
で
教
育
普
及
室
は
解
明
さ
れ
た
菌
か
ら
、
青
木
に
よ
る
作
品
の
制
作

依
頼
を
視
野
に
入
れ
、
取
材
と
同
時
に
、
大
原
八
幡
宮
近
く
の
三
隈
幼
稚
園
で
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
考
え
た
。
そ
し
て
さ
っ
そ
く
青
木
に
［H

ands	on	W
orks

］
の
制
作
依

頼
の
た
め
に
電
話
を
す
る
。［H

ands	on	W
orks

］
は
、
素
材
と
技
術
と
イ
メ
ー
ジ
が

融
合
し
た
作
家
に
制
作
依
頼
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
、「
大
分
県
の
素

材
を
使
っ
て
制
作
」「
大
分
県
の
風
景
を
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
る
」
な
ど
を
作
家
に
お

願
い
し
て
い
た
。
大
原
八
幡
宮
で
毎
年
行
わ
れ
る
「
米
占
い
」
の
概
要
と
そ
こ
で
発
生

す
る
菌
類
を
科
学
的
に
調
査
す
る
細
矢
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
［H

ands	on	W
orks

］
へ

結
び
つ
け
る
と
、
大
分
県
の
文
化
遺
産
行
事
か
ら
作
品
が
生
ま
れ
る
と
い
う
物
語
が
展

開
で
き
る
の
で
、
ぜ
ひ
、
制
作
依
頼
し
た
い
こ
と
、
そ
れ
に
は
神
事
の
視
察
と
調
査
し

た
菌
類
の
実
見
、
そ
し
て
三
隈
幼
稚
園
園
児
と
「
米
占
い
」
の
見
学
を
含
め
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
、
壮
大
な
話
を
す
る
。
そ
の
時
に
、
最
近
の
活
動
と
し
て
奈
良
県
の
企
業

に
作
品
を
納
品
し
た
が
、
一
般
の
人
が
見
ら
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
話
を
聞
い

た
。
そ
し
て
年
末
に
銀
座
の
カ
フ
ェ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
個
展
「Infinity	Pollination

」

を
行
う
と
い
う
の
で
、
詳
し
い
内
容
は
個
展
会
場
で
と
、
電
話
を
切
っ
た
。

　

２
０
２
１
年
12
月
、
青
木
と
個
展
会
場
で
会
う
予
定
だ
っ
た
が
、
今
回
の
展
示
の
た
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め
、
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
で
無
理
を
し
す
ぎ
、
絶
対
安
静
と
の
連
絡
が
入
る
。
ま
た
、
３

月
に
体
調
が
元
に
戻
る
自
信
が
な
い
と
気
弱
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
、
結
論
を
出
さ
ず

に
、
2
月
中
旬
に
連
絡
し
、
そ
こ
で
決
定
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。

　

個
展
会
場
は
、
有
楽
町
の
東
急
プ
ラ
ザ
銀
座
７
Ｆ
に
あ
るN

ew
sPicks	N

ew
Cafe

。

青
木
の
作
品
は
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
カ
フ
ェ
の
店
内
に
設
置
さ
れ
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
で
制
作
風
景
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
新
作
30
点
に
よ
る
展
覧
会
は
、
今
ま

で
モ
チ
ー
フ
と
し
て
制
作
を
続
け
て
い
た
植
物
の
花
粉
・
受
粉
を
ガ
ラ
ス
で
表
現
し
て

い
る
オ
ブ
ジ
ェ
群
で
、
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
生
の
循
環
が
洗
練
さ
れ
て
凝
縮
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
た（
口
絵
８
／
図
13
～
16
）。

　

２
月
に
電
話
を
す
る
と
、
や
は
り
体
調
が
心
配
だ
と
言
う
。
無
理
を
し
す
ぎ
る
の
は

良
く
な
い
の
で
、
今
回
の
取
材
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
見
送
り
、
取
材
内
容
の
詳
細
を

青
木
へ
伝
え
て
制
作
依
頼
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
２
月
15
日
、
３
月
15
日
と
、
２
回
の

神
事
に
よ
り
「
米
占
い
」
は
行
わ
れ
、
３
月
15
日
の
夜
に
は
細
矢
と
一
緒
に
電
話
で
そ

の
報
告
を
青
木
に
し
た
。

　

そ
の
後
、
年
度
が
変
わ
り
、
教
材
制
作
委
託
の
内
部
手
続
き
を
済
ま
せ
、
5
月
に
制

作
依
頼
を
改
め
て
行
う
と
、
体
調
不
良
が
続
く
の
で
、
今
年
は
全
て
の
仕
事
を
キ
ャ
ン

セ
ル
し
、
療
養
に
専
念
し
た
い
と
言
わ
れ
た
。
体
調
不
良
と
言
う
が
、
電
話
の
声
は
明

る
か
っ
た
。
今
年
度
が
無
理
な
ら
、
来
年
度
以
降
、
い
つ
で
も
い
い
と
話
し
、
そ
の

後
、
年
末
の
展
覧
会
の
感
想
、
奈
良
の
企
業
に
納
品
し
た
作
品
は
大
和
ハ
ウ
ス
の
研
修

セ
ン
タ
ー
／
コ
ト
ク
リ
エ
で
偶
然
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
共
通
の
友
人
で
あ
る
写

真
家
の
こ
と
な
ど
を
取
り
と
め
も
な
く
話
し
て
電
話
を
切
っ
た
。
し
か
し
２
週
間
ほ

ど
た
っ
て
、
そ
の
友
人
か
ら
、
い
き
な
り
の
訃
報
が
届
い
た
の
だ
っ
た
。［H

ands	on	

W
orks

］
の
制
作
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
に
思
い
描
い
て
い
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
実

現
不
可
能
と
な
っ
た
。
何
よ
り
も
、
青
木
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
葉
を
失
っ
た
。

●　
［H

ands on W
orks

］と
し
て
の
青
木
美
歌

　

あ
ら
た
め
て
確
認
し
よ
う
。
青
木
の
作
品
は
、
当
館
に
お
け
る
［H

ands	on	

W
orks

］
の
最
初
の
作
品
で
あ
り
、
２
０
１
９
年
に
は
さ
ら
に
作
品
が
加
わ
っ
た
（
口

絵
６
）。
青
木
の
作
品
は
、
表
現
、
イ
メ
ー
ジ
、
モ
チ
ー
フ
、
内
容
、
コ
ン
セ
プ
ト
、

技
術
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

始
ま
り
、
コ
ン
セ
プ
ト
を
知
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
興
味
が
広
が
る
具
体
例
と
な
っ
た
。

最
後
に
青
木
の
作
品
を
館
内
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
、
ど
の
様
に
活

用
し
て
い
る
の
か
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

青
木
の
作
品
は「
触
る（
さ
わ
る
）と
触
れ
る（
ふ
れ
る
）」と
い
う
、
触
覚
の
中
で
も

図13

図14

図15

図16
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強
さ
、
壊
れ
や
す
さ
、
繊
細
さ
等
、
ガ
ラ
ス
素
材
の
特
徴
を
最
大
限
に
活
か
し
て
い

る
。
視
覚
と
触
覚
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
の
鑑
賞
は
、
人
間
の
感
覚
を
研
ぎ
澄

ま
し
な
が
ら
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
美
術
館
で
は
「
朝
の
お
と
な
の

１
０
１
０
講
座
」「
夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座
」、
そ
し
て
特
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
触

る
と
触
れ
る
」
と
い
う
触
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
中
で
登
場
し
た
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
は
、

身
近
な
命
の
形
を
採
集
・
観
察
、
そ
し
て
つ
く
る
中
や
、
ガ
ラ
ス
素
材
あ
る
い
は
ガ
ラ

ス
の
元
と
な
る
鉱
物
系
関
連
と
し
て
登
場
す
る
。
２
０
２
２
年
３
月
に
は
、
三
隈
幼

稚
園
の
園
児
が
大
原
八
幡
宮
の
「
米
占
い
」
を
地
元
の
神
事
と
し
て
見
学
し
た
翌
日
に
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
も
ふ
も
ふ
の
ふ
し
ぎ
」を
行
っ
た
。
は
じ
め
に
前
日
見
た「
米
占
い
」

の
写
真
や
、
菌
を
拡
大
し
て
見
た
と
き
の
写
真
と
と
も
に
、
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に

も
命
は
存
在
す
る
話
を
す
る
。
そ
し
て
青
木
の
作
品
を
見
て
触
る
。
最
後
は
ウ
ー
ル
を

菌
類
に
見
立
て
、
ビ
ニ
ー
ル
パ
ッ
ク
に
詰
め
て
首
か
ら
下
げ
た
。
こ
れ
は
青
木
と
一
緒

に
行
う
予
定
だ
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
筆
者
が
代
わ
り
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
青
木
の
作
品
は
様
々

な
人
達
と
出
会
っ
て
い
る
。
そ
の
一
覧
を
後
に
記
す
。
タ
イ
ト
ル
を
見
る
と
、
ど
の
よ

う
な
内
容
か
は
想
像
つ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
当
館
の
記
録
冊
子
「
び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す

げ
ぇ
！
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
参
加
者
の
表
情
を
見
る
と
、
作
品
に
す
っ
か
り
魅
了
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
表
情
、
眼
差
し
こ
そ
が
、
身
体
と
感
性
を
刺

激
す
る
こ
と
で
好
奇
心
を
触
発
し
、
能
動
的
な
視
線
を
獲
得
し
て
い
く
当
館
の
教
育
普

及
活
動
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
青
木
の
作
品
を
は
じ
め
、
増
え
つ
つ
あ
る

［H
ands	on	W

orks

］を
持
っ
て
、
県
内
各
地
域
に
赴
き
た
い
。

　

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
大
分
県
立
美
術
館
が
収
集
す
る
教
育
普
及
独
自

の
教
材
は
、
当
館
の
所
蔵
作
品
と
一
緒
に
展
示
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
全
国
へ
展

開
し
、
他
館
の
所
蔵
作
品
と
と
も
に
展
示
し
て
、
さ
ら
な
る
美
術
体
験
を
誘
う
可
能
性

を
秘
め
る
。
そ
れ
は
美
術
作
品
の
み
な
ら
ず
、
他
分
野
と
の
融
合
を
果
た
し
て
い
る
当

館
の
活
動
か
ら
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
青
木
の
作
品
と
植
物
と
を
、
あ
る
い

は
水
や
命
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
と
隣
り
合
わ
せ
に
展
示
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
の
作
品
が
、
異
な
る
表
現
方
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
対
と
な
っ
た
作
品
に
目
を
向

け
、
自
分
な
り
の
視
方
を
探
す
、
つ
ま
り
は
能
動
的
な
視
線
を
促
す
き
っ
か
け
と
な
る
。

そ
し
て
そ
の
展
示
は
大
き
な
物
語
を
語
り
始
め
る
だ
ろ
う
。
大
分
県
立
美
術
館
の
教
育

普
及
は
、
青
木
の
作
品
（
口
絵
９
、
10
）
と
そ
の
意
思
を
、
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
役
目

を
担
っ
て
い
る
。
青
木
美
歌
と
い
う
美
術
家
が
生
涯
を
か
け
テ
ー
マ
と
し
た
「
命
の
営

み
と
繋
が
り
」へ
の
思
い
を
、
今
後
も
作
品
と
出
会
う
人
達
へ
と
繋
げ
て
い
き
た
い
。

〈
青
木
美
歌
の［H

ands	on	W
orks

］一
覧
〉

《Piece of genetic trip》

《Tiny essences’ 11》

《Tiny essences’ 12》

《Tiny essences’ 13》

《Tiny essences’ 14》

《Tiny essences’ 15》
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〈	

青
木
美
歌
の［H

ands	on	W
orks

］関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
一
覧
〉

２
０
１
７
年
10
月
６
日（
金
）	

夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材
ボ
ッ

ク
ス《
触
る
と
触
れ
る	

ガ
ラ
ス
彫
刻
・
形
態
と
触
覚
》

２
０
１
７
年
12
月
22
日（
金
）	

夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材
ボ
ッ

ク
ス《
触
る
と
触
れ
る	

冬
至
・
極
夜
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
》

２
０
１
７
年
11
月
28
日（
火
）	

朝
の
お
と
な
の
１
０
１
０
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材

ボ
ッ
ク
ス《
触
る
と
触
れ
る	

ガ
ラ
ス
彫
刻
・
形
態
と
触

覚
》

２
０
１
８
年
３
月
17
日（
土
）	

特
別
連
続
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー　

植
物
を

巡
る
７
つ
の
お
話
《
其
の
七　

素
材
と
造
形
・
命
の
繋

が
り
を
求
め
て
》　　

２
０
１
８
年
３
月
21
日
（
水
・
祝
）　

視
覚
と
触
覚
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ	

触
る
と
触

れ
る
《
触
覚
の
覚
醒	

目
隠
し
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
！
》

	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

視
覚
と
触
覚
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ	

触
る
と
触
れ
る《
掌

の
中
の
宇
宙	

ガ
ラ
ス
に
触
る
・
命
に
触
れ
る
》

２
０
１
８
年
３
月
28
日（
水
）	

視
覚
と
触
覚
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ	

触
る
と
触
れ
る

《
フ
ァ
ミ
リ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
①	

そ
っ
と
、
や
さ
し

く
》

２
０
１
８
年
３
月
29
日（
木
）	

視
覚
と
触
覚
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ	

触
る
と
触
れ
る

《
フ
ァ
ミ
リ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
②	

見
て
、
触
っ
て
、

視
て
み
て
》

２
０
１
８
年
２
月
２
日（
金
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
触
る
と
触

れ
る
》　

大
分
県
立
盲
学
校
小
学
部
・
幼
稚
部

２
０
１
８
年
11
月
16
日（
金
）	

夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材
ボ
ッ

ク
ス《
素
材
と
美
術
・
触
る
と
触
れ
る
》

２
０
１
９
年
12
月
23
日（
月
）	

朝
の
お
と
な
の
１
０
１
０
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材

ボ
ッ
ク
ス《
触
る
と
触
れ
る	

ガ
ラ
ス
彫
刻
・
形
態
と
触

覚
》

《Tiny essences’ 16》

《Tiny essences’ 17》

《Series of seed’ 2》

《Series of seed’ 3》

《Series of seed’ 4》

《Mycelia》

《Fluid’ 4》
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２
０
２
０
年
９
月
２
日（
水
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
命
の
カ
タ

チ
》　

野
津
南
保
育
園（
臼
杵
市
）

２
０
２
０
年
11
月
６
日（
金
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
石
っ
て
、

す
げ
ぇ
！
》　

す
ば
る
保
育
園（
宇
佐
市
）

２
０
２
０
年
12
月
12
日（
土
）	

特
別
連
続
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
レ
ク
チ
ャ
ー　

未
知
っ

ち
、
見
ち
っ
ちvol.1	

科
学
者
と
表
現
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
見
え
な
い
け
ど
、
そ
こ
に
い
る
～
菌
類
の
ふ
し
ぎ
》　

細
矢
剛（
菌
学
）×
青
木
美
歌（
美
術
家
）　

２
０
２
１
年
３
月
27
日（
土
）	

春
の
特
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

手
が
語
る
Ⅱ
《
も
と
は

水
晶	

透
明
な
カ
タ
チ
》
／
午
前
・
午
後
／
２
回　

２
０
２
１
年
５
月
27
日（
木
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
び
じ
ゅ
つ
か
ん
の
旅
じ
た
く
《
ガ
ラ

ス
と
水
晶
、
キ
ラ
ッ
キ
ラ
》　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
伯
市
立
青
山
小
学
校
、
青
山
幼
稚
園（
佐
伯
市
）

２
０
２
１
年
６
月
８
日（
火
）	

朝
の
お
と
な
の
１
０
１
０
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材

ボ
ッ
ク
ス《
ガ
ラ
ス
の
ゆ
く
え
》

２
０
２
１
年
５
月
21
日（
金
）	

夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座　

視
る
は
楽
し
い
教
材
ボ
ッ

ク
ス《
素
材
い
ろ
い
ろ
、
技
術
も
い
ろ
い
ろ
》

２
０
２
２
年
３
月
16
日（
水
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
も
ふ
も
ふ

の
不
思
議
》　

三
隈
幼
稚
園（
日
田
市
）

２
０
２
２
年
６
月
17
日（
金
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
び
じ
ゅ
つ
か
ん
の
旅
じ
た
く
《
石
っ

て
、
す
げ
ぇ
！
》　

由
布
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

２
０
２
２
年
10
月
12
日（
水
）	

先
生
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

テ
ー
マ
別
研
修

「
美
術
館
・
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
活
用
研
修
」

２
０
２
２
年
10
月
27
日（
木
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
い
の
ち
の

形
》　

臼
杵
市
立
下
ノ
江
小
学
校

２
０
２
２
年
10
月
27
日（
木
）	

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
／
出
前
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
《
ガ
ラ
ス
と

水
晶
、
キ
ラ
ッ
キ
ラ
》　

臼
杵
市
立
下
ノ
江
小
学
校

２
０
２
２
年
12
月
４
日（
日
）	

触
る
と
触
れ
る
～
視
覚
と
触
覚
を
楽
し
も
う
！
《
初
め

て
の
目
隠
し
体
験　

い
ろ
い
ろ
触
っ
て
み
よ
う
！
》

２
０
２
２
年
12
月
18
日（
日
）	

触
る
と
触
れ
る
～
視
覚
と
触
覚
を
楽
し
も
う
！
《
目
隠

し
ド
ロ
ー
イ
ン
グ	

触
り
な
が
ら
描
く
》

註
１　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
５

－

２
０
１
６　

P.9

～P.10

　
　
　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
９

－

２
０
２
０　

P.5

～P.18

　
　
　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
２
０

－

２
０
２
１　

P.3

～P.22

註
２　
『
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

科
学
者
と
表
現
者
』

　
　
　

		　

科
学
者
と
表
現
者
の
対
談
形
式
の
レ
ク
チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
。
青
木
は
国
立
科
学
博
物
館
の

細
矢
剛
（
菌
学
）
と
対
談
を
し
て
い
る
（
見
え
な
い
け
ど
、
そ
こ
に
い
る
～
菌
類
の
不
思
議
／

2022.12.12

）。

註
３ 

～
８　

青
木
美
歌	

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照　
　

https://w
w
w
.m

ikaaoki.jp/index.htm
l　

註
９　
「	

○
〇
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」は
開
館
初
年
度
よ
り
５
年
間
続
い
た
連
続
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・

レ
ク
チ
ャ
ー
。

　
　
　

		　

今
ま
で
「
教
材
ボ
ッ
ク
ス
」「
植
物
」「〝
み
る
〟」「
色
」「
美
術
館
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
い
、

６
年
以
降
は「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち
」に
引
き
継
が
れ
る
。

註
10　

		

夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座
「
視
る
は
楽
し
い
教
材
ボ
ッ
ク
ス
《
触
る
と
触
れ
る	

冬
至
・
極
夜

の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
》」（
２
０
１
７
／
12
／
22
）

註
11　

		
ガ
レ
リ
ア
御
堂
原	

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照　

https://beppu-galleria-m
idobaru.jp/art/

m
ika-aoki/

註
12　

  

１
９
６
３
年
生
ま
れ
。
菌
類
（
き
の
こ
・
カ
ビ
・
酵
母
）
の
分
類
や
進
化
・
生
態
に
関
す
る
研

－ 35 －－ 35 －



究
を
行
う
。
現
在
、
国
立
科
学
博
物
館
植
物
研
究
部
長	

兼	

筑
波
実
験
植
物
園
長
。
日
本
菌

学
会
会
長
。
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
で
は「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ちvol.1	

科
学
者
と
表
現
者
」（
２
０
２
０

年
）、「W

hatʼs	M
useum

?	

お
米
と
お
酒
を
視
る
」（
２
０
２
１
年
）、「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ

ちvol.3	

見
立
て
の
世
界
」（
２
０
２
２
年
）で
登
壇
。

掲
載
画
像
撮
影
に
つ
い
て

口
絵
写
真
３
～
６　

図
１
～
８　
　
　

撮
影
：	

Ｓ
Ａ
Ｉ　

－ 36 －－ 36 －



　
作
品
紹
介 

田
能
村
竹
田
筆《
風
雨
渡
谿
図
》の
成
立
と
そ
の
特
徴 

宗
像
　
晋
作

は
じ
め
に

　

大
分
県
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
近
世
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
豊
前
・
豊
後
を
拠
点

に
活
動
し
た
様
々
な
絵
師
・
文
人
た
ち
の
書
画
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
京
坂
や
江
戸
と

い
っ
た
中
央
で
活
躍
し
た
絵
師
等
の
作
品
を
含
む
幅
広
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
中
で

も
多
く
の
代
表
作
を
収
蔵
す
る
田
能
村
竹
田
の
書
画
・
資
料
群
は
、
当
館
の
近
世
美
術

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
、
山
口
県
宇
部
市
で
炭
鉱

業
を
中
心
に
活
躍
し
た
実
業
家
・
片
岡
辰
市
氏
（
一
九
〇
九
～
一
九
八
三
）
が
蒐
集
し
、

平
成
二
十
七
年
度
に
当
館
へ
収
蔵
さ
れ
た「
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で
あ
る
。

　

豊
後
国
岡
藩
に
生
ま
れ
た
田
能
村
竹
田
（
一
七
七
七
～
一
八
三
五
）
は
、
京
坂
や
長

崎
と
い
っ
た
文
化
の
中
心
地
を
頻
繁
に
往
来
し
、
そ
の
地
の
文
人
た
ち
と
の
親
密
な
交

友
を
通
し
て
、
当
代
一
流
の
芸
術
的
教
養
を
身
に
つ
け
、
気
品
・
知
性
に
溢
れ
る
精
神

性
豊
か
な
詩
書
画
の
芸
術
を
生
み
出
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期
を
代
表
す
る
南
画
家

（
文
人
画
家
）
で
あ
る
。
本
小
稿
で
は
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
、
竹
田
の
五
十
一
歳

時
に
長
崎
で
描
か
れ
た《
風
雨
渡
溪
図
》（
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
口
絵
11
、
図
１
）

を
取
り
上
げ
る
。
当
時
、
竹
田
は
作
画
の
不
調
に
陥
っ
て
い
た
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
て

本
作
品
を
描
い
て
い
る
。
長
崎
の
文
人
た
ち
と
の
交
遊
か
ら
生
ま
れ
、
観
者
に
対
し
て

濃
や
か
で
懇
切
な
作
画
上
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
《
風
雨
渡
溪
図
》
は
、
竹
田
晩
年
期

の
芸
術
の
開
花
を
告
げ
る
重
要
作
と
考
え
ら
れ
る
。
本
作
品
の
成
立
背
景
と
様
式
的
特

徴
に
つ
い
て
詳
し
い
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、
長
崎
諸
友
と
の
交
遊

　
《
風
雨
渡
溪
図
》
が
描
か
れ
る
約
十
ヶ
月
前
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
九
月
、
田
能

村
竹
田
は
三
度
目
と
な
る
長
崎
を
訪
れ
て
い
る
。
か
つ
て
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
と

文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
、
十
日
間
程
の
短
期
間
、
長
崎
に
は
滞
在
し
た
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
こ
の
三
度
目
の
滞
在
は
、
約
一
年
間
に
及
ぶ
長
期
の
滞
在
と
な
り
、
同
地
の
文

人
と
親
密
な
交
遊
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
絵
画
や
著
書
、
書
簡
等
の
資
料
に
う
か
が

え
る（

註
１
）。

　

当
時
の
長
崎
は
、
鎖
国
下
の
日
本
に
お
い
て
、
海
外
貿
易
が
唯
一
公
式
に
許
さ
れ
た

港
街
で
あ
る
。
出
島
に
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
置
か
れ
、
市
中
に
は
中
国
人
が
居
留
す
る

唐
人
屋
敷
が
建
設
さ
れ
る
な
ど
、
長
崎
は
ま
さ
に
異
国
情
緒
の
漂
う
海
外
交
流
の
窓
口

で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
長
崎
を
久
々
に
訪
れ
た
竹
田
は
、
郷
里
の
息
子
・
太
一
に
宛
て
た
書
簡
等
の

図１　田能村竹田《風雨渡溪図》
　　　文政10（1827）年　紙本墨画淡彩
　　　136.1×47.6cm　大分県立美術館所蔵
　　　片岡辰市コレクション
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中
で
、
長
崎
の
活
況
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。
長
崎
の
街
の
賑
や
か
さ
、
飲
食
や
衣
服

の
華
美
な
様
子
、
ま
た
街
の
建
物
や
器
物
な
ど
の
い
た
る
も
の
が
中
国
風
で
あ
り
、
日

本
に
居
な
が
ら
に
し
て
中
国
に
渡
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
長
崎
の
地
は
、「
生
質

（
生
ま
れ
つ
き
）
の
唐
好
き

）
2

（
註

」
と
中
華
文
化
の
心
酔
者
を
自
称
す
る
竹
田
を
魅
惑
す
る
に

十
分
な
ほ
ど
、
豊
か
で
洗
練
さ
れ
た
文
化
が
花
開
い
て
い
た
。

　

竹
田
が
そ
の
師
友
一
〇
五
名
の
芸
術
や
人
柄
を
著
し
た
『
竹
田
荘
師
友
画
録
』
に
は
、

十
五
名
も
の
長
崎
の
文
人
た

ち
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
著
書
は
、
大
分
県
立
美
術

館
に
竹
田
自
筆
の
稿
本
が

遺
っ
て
お
り
（
図
２
）、
当

時
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
簡
易
な
人
名
録

と
は
異
な
っ
て
、
各
人
物
と

の
交
遊
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
細

や
か
に
記
さ
れ
て
お
り
、
竹

田
を
取
り
巻
く
当
時
の
交

友
・
人
脈
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
長
崎
奉
行
所

の
波
止
場
役
を
務
め
た

諸
熊
秋
琴
（
一
八
〇
〇
～

一
八
六
六
）
を
紹
介
す
る
項

で
は
「
晨し

ん

夕せ
き

対た
い

晤ご

し
、
詩
を

論
じ
画
を
評
し
、
午ひ

る

は
軒
に
て
茶
を
撰
し
、
夜
は
燭
も
て
酒
を
温
む
。
早
梅
を
南
村
に

探
り
、
晩
楓
を
西
山
に
看
る
。
出
入
に
相
ひ
伴
ひ
、
同
に
遊
び
て
逆さ

か
らふ

莫な

し
」
と
あ
り
、

一
日
中
、
連
れ
立
っ
て
遊
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
長
崎
春
徳
寺
の
画
僧
・
日
高

鉄
翁（
一
七
九
一
～
一
八
七
一
）の
項
で
は
、
初
め
て
会
っ
た
時
に
鉄
翁
か
ら「
呼
ん
で

前
世
の
相
知
と
為
す
（
前
世
か
ら
の
知
り
合
い
で
あ
る
）」
と
言
わ
れ
た
逸
話
に
続
け
て

「
一
た
び
過
訪
す
る
ご
と
に
、
留
宿
す
る
こ
と
連
日
。
画
理
を
論ろ

ん

晰せ
き

し
、
殆ほ

と
んん

ど
将ま

さ

に

帰
る
を
忘
れ
ん
と
す
」
と
あ
り
、
連
日
、
時
を
忘
れ
て
芸
術
に
つ
い
て
語
り
合
う
親
密

な
交
遊
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
（

（
註

。

　

他
の
人
物
の
項
で
も
、
互
い
に
濃
厚
な
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
伝
わ
る
逸
話
が
多

く
記
さ
れ
て
お
り
、
長
崎
滞
留
中
の
竹
田
は
、
同
地
の
文
人
た
ち
の
歓
待
を
受
け
た
こ

と
が
わ
か
る
。
他
に
も
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
長
崎
奉
行
所
で
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
て
く

る
絵
画
の
鑑
定
に
あ
た
っ
た
唐
絵
目
利
職
に
あ
っ
た
画
家
・
石
崎
融
思
（
一
七
六
八
～

一
八
四
六
）
や
渡
辺
鶴
洲
（
一
七
七
八
～
一
八
三
〇
）、
長
崎
奉
行
所
の
唐
通
事
で
書
画

を
よ
く
し
た
劉
梅
泉
（
？
～
一
八
一
九
）、
長
崎
八
幡
町
の
乙
名(

町
役
人)

を
辞
め
た

後
は
、
医
業
を
生
業
と
し
な
が
ら
絵
を
描
い
た
木
下
逸
雲
（
一
八
〇
〇
～
一
八
六
六
）

な
ど
、
竹
田
が
交
遊
し
た
長
崎
の
文
人
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
文
人
芸
術
の
担
い
手
と

し
て
当
代
一
級
の
知
識
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
竹
田
が
こ
れ
ら
長
崎
の
文
人
と
の
交
遊
を

通
じ
て
学
ん
だ
事
柄
は
、
竹
田
の
芸
術
的
感
性
に
様
々
な
刺
激
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。《
風
雨
渡
溪
図
》
は
、
こ
う
し
た
長
崎
に
お
け
る
竹
田

に
と
っ
て
新
し
い
環
境
の
中
で
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
画
家
と
し
て
の
自
信
喪
失
か
ら
回
復
へ

　

こ
の
長
崎
滞
在
中
、
数
多
く
の
中
国
の
文
物
に
も
ふ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
知
見
を
得

た
竹
田
だ
が
、
特
に
そ
の
目
を
驚
か
せ
た
の
は
大
量
に
舶
載
さ
れ
て
く
る
中
国
絵
画
で

あ
っ
た
。
竹
田
の
長
崎
滞
在
中
の
一
連
の
書
簡
中
に
、
そ
の
状
況
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ

図２　『竹田荘師友画録』「熊勇（諸熊秋琴）」の部分　自筆稿本　田能村竹田著　紙本墨書
　　　天保4（1833) 年成立　11.1×7.8cm　大分県立美術館
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て
お
り
、「
気
色
の
悪あ

し
く敷

成
る
程

）
4

（
註

」
の
中
国
絵
画
が
流
入
し
て
く
る
の
を
目
の
当
た
り

に
し
て
い
た
よ
う
だ
。
竹
田
が
云
う
に
は
、
そ
れ
ら
は
「
仕し

込こ
み

絵え

」
と
呼
ば
れ
る
不
特

定
多
数
へ
向
け
た
廉
価
な
商
品
絵
画
で
は
あ
っ
た
が
、「
当
時
の
仕
込
み
な
が
ら
筆
墨

に
親
切
な
る
処
、
難

お
よ
び
が
た
く

及
候
て
小
生
抔な

ど

は
最も

は
や早

絵
を
ば
止
め
よ
う
か
と
思
ひ
申
候
位
也
、

と
て
も
日
本
画
工
の
軽
薄
に
て
は
難
及
候

）
5

（
註

」
と
、
中
国
絵
画
に
み
ら
れ
る
技
術
的
な
巧

み
さ
を
ま
え
に
、
ま
っ
た
く
自
信
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
九
月
よ
り
長
崎
滞
在
を
は
じ
め
た
竹
田
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
絵

画
制
作
は
思
う
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
こ
う
し
た
中
、
弟
子
の
高
橋

草
坪
に
宛
て
た
文
政
十
年
四
月
六
日
付

の
書
簡
に
は
「
此
節
長
崎
に
て
も
段
々

認し
た
た
め
も
う
し
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

申
候
処
、
一
昨
年
下
ノ
関
の

時
よ
り
は
ま
し
か
と
被

ぞ
ん
ぜ
ら
れ
そ
う
ろ
う

存
候
、
其
只

今
の
画
、
誠
に
拙
悪
、
此
節
も
一
枚

も
心
に
入
候
幅
、
無ご

ざ
な
く
そ
う
ろ
う（
註
６
（

御
座
候
」
と
あ
り
、

満
足
で
き
る
作
品
が
一
枚
も
描
け
な
い

と
い
う
苦
し
い
心
情
を
吐
露
し
な
が
ら

も
、
少
し
ず
つ
作
画
を
続
け
、
長
崎
滞

在
前
の
下
関
滞
在
時
よ
り
は
「
ま
し
」

に
な
っ
て
い
る
と
の
進
展
の
兆
し
が
あ

る
こ
と
も
告
白
し
て
い
る
。

　

竹
田
が
長
崎
滞
在
中
に
描
い
た
絵
画

の
題
詩
等
を
自
ら
ま
と
め
た
著
書
『
自

画
題
語
』（
図
３
）
に
は
、
二
十
一
篇
の

題
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
頭
を
飾
る
《
春
叢
群
雀
巻
》（
文
政
十
年
四
～

五
月
頃
）
に
は
「
画
の
拙
な
る
所
、
即
ち
意
の
快
な
る
所
な
り
。
予
の
画
、
固
よ
り
拙
。

然
れ
ど
も
其
の
拙
な
る
処
、
大
方
の
名
家
と
雖
も
、
亦
た
或
い
は
能
く
せ
ざ
る
所
有
り
。

蓋
し
名
家
の
病
は
、
多
く
拙
な
ら
ざ
る
処
に
在
り（

註
７
（」

と
、「
拙
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て

自
分
の
絵
画
を
肯
定
し
、
自
信
と
も
取
れ
る
気
概
を
示
す
言
葉
が
見
て
取
れ
る
。《
春

叢
群
雀
巻
》
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
題
語
に
年
記
は
な
い
が
、『
自
画
題
語
』
が
制
作
年
月

順（
重
識［
後
に
も
う
一
度
題
詩
等
を
加
え
る
こ
と
］が
あ
る
場
合
は
重
識
が
記
さ
れ
た

年
月
を
基
準
）
に
題
語
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
や
、
款
記
に
「
此
日
熱
甚
、
脱
衣
箕
踞

‥
…
」と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
、
次
に
収
録
さ
れ
る
題
語
の
年
記
が「
丁
亥（
文
政
十

年
）
六
月
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
制
作
時
期
は
初
夏
四
～
五
月
頃
に
か
け
て
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
題
語
の
記
述
も
考
慮
す
る
と
、
前
述
の
四
月
の
書
簡
文
に
記
さ
れ
て
い
た

進
展
の
兆
し
は
、
竹
田
の
画
業
に
お
い
て
新
し
い
局
面
を
生
み
、
そ
の
変
化
は
着
実
に

醸
成
さ
れ
、
作
画
の
自
信
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
画
家
と
し
て
長
い
経
験
を

積
ん
で
き
た
五
十
歳
に
至
っ
て
の
自
信
喪
失
は
、
書
簡
の
文
面
に
も
表
れ
て
い
た
よ
う

に
、
精
神
的
に
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
竹
田
が
半
年
ほ
ど
で
こ

う
し
た
自
己
変
革
が
で
き
た
の
は
、
参
考
と
す
べ
き
豊
富
な
書
画
の
情
報
や
、
支
援
し

て
く
れ
る
同
志
の
文
人
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た
長
崎
と
い
う
先
進
地
の
文
化
的
背
景
に

負
う
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

三
、《
風
雨
渡
谿
図
》
―
題
語
に
み
る
成
立
経
緯

　

竹
田
が
長
崎
滞
在
時
に
描
い
た
作
例
と
し
て
現
存
す
る
《
風
雨
渡
谿
図
》
の
内
容
を

詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
前
述
し
た
田
能
村
竹
田
著
『
自
画
題
語
』
は
長
崎
で
描
い
た

作
品
の
題
語
を
竹
田
自
ら
が
集
成
し
た
も
の
だ
が
、《
風
雨
渡
谿
図
》
の
題
語
も
収
め

ら
れ
て
お
り
、
年
記
の
無
い
作
品
で
あ
る
が
、
同
著
に
収
録
さ
れ
て
い
る
前
後
の
有
年

図３　『自画題語』「春叢群雀巻」影印　田能村竹田著
　　　大正3年推定刊本（初版は文政12年刊行）12.4×8.2cm
　　　京都府立総合資料館蔵
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記
作
と
の
関
係
か
ら
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
の
七
～
八
月
頃
に
制
作
さ
れ
た
作
品

と
考
え
ら
れ
る（
図
４註

８）。

　

《
風
雨
渡
谿
図
》
の
画
面
左
上
部
に
は
、「
風
雨
渡
谿
図
」
と
い
う
題
字
に
続
け
て
、
激

し
い
風
雨
の
様
子
を
詠
じ
た
七
言
律
詩
が
竹
田
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
（
図
５
）。

左
に
挙
げ
る
が
、『
自
画
題
語
』
に
載
る
「
風
雨
渡
谿
図
」
の
題
語
は
推
敲
が
加
え
ら
れ

て
お
り
、
左
記
と
は
若
干
字
句
に
異
同
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　

風
雨
渡
谿
図

　

落
木
号
呼
各
自
鳴　
　
　
　
　
　
　
　

落
木
号
呼
、
各
自
に
鳴
る

　

鑑
光
忽
破
万
波
生　
　
　
　
　
　
　
　

鑑
光
、
忽
ち
破
れ
て
、
万
波
生
ず

　

葉
飛
如
艇
々
如
葉　
　
　
　
　
　
　
　

葉
は
飛
ん
で
艇
の
如
く
、
艇
は
葉
の
如
し

　

一
棹
斜
衝
風
雨
行			　
　
　
　
　
　
　

一
棹
、
斜
め
に
風
雨
を
衝
い
て
行
く

　

船
頭
出
没
幾
多
峯　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
に
出
没
す
る
は
、
幾
多
の
峯
か

　

尺
余
傘
底
坐
才
容　
　
　
　
　
　
　
　

尺
余
傘
底
、
坐
才
か
に
容
る

　

風
雨
草
堂
如
此
夜　
　
　
　
　
　
　
　

風
雨
草
堂
、
此
の
如
き
夜

　

灯
孤
炉
小
話
偏
濃　
　
　
　
　
　
　
　

孤
炉
を
灯
し
、
小
話
偏
に
濃こ

ま

や
か
な
り

　

	

奉
似
逸
雲
高
士
笑
政　
　
　
　
　
　
　

逸
雲
高
士
に
似し

め

し
奉
る
、
笑
正
せ
ら
れ
よ

　

竹
田
生
憲

　
「
田
舎
児
」（
白
文
方
印
）｢

人
生
行
楽
耳｣(

白
文
方
印)

　

こ
の
七
言
律
詩
が
書
か
れ
た
後
に
、
長
文
に
よ
る
重
識
（
後
に
再
び
入
れ
た
画
賛
）

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
左
に
挙
げ
る
。
こ
の
重
識
も
『
自
画
題
語
』
に
載
る
も

の
と
若
干
字
句
の
異
同
が
あ
る
。

　

予
与
崎
人
相
識
自
劉
梅
泉
始
。
梅
泉
没
後
辱
知
高
士
亦
十
年
許
信
息
往
来
時
々
弗
絶
。

而
未
能
識
其
面
也
。
客
秋
従
山
陽
西
而
到
于
此
。
於
是
朝
夕
従
游
得
罄
歓
娯
。
高
士

因
出
此
紙
命
画
。
既
而
東
游
経
六
七
月
方
返
而
予
画
亦
未
成
。
頃
在
秋
琴
書
楼
。
々

面
海
偶
値
風
雨
至
。
臨
眺
之
間
如
有
所
会
。
迺
写
此
図
以
呈
是
正
。
高
士
与
清
人
江

図４　『自画題語』「風雨渡谿図」影印　田能村竹田著
　　　大正3年推定刊本（初版は文政12年刊行）12.4×8.2cm
　　　京都府立総合資料館蔵

図５　《風雨渡谿図》（部分）題語
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稼
圃
親
善
。
常
折
衷
仲
圭
石
田
法
造
詣
固
深
。
為
予
一
々
指
画
授
以
規
矩
駑
材
如
憲

亦
知
少
加
鞭
耳
。
重
識「
竹
田
」（
朱
文
重
廓
楕
円
印
）

　
【
訓
読
】
予
、
崎
人
と
相
識
る
は
、
劉
梅
泉
よ
り
始
ま
る
。
梅
泉
没
後
、
知
を
高
士

に
辱
う
す
る
こ
と
、
亦
た
十
年
許
り
、
信
息
往
来
、
時
々
絶
え
ず
。
而
れ
ど
も
未
だ

其
の
面
を
識
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
客
秋
、
山
陽
従
り
西
し
て
此
に
到
る
。
是
に
於
い

て
朝
夕
従
游
し
、
罄け

い

歓か
ん

の
娯
し
み
を
得
る
。
高
士
因
り
て
此
の
紙
を
出
し
て
画
を
命

ず
。
既
に
し
て
東
游
す
る
こ
と
六
、七
月
を
経
て
、
方
に
返
ら
ん
と
す
。
而
れ
ど
も

予
の
画
も
亦
た
未
だ
成
ら
ず
。
頃
、
秋
琴
の
書
楼
に
在
り
。
楼
は
海
に
面
し
、
偶
た

ま
風
雨
驟に

わ

か
に
至
る
に
値
う
。
臨
眺
の
間
、
会
す
る
所
有
る
が
如
し
。
迺
ち
此
の
図

を
写
し
、
以
て
是
正
を
呈
す
。
高
士
、
清
人
江
稼
圃
と
親
善
す
。
常
に
仲
圭
・
石
田

の
法
を
折
衷
し
、
造
詣
固
よ
り
深
し
。
予
の
為
に
一
々
指
画
し
、
授
く
る
に
規
矩
を

以
て
せ
ば
、
駑ど

材ざ
い

、
憲
が
如
き
も
亦
た
少
し
く
鞭
を
加
え
ら
る
る
と
知
る
の
み
。
重

ね
て
識
す
。

　

こ
れ
ら
の
題
語
に
よ
る
と
、
七
言
律
詩
の
款
記
に
「
逸
雲
高
士
に
似し

め

し
奉
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
本
作
が
長
崎
の
画
家
・
木
下
逸
雲
（
一
八
〇
〇
～
一
八
六
六
）
へ
贈
ら
れ

た
も
の
と
わ
か
る
。
逸
雲
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
長
崎
八
幡
町
の
乙
名
（
町
役
人
）

を
辞
め
た
後
は
、
医
業
を
生
業
と
し
な
が
ら
絵
を
描
い
た
長
崎
を
代
表
す
る
文
人
と
し

て
知
ら
れ
る
。
重
識
に
は
「
清
人
江
稼
圃
親
善
。
常
折
衷
仲
圭
石
田
法
、
造
詣
固
深
」

と
あ
り
、
清
の
来
舶
画
人
・
江
稼
圃
と
親
し
く
、
中
国
元
末
の
大
家
・
呉
鎮
や
、
明
代

呉
派
の
大
家
・
沈
周
の
筆
法
に
も
通
じ
て
造
詣
深
く
、
竹
田
に
画
法
を
丁
寧
に
教
え
た

と
い
う
。

　

さ
ら
に
重
識
に
は
、《
風
雨
渡
谿
図
》
の
制
作
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
年
の

秋
（
九
月
）
に
竹
田
が
長
崎
に
入
り
、
親
し
い
交
遊
を
得
て
、
逸
雲
に
画
を
描
く
よ
う

求
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
逸
雲
は
東
遊
に
出
る
が
、
六
～
七
ヶ
月
程
し
て
長
崎
に
戻
ろ

う
と
す
る
時
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
竹
田
の
画
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
近
頃
、

竹
田
は
「
秋
琴
」
の
海
に
面
し
た
書
楼
に
滞
在
し
て
お
り
、
た
ま
た
ま
そ
こ
で
突
然
の

風
雨
に
逢
い
、
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
何
か
会
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
、

描
い
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
「
秋
琴
」と
は
、前
述
し
た
長
崎
奉
行
所
の
波
止
場
役
を
務
め
た
諸
熊
秋
琴（
一
八
〇
〇

～
一
八
六
六
）
の
こ
と
で
、
逸
雲
ら
と
同
じ
く
竹
田
が
親
し
く
交
遊
し
た
長
崎
文
人
グ

ル
ー
プ
の
一
人
で
あ
る
。
港
の
海
に
面
し
た
「
如
是
江
山
楼
」
を
居
宅
と
し
て
風
流
を

愛
し
、
湾
を
隔
て
た
稲
佐
山
の
麓
に
「
睡
紅
園
」
と
い
う
別
荘
を
設
け
て
い
た
こ
と
な

ど
が『
竹
田
荘
師
友
画
録
』や『
自
画
題
語
』に
載
る（

註
９
）。

　

以
上
の
題
語
（
画
賛
）
の
内
容
か
ら
は
、《
風
雨
渡
谿
図
》
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
の

豊
富
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
重
識
に
は
、
逸
雲
に
画
を
依
頼
さ
れ
る
も
、

な
か
な
か
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。
逸
雲
と
の
交
遊
は
、

竹
田
が
長
崎
に
到
着
し
た
文
政
九
年
九
月
、
す
ぐ
に
開
始
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
九
月

二
二
日
付
の
竹
田
の
書
簡
中

）
１０

（
註

に
逸
雲
の
名
前
が
出
て
く
る
。
そ
の
後
、
東
遊
に
出
た
と

す
れ
ば
、
六
～
七
ヶ
月
程
の
東
遊
か
ら
逸
雲
が
戻
る
の
は
、
翌
文
政
十
年
の
三
～
四
月

頃
と
推
測
さ
れ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
だ
竹
田
の
作
画
が
思
う
よ
う
に
進
ま

な
い
時
期
で
あ
り
、
逸
雲
が
東
遊
か
ら
戻
ろ
う
と
す
る
時
点
で
も
、
画
が
で
き
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
重
識
の
内
容
は
、
他
の
書
簡
資
料
等
に
確
認
で
き
た
竹
田
の
作
画
不
調

の
事
実
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。《
風
雨
渡
谿
図
》
は
こ
う
し
た
作
画
不
調
を
乗
り

越
え
て
制
作
さ
れ
た
作
品
と
い
え
る
。

四
、《
風
雨
渡
谿
図
》
―
画
の
考
察

　

前
項
に
お
い
て
題
語
を
も
と
に
作
品
の
成
立
経
緯
を
確
認
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て

《
風
雨
渡
谿
図
》の
描
写
や
構
成
等
の
表
現
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　

画
面
に
は
、
竹
田
の
七
言
律
詩
に
詠
じ
ら
れ
て
い
た
激
し
い
風
雨
、
特
に
強
風
の
模
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様
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
上
部

の
空
に
は
薄
墨
を
掃
い
て
暗
い
空

を
表
し
て
い
る
が
、
横
長
い
刷
毛

目
を
目
立
た
せ
、
静
か
な
夜
空
で

は
な
く
、
突
如
と
し
て
暗
雲
に
覆

わ
れ
た
空
の
激
し
い
大
気
を
表
現

し
て
い
る（
図
６
）。
山
・
岩
・
土
坡
・

樹
木
等
に
施
さ
れ
た
墨
の
点
描
は
、

主
に
樹
葉
を
描
写
し

て
い
る
が
、
墨
の
濃

淡
を
用
い
、
点
描
の

形
状
を
様
々
に
変
え
、

風
の
強
さ
や
動
き
を

表
し
て
い
る
。
画
面

上
、
特
に
視
覚
的
に

目
立
つ
の
は
こ
の
点

描
で
あ
り
、
本
図
の

生
動
感
を
伝
え
る
中

心
的
な
表
現
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
小
舟

が
進
む
水
面
に
は
、

強
風
に
よ
る
波
立
ち

を
短
い
墨
線
で
表
し

て
い
る（
図
７
、８
）。

　

色
彩
表
現
に
つ
い

て
は
、
代
赭
や
緑
青
と
考
え
ら
れ
る
色
彩
が
部
分
的
に
淡
く
施
さ
れ
て
い
る
。
代
赭
と

考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
部
の
樹
葉
、
樹
幹
、
土
坡
、
家
屋
、
人
物
の
衣
服
等
に
施
さ
れ

た
淡
い
赤
色
系
の
色
彩
で
あ
る
。
緑
青
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
屋
内
や
小
舟
上
の
人
物

の
衣
服
に
施
さ
れ
て
い
る
緑
色
系
の
色
彩
で
あ
る
。
主
題
と
な
る
風
雨
の
情
景
を
考
慮

し
て
、
墨
を
主
体
と
し
、
色
彩
を
抑
え
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

画
面
構
成
に
つ
い
て
は
、
題
語
の
内
容
と
も
深
い
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
重

識
に
「
頃
在
秋
琴
書
楼
。
々
面
海
偶
値
風
雨
至
。
臨
眺
之
間
如
有
所
会
。
迺
写
此
図
以

呈
是
正
。」
と
あ
っ
た

よ
う
に
、
本
図
は
港

の
海
に
面
し
た
諸
熊

秋
琴
の
居
宅
「
如
是
江

山
楼
」
で
、
偶
然
に

目
に
し
た
実
際
の
風

雨
の
情
景
に
触
発
さ

れ
て
描
か
れ
た
。
ま

た
、『
竹
田
荘
師
友
画

録
』や『
自
画
題
語
』に

あ
っ
た
よ
う
に
、
秋

琴
が
稲
佐
山
の
下
に

「
睡
紅
園
」
と
い
う
別

荘
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
記
述
が
想
起
さ

れ
る
。
こ
の
睡
紅
園

は
、
秋
琴
が
年
老
い

た
晩
年
を
過
ご
す
た

図６　《風雨渡谿図》（部分）空の表現

図７　《風雨渡谿図》（部分） 樹葉の表現

図８　《風雨渡谿図》（部分） 水面の表現

図10　《風雨渡谿図》（部分）
麓の家屋（睡紅園を想起）

図９　《風雨渡谿図》（部分） 画面下部の楼
（如是江山楼を想起）
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め
の
別
荘
で
あ
り
、『
自
画
題
語
』「
花
卉
果
蔬
六
幅
」（
文
政
十
年
六
～
七
月
頃
の
成
立
）

の
題
語
に
は
、
竹
田
が
秋
琴
と
共
に
海
を
渡
っ
て
何
度
か
稲
佐
山
の
下
を
訪
れ
、
別
荘

の
場
所
を
定
め
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
別
荘
に
掛
け
る
た
め
の
絵
画
も

秋
琴
か
ら
依
頼
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

）
１１

（
註

。
睡
紅
園
も
ま
た
、
そ
の
設
立
に
関
わ
っ
た
竹
田

に
と
っ
て
思
い
出
深
い
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
を
念
頭
に
本
図
を
見
て
み
る
と
、《
風
雨
渡
谿
図
》
の
画
面
右
下
に

描
か
れ
た
楼
で
風
雨
を
眺
め
る
の
は
江
山
楼
の
竹
田
で
あ
り
（
図
９
）、
対
岸
に
描
か

れ
た
山
は
稲
佐
山
、
そ
し
て
そ
の
麓
に
家
屋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
秋
琴
の
別

荘
の
睡
紅
園
と
い
う
連
想
が
成
り
立
つ
（
図
10
）。
同
じ
文
人
グ
ル
ー
プ
で
親
し
く
交

わ
っ
た
逸
雲
に
も
、
同
様
の
連
想
が
自
然
と
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
関
連
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
諸
国
を
放
浪
し
て
各
地
の
文
人
と
交
遊

し
た
篆
刻
家
・
細
川
林
谷
（
一
七
八
〇
～
一
八
四
三
）
が
描
い
た
《
西
国
順
礼
詩
画
帖
》

を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
久
保
佐
知
恵
氏
の
論
攷

）
１註

（
註

に
よ
っ
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
本
画

帖
に
は
、
林
谷
が
旅
し
た
各
地
の
風
景
が
軽
妙
な
筆
致
で
描
か
れ
、
各
図
に
は
題
詩

が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
六
十
二
図
の
内
、「
長
崎
図
」（
図
11
）
に
は
、
唐
船
が
停
泊
す

る
長
崎
湾
の
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
右
に
「
イ
ナ
サ
山
」（
稲
佐
山
）、
左
の
高
台

に
「
大
徳
寺
」、
画
面
下
方
に
「
波
戸
場
」
と
書
き
込
ま
れ
、
波
戸
場
の
脇
に
は
有
名
な

「
大
波
止
の
鉄
玉
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
の
七
言
絶
句
が
書
か
れ
て
お
り
、
各
々

「
九
月
十
五
日
長
崎
秋
琴
宅
、
与
諸
子
分
韻
得
山
」「
宿
諸
熊
秋
琴
宅
」
と
題
さ
れ
て
い

る
。
他
の
図
の
年
記
等
の
情
報
も
併
せ
る
と
、
本
図
が
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
の

九
月
十
五
日
、
長
崎
の
諸
熊
秋
琴
の
居
宅
に
宿
泊
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
画
面
下
部
の
右
側
に
二
階
建
て
の
楼
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

が
秋
琴
の
「
如
是
江
山
楼
」
で
あ
ろ
う
。
林
谷
は
各
図
を
実
景
に
基
づ
い
て
描
い
て
お

り
、
こ
の
「
長
崎
図
」
は
画
面
右
手
前
の
秋
琴
の
居
宅
「
如
是
江
山
楼
」
か
ら
の
眺
望
を

描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
林
谷
は
田
能
村
竹
田
の
印
章
を
制
作
す
る
な
ど
親
交
が

あ
り
、『
竹
田
荘
師
友
画
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
奇
し
く
も
竹
田
の
《
風
雨
渡
谿

図
》
が
描
か
れ
た
約
二
年
二
ヶ
月
後
に
、
林
谷
も
同
じ
如
是
江
山
楼
に
宿
し
、
そ
の
眺

望
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
人
脈
や
交
遊
が
近
し
い
故
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

図11　細川林谷《西国順礼詩画帖》「長崎図」
文政12（1829）年
28.5×21.3cm　個人蔵

図12　田能村竹田《風雨渡溪図》
文政10（1827）年　紙本墨画淡彩
136.1×47.6cm　大分県立美術館所蔵
片岡辰市コレクション
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田
能
村
竹
田
の
《
風
雨
渡
谿
図
》（
図
12
）
の
山
容
は
、
秋
琴
の
如
是
江
山
楼
か
ら
見

え
る
稲
佐
山
を
連
想
さ
せ
た
が
、
江
山
楼
か
ら
内
湾
を
挟
ん
で
右
奥
へ
と
標
高
を
高
め

る
山
容
は
、
林
谷
の
図
に
見
え
る
江
山
楼
と
稲
佐
山
の
配
置
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
だ
ろ
う
。
林
谷
の
図
は
、
簡
略
な
ス
ケ
ッ
チ
風
で
あ
る
た
め
、《
風
雨
渡
谿
図
》
と

趣
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
林
谷
の
実
景
に
基
づ
い
た
図

と
比
較
し
て
み
る
と
、《
風
雨
渡
谿
図
》の
山
容
、
湾
、
楼
閣
等
に
お
け
る
画
面
構
成
は
、

如
是
江
山
楼
か
ら
の
実
際
の
眺
望
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
配
慮
の
も
と
、
意
識
的
に
配

置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
《
風
雨
渡
谿
図
》は
、自
然
気
象
で
あ
る
風
雨
や
風
濤
を
テ
ー
マ
と
す
る
い
わ
ゆ
る「
風

雨
山
水
」
と
い
う
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
画
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本

作
品
に
見
ら
れ
た
如
是
江
山
楼
か
ら
の
実
際
の
眺
望
を
想
起
さ
せ
る
表
現
は
、「
風
雨

山
水
」
と
い
う
画
題
の
一
般
性
を
超
え
て
、
長
崎
の
交
遊
か
ら
生
ま
れ
た
特
別
な
山
水

風
景
と
し
て
、
逸
雲
の
目
と
心
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、《
風
雨
渡
谿
図
》
の
成
立
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
、
画

面
構
成
等
に
関
わ
る
様
式
的
特
徴
の
考
察
を
試
み
た
。
本
作
品
の
題
語
（
物
語
）
と
絵

画
（
風
景
）
の
関
係
性
に
注
目
す
る
と
、
観
者
は
、
長
崎
の
自
然
風
土
と
、
そ
こ
で
展

開
さ
れ
た
竹
田
の
実
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
固
有
の
物
語
性
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
限
り
の
た
め
、
他
の
竹
田
の
作
品
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
長
崎
滞
在
以
後
の
画
業
に
お
い
て
竹
田
は
、《
風
雨
渡
谿
図
》

で
見
た
よ
う
な
、
文
人
諸
友
と
の
交
遊
で
得
ら
れ
た
実
体
験
に
基
づ
く
感
興
を
、
絵
画

表
現
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
観
る
も
の
が
絵
の
中
に
遊

び
、
竹
田
が
得
た
感
興
や
印
象
を
追
体
験
し
、
さ
ら
な
る
記
憶
や
経
験
、
共
感
を
も
呼

び
覚
ま
す
よ
う
な
情
趣
深
い
詩
書
画
の
世
界
が
追
求
さ
れ
て
い
く
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
制
作
態
度
と
併
せ
て
、
様
式
上
で
は
、
筆
致
は
繊
細
さ
を
増
し
な

が
ら
も
緩
急
自
在
と
な
り
、
滋
味
豊
か
な
造
形
に
磨
き
が
か
か
っ
て
い
く
。
特
に
、
明

清
画
等
に
学
ん
だ
成
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
山
水
画
の
造
形
に
お
け
る
色
彩
が
効
果
的

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
透
明
感
あ
る
淡
彩
表
現
が
特
徴
と
な
る
。
竹
田
の
懇
切
な
作
画
は
、

清
澄
で
情
愛
深
く
、
心
の
行
き
届
い
た
典
雅
な
画
風
と
し
て
更
に
洗
練
さ
れ
、
文
政
末

期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
次
々
に
生
み
出
さ
れ
る
晩
年
の
代
表
作
に
結
実
し
て
い
っ
た

（
図
13
）。
長
崎
諸
友
の
親
し
い
交
遊
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
成
立
経
緯
と
関
連
す
る
表
現

の
創
意
や
意
図
、
ま
た
様
式
上
の
洗
練
度
の
進
ん
だ
造
形
表
現
が
見
ら
れ
た
《
風
雨
渡

谿
図
》は
、竹
田
晩
年
期
の
芸
術
の
開
花
を
告
げ
る
重
要
作
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

図13　田能村竹田《稲川舟遊図》
1830（天保元）年頃　重要文化財
片岡辰市コレクション
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註
１　

文
政
九
年
九
月
二
二
日
の
田
能
村
如
仙
宛
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』
平
成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）
に
は
、
九
月
七
日
に
長
崎
に
到
着
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
を
は
じ
め
、
文
政
九
～
十
年
に
か
け
て
、
弟
子
の
高
橋
草
坪
や

岡
藩
の
人
物
な
ど
に
宛
て
た
書
簡
資
料
か
ら
、
長
崎
滞
在
中
に
見
た
書
画
や
書
物
、
長
崎
の

人
々
と
の
交
友
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

註
２　

文
政
九
年
九
月
二
二
日
の
田
能
村
如
仙
宛
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』平
成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）

註
３　

竹
谷
長
二
郎
『
竹
田
荘
師
友
画
録	
訳
解
』（
昭
和
五
二
年
、
笠
間
書
院
）、
高
橋
博
巳
編
集
・

校
訂『〈
定
本
〉日
本
絵
画
論
大
成	
第
七
巻	

山
中
人
饒
舌	

自
画
題
語	

竹
田
荘
師
友
画
録
』（
平

成
八
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）等
の
訓
読
・
訳
解
を
参
照
。

註
４　

文
政
十
年
一
月
の
高
橋
草
坪
宛
書
簡（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』平

成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）

註
５　

文
政
十
年
四
月
一
〇
日
の
恒
右
衛
門
宛
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書

簡
篇
』平
成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）

註
６　

文
政
十
年
四
月
六
日
の
高
橋
草
坪
宛
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡

篇
』平
成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）

註
７　

高
橋
博
巳
編
集
・
校
訂
『〈
定
本
〉
日
本
絵
画
論
大
成	

第
七
巻	

山
中
人
饒
舌	

自
画
題
語	
竹
田

荘
師
友
画
録
』（
平
成
八
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）

註
８　
『
自
画
題
語
』
に
は
「
風
雨
渡
谿
図
」
の
前
に
「
春
渓
閑
居
図
」（
丁
亥
七
月
）
が
収
録
さ
れ
、
後

に「
騒
外
拾
芳
図
」（
丁
亥
秋
分
日
）が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
七
～
八
月
頃
の

制
作
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
同
著
に
収
録
さ
れ
る
「
松
渓
聴
泉
図
」
の
よ
う
に
、
画
の
完
成
が

「
丁
亥
四
月
」で
、
重
識
が
成
っ
た
の
が
約
三
ヶ
月
後
の「
七
夕
日
」で
あ
っ
た
例
も
あ
る
。
こ

の
場
合
は
重
識
が
成
っ
た
七
月
を
基
準
と
し
た
順
序
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
厳
密
に
言
う
と
、

年
記
の
な
い「
風
雨
渡
谿
図
」は
、少
な
く
と
も
重
識
が
成
っ
た
の
が
七
～
八
月
と
推
測
で
き
る
。

画
の
完
成
は
も
う
少
し
早
い
可
能
性
は
あ
る
が
、
重
識
の
中
に
「
頃
在
秋
琴
書
楼
」
と
画
を
描

く
契
機
と
な
っ
た
風
雨
に
遭
っ
た
の
が
「
頃
」
つ
ま
り
近
頃
の
出
来
事
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
画
の
完
成
か
ら
数
ヶ
月
も
後
に
重
識
が
加
え
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
成
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

註
９　
『
竹
田
荘
師
友
画
録
』「
熊
勇
」
の
項
に
、
海
に
面
し
た
「
楼
」
の
こ
と
や
稲
佐
山
の
下
に
設
け

た
別
荘
「
睡
紅
園
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
熊
勇
、
字
秋
琴
。
長
崎
鎮
人
。
家
鎮
之
波

当
場
。
有
楼
、面
于
海
。
稲
山
秀
色
、可
坐
而
餐
也
。
…
（
途
中
略
）
…
又
買
別
荘
於
稲
山
下
、

名
睡
紅
園
。
予
与
秋
琴
、
呼
艇
鳴
榔
、
数
過
山
下
、
同
相
其
地
。
近
聞
、
花
木
繁
茂
、
門
径

深
邃
、
時
々
載
酒
煮
茶
、
放
浪
于
其
間
矣
。
使
我
千
里
想
像
、
徒
労
夢
寐
耳
。」（『
竹
田
荘
師

友
画
録
』「
熊
勇
」よ
り
抜
粋
）、
ま
た『
自
画
題
語
』「
竹
屋
煎
茶
図
」の
題
語
中
に「
秋
琴
詞
契
、

再
留
予
宿
其
如
是
江
山
楼
者
累
日
」と
あ
り
、
秋
琴
の「
楼
」が「
如
是
江
山
楼
」と
い
う
名
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

註
10　

文
政
九
年
九
月
二
二
日
の
田
能
村
如
仙
宛
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』平
成
四
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）

註
11		『
竹
田
荘
師
友
画
録
』に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
9
の「
又
買
別
荘
於
稲
山
下
、
名
睡
紅
園
。
予
与

秋
琴
、
呼
艇
鳴
榔
、
数
過
山
下
、
同
相
其
地
。」を
参
照
。『
自
画
題
語
』「
花
卉
果
蔬
六
幅
」に

は「
秋
琴
詞
契
、
将
置
別
荘
伊
奈
佐
山
下
意
謂
。
蒔
花
植
草
晩
歳
投
老
於
此
矣
。
予
同
棹
渡
海
、

相
地
数
次
。
園
亭
径
橋
、
位
置
略
定
。
遂
出
此
紙
十
二
幅
索
画
。」と
あ
る
。

註
12		

久
保
佐
知
恵「
放
浪
の
文
人
・
細
川
林
谷
筆「
西
国
順
礼
詩
画
帖
」に
つ
い
て
」（『
早
稲
田
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要	

第
三
分
冊
』（
平
成
二
十
三
年
、早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）

【
図
版
典
拠
】左
記
の
図
版
は
既
刊
書
よ
り
転
載
し
た
。

図
３
、４　

高
橋
博
巳
編
集
・
校
訂
『〈
定
本
〉
日
本
絵
画
論
大
成	

第
七
巻	

山
中
人
饒
舌	

自
画
題
語	

竹
田
荘
師
友
画
録
』（
平
成
八
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）二
四
〇
、二
四
一
、二
四
四
頁
。

図
11		

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要	

第
三
分
冊
』（
平
成
二
十
三
年
、
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
）久
保
佐
知
恵「
放
浪
の
文
人
・
細
川
林
谷
筆「
西
国
順
礼
詩
画
帖
」に
つ
い
て
」

一
六
一
頁
。

－ 45 －－ 45 －



　
大
阪
万
博
に
お
け
る
吉
村
益
信
の
活
動
に
つ
い
て
　

－「
せ
ん
い
館
」と「
お
祭
り
広
場
」を
中
心
に

－

大
分
県
立
美
術
館
学
芸
企
画
課 

主
任
学
芸
員
　
木
藤
　
野
絵

は
じ
め
に

　
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
１
９
７
０
年
の
日
本
万
国
博
覧
会
（
以
下

「
大
阪
万
博
」）
は
、
当
時
最
先
端
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ア
ー
ト
が
協
働
す
る
一
大
実
験

場
と
な
り
、
新
進
気
鋭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
多
数
参
加
し
た
。
約
４
年
の
渡
米
を
経
て
、

66
年
の
帰
国
後
か
ら
「
発
注
芸
術
」
に
基
づ
い
た
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
を
発
表
し
注
目

を
集
め
て
い
た
吉
村
益
信
も
、
こ
の
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

２
０
２
５
年
「
大
阪
・
関
西
万
博
」
に
向
け
、
70
年
万
博
に
関
す
る
展
示
や
調
査
研
究

が
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
中
、
本
論
は
吉
村
益
信
の
大
阪
万
博
に
お
け
る
活
動
を
ま
と

め
、
そ
の
表
現
を
見
つ
め
直
す
も
の
と
し
た
い
。

　

現
在
、
吉
村
の
大
阪
万
博
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
当
館
に
寄
託
さ
れ

た
資
料（

註
１
）の

他
、
大
阪
府
や
大
阪
市
が
保
管
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ（

註
２
）、

さ
ら
に
民
間
も
含
め
た

多
岐
に
わ
た
る
研
究
調
査（

註
３
）を

通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
館
で
は
令
和
三
年
度
に

作
家
の
没
後
十
年
を
記
念
し
て
常
設
展
内
で
特
集
展
示
「
革
新
と
前
衛
の
美
術
」
を
開

催
し
、
各
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
に
お
け
る
吉
村
の
功
績
を
写
真
パ
ネ
ル
や
資
料
で
紹
介
し
た
。

本
論
で
は
そ
の
展
示
内
容
に
即
し
つ
つ
、
展
示
で
は
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
情
報
や
吉

村
の
思
考
の
分
析
も
含
め
て
、
そ
の
仕
事
の
全
体
像
を
振
り
返
り
た
い
。

１
．
各
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
に
お
け
る
展
示
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

吉
村
益
信
は
大
阪
万
博
に
お
い
て
、
数
多
く
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
て
い
る
。
判
明
し
て
い
る
限
り
、
以
下
の
６
か
所
に
お
い
て
、
吉
村
は
造
形
物

の
企
画
や
空
間
演
出
を
担
当
し
た
。

１
）せ
ん
い
館　

２
）古
河
館　

３
）日
本
館　

４
）ペ
プ
シ
館

５
）お
祭
り
広
場

６
）万
国
博
美
術
館

以
下
に
各
々
の
詳
細
を
記
す
。

１
）せ
ん
い
館

　
「
繊
維
は
人
間
生
活
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
、
総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

に
映
像
作
家
の
松
本
俊
夫
、建
築
を
含
む
造
形
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
横
尾
忠
則
、音
響
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
に
秋
山
邦
晴
を
迎
え
、
創
作
段
階
に
入
り
、
音
響
に
湯
浅
譲
二
、
展
示
デ
ザ

イ
ン
に
吉
村
益
信
と
四
谷
シ
モ
ン
が
参
加
し
た
。
周
囲
に
近
未
来
的
な
外
観
の
パ
ヴ
ィ

リ
オ
ン
が
計
画
さ
れ
る
中
、
横
尾
は「
未
完
」の
建
築
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
、
ス
キ
ー

の
ジ
ャ
ン
プ
台
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
プ
屋
根
に
赤
い
ド
ー
ム
が
突
き
出
た
異
彩
を
放
つ
建

物
を
構
想
し
た
。
吉
村
益
信（
お
よ
び
貫
通
）は
以
下
の
作
品
・
展
示
を
手
が
け
た
。

◆
建
物
外
部
…
「
鴉
」
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ド
ー
ム
型
建
築
お
よ
び
敷
地
入
口
に
立
つ
看
板
絵
に
は
、
建
設
途
中
を
思
わ
せ
る
工

事
用
の
足
場
が
組
ま
れ
、
作
業
服
姿
の
人
形
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。
吉
村
は
足
場

に
群
が
る「
鴉
」を
制
作
し
た
。

（
口
絵
12
）建
物
外
観

◆
ロ
ビ
ー
空
間
…
「
注
連
縄
」「
モ
ッ
プ
」「
ク
ッ
シ
ョ
ン
」「
鴉
」

　

中
央
ド
ー
ム
手
前
の
ロ
ビ
ー
空
間
に
、
様
々
な
生
地
を
使
用
し
た
巨
大
な「
注
連
縄
」

「
モ
ッ
プ
」「
ク
ッ
シ
ョ
ン
」を
制
作
。
ま
た
天
井
に《
旅
鴉
》（
計
画
段
階
で
は「
怪
鳥
」）

と
い
う
名
の
大
き
な
カ
ラ
ス
を
二
十
羽
程
設
置
。
女
性
の
足
が
生
え
た
鴉
や
、
人
間
の

声
の
よ
う
な
鳴
き
声（

註
４
）の

す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

（
口
絵
13
）ロ
ビ
ー
空
間「
注
連
縄
」

（
口
絵
14
）ロ
ビ
ー
空
間「
鴉
」

（
口
絵
15
）ロ
ビ
ー
空
間「
モ
ッ
プ
」「
ク
ッ
シ
ョ
ン
」

◆
回
廊
Ｃ
・
Cʼ
…
「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」

　

ド
ー
ム
外
周
部
に
設
け
ら
れ
た
展
示
回
廊
Ａ
～
Ｃ
の
内
、
Ｃ
と
Cʼ
に
お
い
て
、
室
内

を
同
じ
家
具
や
調
度
品
で
構
成
し
つ
つ
も
、
一
方
を
純
白
で
、
も
う
一
方
を
極
彩
色
で

埋
め
尽
く
し
た
対
照
的
な
二
つ
の
空
間
を
創
り
出
し
た
。

（
口
絵
16
）回
廊
C「̓
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」

（
口
絵
17
）回
廊
C「̓
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」

（
口
絵
18
）回
廊
Ｃ「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」

（
口
絵
19
）回
廊
Ｃ「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」

２
）古
河
館

　
「
古
代
の
夢
と
現
代
の
夢
」
を
テ
ー
マ
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
化
や
人
工
知
能
の
発
達
に
関
す
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
た
。
奈
良
・

東
大
寺
の
「
七
重
の
塔
」
を
摸
し
た
建
物
の
半
地
下
部
分
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
ト
ピ
ア
」
と

呼
ば
れ
る
展
示
エ
リ
ア
が
あ
り
、
そ
こ
へ
入
る
手
前
の
ロ
ビ
ー
空
間
に
吉
村
は
巨
大
な

メ
ビ
ウ
ス
の
輪
状
の
立
体
作
品
を
展
示
し
た
。

◆
ロ
ビ
ー
空
間
…
《
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
・
メ
ビ
ウ
ス
》

　

68
年
に
第
８
回
現
代
日
本
美
術
展
で
コ
ン
ク
ー
ル
賞
を
受
賞
し
た
《
反
物
質；

ラ
イ

ト
・
オ
ン
・
メ
ビ
ウ
ス
》（
当
館
蔵
）（
図
１
）
の
派
生
形
。
図
面
で
は
全
長
数
十
メ
ー

ト
ル
に
も
及
ぶ
巨
大
な
造
形
と
し
て
構
想
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
古
河
館
の
ロ
ビ
ー
に

収
ま
る
寸
法
と
な
っ
た
。
永
続
性
を
象
徴
す
る
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

に
よ
り
可
能
性
が
無
限
に
広
が
る
未
来
を
暗
示
し
た
。

（
口
絵
20
、
21
）ロ
ビ
ー
空
間

（
図
２
）
吉
村
益
信
《
反
物
質
「
ラ
イ
ト	

オ
ン	

メ
ビ
ュ
ー
ス
」
II
（
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
）》

図
面（
青
焼
）の
他
、
英
語
版
も
含
め
、
複
数
の
図
面
が
現
存
す
る
。

３
）日
本
館

　

万
博
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
形
を
成
す
５
つ
の
円
形
建
物
に
お
い
て
「
日
本
と
日
本

人
」
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
の
歴
史
、
産
業
や
農
業
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
分
野
に
つ
い
て

の
展
示
が
行
わ
れ
た
。
吉
村
は
２
号
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
を
展
示

し
た
。
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◆
２
号
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
…
《
ツ
イ
ス
ト
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ「
オ
ー
ロ
ラ
マ
」》

　

ネ
オ
ン
管
の
線
分
が
連
な
っ
て
面
と
な
り
、
そ
の
面
に
ひ
ね
り
が
加
え
ら
れ
て
大
き

な
曲
面
を
形
成
す
る
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
。
ネ
オ
ン
管
か
ら
は
い
く
つ
か
の
色
彩
が
放

た
れ
て
い
た
。

（
口
絵
22
）２
号
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
下
絵　

（
口
絵
23
）２
号
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス　

（
図
３
）吉
村
益
信《
オ
ー
ロ
ラ
マ
》図
面（
当
館
で
の
展
示
風
景
）

４
）ペ
プ
シ
館

　

ビ
リ
ー
・
ク
ル
ー
ヴ
ァ
ー
を
中
心
と
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
・
科
学
者

の
共
同
体
、E.A

.T
.（Experim

ents	in	A
rt	and	T

echnology

）が
企
画
。
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
中
谷
芙
二
子
は
気
象
条
件
等
に
よ
り
刻
一
刻
と
変
化
す
る
人
工
の
霧
で
白
い

ド
ー
ム
型
建
築
を
包
ん
だ
。
ド
ー
ム
内
部
に
は
薄
い
ミ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
が
施
さ
れ
、
観

客
は
自
身
が
写
り
込
む
様
子
を
眺
め
た
り
、
立
つ
位
置
と
連
動
し
て
音
の
変
わ
る
ハ
ン

ド
セ
ッ
ト
を
楽
し
ん
だ
り
、
思
い
思
い
に
参
加
し
た
。

　

E.A
.T

.

は
観
客
が
身
体
と
知
覚
を
総
動
員
し
、
各
々
に
異
な
る
知
覚
体
験
を
得
る

「
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
」
な
体
験
の
場
を
目
指
し
た
。
会
期
中
に
寺
山
修
司
、
土
方
巽
、

粟
津
潔
、
小
杉
武
久
、
高
橋
悠
治
、
ア
ラ
ン
・
カ
プ
ロ
ー
、
テ
リ
ー
・
ラ
イ
リ
ー
、
ラ
・

モ
ン
テ
・
ヤ
ン
グ
ら
、
総
勢
31
名
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
ラ
イ
ブ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

企
画
さ
れ
た
が
、
開
幕
後
にE.A

.T
.

と
ペ
プ
シ
側
で
不
和
が
生
じ
、E.A

.T
.

が
撤
退

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
多
く
は
実
現
し
な
か
っ
た（

註
５
）。

吉
村
益
信
（
お
よ
び
貫

通
）
は
計
画
書
に
よ
り
複
数
案
を
提
案
し
た（

註
６
（が

、
実
施
さ
れ
た
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。

（
図
５
）計
画
書　

５
）お
祭
り
広
場

　

万
博
の
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
に
は
、
岡
本
太
郎
の「
太
陽
の
塔
」、
丹
下
健
三
に
よ
る「
大

屋
根
」と
そ
の
下
に「
お
祭
り
広
場
」が
設
け
ら
れ
た
。「
お
祭
り
広
場
」で
は
、
開
・
閉

会
式
等
の
式
典
の
他
、
各
協
会
に
よ
る
催
し
が
開
か
れ
た
。
イ
ベ
ン
ト
の
行
わ
れ
な
い

時
間
帯
や
夜
間
に
は
、
具
体
美
術
協
会
を
中
心
に
「
夜
の
イ
ベ
ン
ト
」
が
計
画
さ
れ
た
。

吉
村
益
信（
お
よ
び
貫
通
）は
二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
た
。

◆「
夜
の
イ
ベ
ン
ト
」

　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
＆
マ
ッ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
／
ミ
ニ
マ
ル
・
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・

ラ
イ
ダ
ー
」

　

吉
村
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、「
貫
通
」
メ
ン
バ
ー
の
浜
田
剛
爾
を
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と

し
て
各
日
註１
時
か
ら
１
時
間
程
度
開
催
さ
れ
た
。
内
容
は
、
60
台
の
オ
ー
ト
バ
イ
が
広

場
を
走
行
し
、
ラ
イ
ト
の
光
と
エ
ン
ジ
ン
音
が
発
せ
ら
れ
る
中
、「
フ
ラ
ワ
ー
・
ト
ラ

ベ
リ
ン
グ
・
バ
ン
ド
」
が
ス
テ
ー
ジ
で
演
奏
を
行
い
、
会
場
装
置
か
ら
は
松
平
頼
暁
に

よ
る
電
子
音
が
流
れ
る
と
い
う
も
の
。

（
図
７
～
11
）「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」

　
「
星
座
の
イ
ベ
ン
ト（
機
械
は
生
き
て
い
る
／
能
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
対
話
）」

　

磯
崎
新
が
設
計
し
た
可
動
式
舞
台
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
照
明
な
ど
の
諸
装
置
を
活
用
し
、

能
役
者
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
共
演
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。「
貫
通
」
メ
ン
バ
ー
の
小
林
は
く

ど
う
が
美
術
を
、
小
杉
武
久
お
よ
び
一
柳
慧
が
音
響
を
担
当
し
た（

註
７
）。

６
）万
国
博
美
術
館

　

シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
北
側
に
設
置
さ
れ
た
万
国
博
美
術
館
（
後
に
建
物
は
国
立
国
際
美

術
館
と
し
て
活
用
さ
れ
る
）
に
お
い
て
、
古
今
東
西
の
美
術
品
と
と
も
に
、
国
内
の
現
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代
美
術
が
紹
介
さ
れ
た
。
吉
村
は
68
年
第
１
回
神
戸
須
磨
離
宮
公
園
現
代
彫
刻
展
に
出

品
し
た
《
コ
ー
ナ
ー
・
ア
ウ
ト
・
イ
ン
》
を
展
示
し
た
他
、
万
国
博
美
術
館
の
庭
の
一

角
で
東
野
芳
明
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
「
ホ
ー
ム
・
マ
イ
・
ホ
ー
ム
」
と
い
う
展
示
に

参
加
し
た
。
５
ｍ
四
方
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
小
さ
な
建
物
に
お
い
て
「
団
地
生
活
を
モ

デ
ル
に
、
寝
室
、
浴
室
、
子
供
部
屋
、
居
間
、
キ
ッ
チ
ン
を
、
七
人
の
若
い
芸
術
家
た

ち
が
担
当（

註
８
）」す

る
も
の
だ
っ
た
。

（
図
12
）「
ホ
ー
ム
・
マ
イ
・
ホ
ー
ム
」の
前
の
吉
村
益
信

　

以
上
６
ヶ
所
に
お
け
る
活
動
を
俯
瞰
す
る
と
、
そ
の
手
法
や
傾
向
に
よ
っ
て
大
き
く

二
分
で
き
よ
う
。
吉
村
お
よ
び
「
貫
通
」
が
取
り
組
ん
だ
事
業
と
し
て
は
、
せ
ん
い
館
、

お
祭
り
広
場
、
万
国
博
美
術
館
の
「
ホ
ー
ム
・
マ
イ
・
ホ
ー
ム
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
複
数
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
共
同
作
業
で
あ
り
、
空
間
創
出
や
観
客
の
参
加

性
を
ね
ら
い
と
し
た
。
対
し
て
、
古
河
館
お
よ
び
日
本
館
は
、
吉
村
独
自
の
造
形
プ
ラ

ン
で
あ
り
、
６０
年
代
を
通
し
て
取
り
組
ん
だ
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
の
延
長
に
位
置
付
け

ら
れ
る
た
め
、
作
家
個
人
の
発
展
史
と
し
て
ま
た
別
の
機
会
に
詳
述
し
た
い
。

　

以
下
で
は
ま
ず
吉
村
が
組
織
し
た
グ
ル
ー
プ
「
貫
通
」
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
活

動
の
代
表
例
と
な
っ
た
せ
ん
い
館
と
お
祭
り
広
場
に
つ
い
て
、
構
想
や
実
施
内
容
を
詳

述
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
事
後
の
批
評
を
紐
解
く
と
、
い
く
つ
か

の
論
点
が
導
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
吉
村
の
活
動
に
対
す
る
思
考
も
あ
わ
せ
て
探
り
た
い
。

貫
通
に
つ
い
て

　

吉
村
は
大
阪
万
博
で
請
け
負
っ
た
各
種
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
東
野
芳
明
や
秋

山
邦
晴
の
勧
め
を
受
け
て（

註
９
）、

株
式
会
社
貫
通
を
立
ち
上
げ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
小
林
は

く
ど
う
、カ
ワ
ス
ミ
カ
ズ
オ
、浜
田
郷（
剛
爾
）、雪
野
恭
弘
、田
中
紀
男
ら
。
吉
村
に
と
っ

て
自
身
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
グ
ル
ー
プ
は
「
ネ
オ
・
ダ
ダ
イ
ズ
ム
・
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

ズ
」
以
来
の
こ
と
だ
っ
た
。
渋
谷
・
道
玄
坂
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
を
購
入
し
、
貫
通

の
事
務
所
を
構
え
、
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
寝
泊
り
し
な
が
ら
制
作
に
あ
た
っ
た

）
１０

（
註

。
万
博

と
並
行
し
て
、
店
舗
デ
ザ
イ
ン
、
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
、

音
響
設
計
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
た
。
小
林
は
映
像
、
浜
田
は
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
カ
ワ
ス
ミ
は
音
響
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
な
ジ
ャ
ン
ル

を
活
か
し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
た
。

（
図
４
）貫
通
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に

２
．
せ
ん
い
館
で
の
仕
事

◆
展
示
内
容

　

せ
ん
い
館
は
吉
村
が
万
博
に
お
い
て
成
し
た
仕
事
の
中
で
も
最
も
大
が
か
り
な
作
業

を
要
し
た
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
と
い
え
る
。
建
物
外
部
、
ロ
ビ
ー
空
間
、
回
廊
「
ホ
ワ
イ
ト

ワ
ー
ル
ド
」「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
に
お
い
て
、
貫
通
を
と
り
ま
と
め
、
他
の
参
加
作

家
と
も
連
携
し
な
が
ら
事
業
を
遂
行
し
た
。
そ
の
功
績
は
閉
幕
後
に
日
本
繊
維
館
協
力

会（
会
長　

東
洋
紡
社
長　

谷
口
豊
三
郎
）か
ら
表
彰
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け「
ホ
ワ

イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
は
吉
村
及
び
貫
通
が
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
実
施

ま
で
主
体
的
に
関
わ
っ
た
展
示
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。「
展
示
計
画
説
明
書
」（
図
６

（
（（

（
註

）

や
写
真
記
録
に
沿
っ
て
、
構
想
と
意
図
、
施
工
内
容
を
詳
述
す
る
。

　
「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
は
家
具
や
調
度
品
が
全
て
同
じ
二

部
屋
を
、
一
方
は
純
白
、
も
う
一
方
は
極
彩
色
で
埋
め
尽
く
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

椅
子
、
テ
ー
ブ
ル
、
ソ
フ
ァ
、
鏡
台
、
戸
棚
な
ど
「
ロ
コ
コ
調
の
家
具
」
の
間
に
、
複

数
体
の
女
性
の
マ
ネ
キ
ン
が
置
か
れ
、
床
と
天
井
に
は
複
数
の
ブ
ラ
ウ
ン
管
テ
レ
ビ
が

設
置
さ
れ
、
繊
維
関
係
の
各
協
会
よ
り
提
供
さ
れ
た
映
像
が
流
れ
た
。
吉
村
は
「
ホ
ワ

イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」を
回
廊
Ｃ
、「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」を
Cʼ
と
し
て
、
前
者
を「
ネ
ガ
」

の
空
間
、
後
者
を
「
ポ
ジ
」
の
空
間
と
捉
え
た
。
二
つ
の
対
照
的
な
空
間
が
相
乗
効
果

－ 49 －－ 49 －



を
成
す
こ
と
で
、
観
客
に
色
の
効
果
や「
着
る
」こ
と
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、

繊
維
と
人
間
の
関
係
と
未
来
を
考
え
る
と
い
う
館
の
テ
ー
マ
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。

　

当
初
の
計
画
で
は
、「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」
に
カ
ラ
フ
ル
な
マ
ネ
キ
ン
を
、「
カ
ラ

フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」に
白
い
マ
ネ
キ
ン
を
置
く
こ
と
で
、「
ネ
ガ
」空
間
に
お
け
る「
ポ
ジ
」、

「
ポ
ジ
」
空
間
に
お
け
る
「
ネ
ガ
」
と
し
て
の
マ
ネ
キ
ン
の
存
在
が
、
相
互
に
他
方
の
空

間
に
繋
が
る
回
路
と
な
る
よ
う
設
定
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
マ
ネ
キ
ン
も
空
間
に
色

が
合
う
よ
う
に
統
一
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
空
間
に
入
る
観
客
こ
そ
が
計
画
に
お
け

る
マ
ネ
キ
ン
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」

で
は
、
観
客
は
純
白
の
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
肌
の
色
や
衣
服
の
色
な
ど
、

自
ら
が
伴
う
色
と
繊
維
を
意
識
し
た
。
対
し
て
「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
で
は
、
周
囲

を
覆
う
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
な
色
彩
が
あ
た
か
も
身
体
に
付
き
、
色
彩
を
身
に
ま
と
う
か

の
よ
う
に
錯
覚
し
た
。
こ
う
し
て
、
吉
村
が
ね
ら
っ
た
「
Cʼ
で
は
観
客
は
否
応
な
く
完

全
に『
せ
ん
い
』の
中
に
包
み
こ
ま
れ『
着
て
』し
ま
う
。
Ｃ
で
は
、
逆
に
意
識
的
に『
着

る
』こ
と
に
つ
い
て
考
え
る

）
１註

（
註

」と
い
う
効
果
が
生
ま
れ
た
。

　

各
部
屋
の
奥
と
手
前
に
は
人
の
背
丈
ほ
ど
の
球
体
が
置
か
れ
、「
カ
ラ
フ
ル
」
で
は

地
球
儀
の
よ
う
に
装
飾
さ
れ
、「
ホ
ワ
イ
ト
」
で
は
球
の
中
に
明
滅
す
る
ラ
ン
プ
が
仕

込
ま
れ
た
。
ラ
ン
プ
は
「
無
限
に
拡
散
し
走
り
去
る
時
間
と
空
間
を
象
徴
的
に
暗
示

）
１註

（
註

」

す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
万
博
以
前
に
吉
村
が
制
作
し
た
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作

品
）
１註

（
註

に
た
び
た
び
現
れ
る
蛍
光
管
や
電
球
の
リ
レ
ー
ス
イ
ッ
チ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
光
の

明
滅
を
想
起
さ
せ
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」
で
は
館
内
各
所

の
音
響
を
手
が
け
た
湯
浅
譲
二
に
よ
る
電
子
音

）
１５

（
註

が
流
れ
、
加
速
す
る
よ
う
に
重
層
的
に

組
み
合
わ
さ
っ
て
ゆ
く
ノ
イ
ズ
音
が
光
の
充
満
す
る
空
間
の
印
象
を
強
め
た
。

　
「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」で
は
、
部
屋
全
体
を
多
色
の
布
に
よ
る
世
界
地
図
の
パ
タ
ー

ン
が
埋
め
尽
く
し
て
い
る
が
、
床
面
に
敷
か
れ
た
絨
毯
は
貫
通
が
万
博
前
後
に
制
作
・

販
売
し
て
い
た
商
品
と
関
連
し
て
い
る
。
貫
通
は
日
本
の
古
地
図
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た

も
の
や
、
幾
何
学
抽
象
パ
タ
ー
ン
な
ど
、
毛
足
の
長
さ
に
変
化
を
つ
け
た
風
変
り
な
ナ

イ
ロ
ン
製
８
畳
大
の
絨
毯
を
数
種
類
制
作
・
販
売
し
て
い
る
。
特
に
世
界
地
図
の
絨
毯

は
吉
村
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
よ
う
で
、
ス
ケ
ッ
チ
を
デ
ス
ク
の
脇
に
貼
っ
た
り
、
実

物
を
事
務
所
の
床
に
広
げ
て
ヨ
ガ
を
し
て
寛
い
だ
り
す
る
姿
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

◆
評
価
と
分
析

　

せ
ん
い
館
の
メ
イ
ン
ド
ー
ム
の
映
像
を
担
当
し
た
松
本
俊
夫
は
C’
と
Ｃ
に
つ
い
て

「
ど
ち
ら
に
入
っ
て
も
私
た
ち
は
眼
の
奥
が
ぐ
ら
ぐ
ら
す
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
る
が
、

前
者
に
は
圧
迫
さ
れ
る
感
じ
を
、
後
者
に
は
吸
い
と
ら
れ
る
感
じ
を
受
け
る
の
は
不
思

議
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
色
彩
に
対
す
る
深
い
思
索
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

直
接
的
に
知
覚
と
意
識
を
ゆ
さ
ぶ
る
ラ
ジ
カ
ル
な
も
く
ろ
み
が
あ
る
」
と
評
し
た

）
１６

（
註

。
せ

ん
い
館
メ
ン
バ
ー
が
幾
度
と
な
く
話
し
合
っ
た
「
実
空
間
（
日
常
の
現
実
性
、
ポ
ジ
の

環
境
）と
虚
空
間（
非
日
常
の
幻
想
性
、
ネ
ガ
の
環
境
）を
戦
慄
的
に
反
転
さ
せ
る
こ
と

）
１註

（
註

」

と
い
う
ね
ら
い
に
吉
村
は「
ホ
ワ
イ
ト
／
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」で
応
答
し
た
。

　

貫
通
は
活
動
理
念
と
し
て
「
状
況
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
、「
や
り
た
い
こ
と
を

完
遂
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
を
縦
に
貫
通
」
し
、「
日
常
の
慣
習
的
想
像
力

の
限
界
を
超
え
た
ま
っ
た
く
新
し
い
状
況
を
つ
く
る

（
（註

（
註

」
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
限
ら

れ
た
美
術
領
域
だ
け
で
の
運
動
に
収
ま
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
に
振
る
舞
い
、「
予

測
不
能
の
異
質
な
ウ
ル
ト
ラ
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
状
況
を
、
既
成
の
状
況
に
挿
入
す

る
）
１註

（
註

」
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
大
阪
万
博
に
挑
ん
だ
。
せ
ん
い
館
に
お
い
て
彼
ら
は
単
に

内
装
や
施
工
を
手
が
け
る
の
で
は
な
く
、
身
体
、
知
覚
、
情
報
に
働
き
か
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
状
況
」や「
イ
ン
テ
リ
ア
」と
い
う
概
念
を
問
う
た
。

　

雑
誌
「
店
舗
デ
ザ
イ
ン
」
に
万
博
の
会
期
後
半
か
ら
「
状
況
芸
術
」
と
題
し
て
連
載
し

た
文
章
に
よ
っ
て
、
貫
通
は
思
考
の
言
語
化
に
努
め
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
次
の
よ

う
な
文
が
あ
る
。「
も
っ
と
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
、
自
由
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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例
え
ば
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
、
エ
ク
ス
テ
リ
ア
と
イ
ン
テ
リ
ア
の
区
別
が
つ
か
ず
、

イ
ン
テ
リ
ア
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
エ
ク
ス
テ
リ
ア
だ
っ
た
よ
う
な
思
考
方
法
は
と
れ

な
い
だ
ろ
う
か

）
１註

（
註

。」

　

メ
ビ
ウ
ス
の
輪
は
吉
村
が
好
ん
だ
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
。
表
と
裏
が
切
れ
目
な
く
交
替
す

る
位
相
幾
何
学
の
構
造
体
は
、
相
反
す
る
要
素
の
区
別
を
無
効
化
す
る
行
為
や
思
想
の

メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
。「
ホ
ワ
イ
ト
／
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
に
お
い
て
人
々
は
、
色

彩
の
有
無
に
よ
り
空
間
の
見
え
方
が
反
転
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
身
の
内
と
外
が

反
転
す
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
た
。「
虚
」（
非
日
常
、
芸
術
）
と
「
実
」（
日
常
、
生
活
）、

あ
る
い
は
、「
空
間
」（
エ
ク
ス
テ
リ
ア
）と「
身
体
」（
イ
ン
テ
リ
ア
）の
境
界
が
曖
昧
に

な
り
、
絶
え
ず
両
極
を
循
環
す
る
よ
う
な
「
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
」
的
「
状
況
」
を
創
造
で
き

た
の
だ
か
ら
、
貫
通
に
と
っ
て
回
廊
Ｃ
・
Cʼ
は
成
功
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

せ
ん
い
館
で
の
吉
村
お
よ
び
貫
通
の
活
動
に
つ
い
て
、
網
羅
す
る
に
は
頁
が
足
ら
な

い
。
吉
村
の
個
人
史
に
照
ら
せ
ば
、
建
物
外
部
と
ロ
ビ
ー
空
間
に
設
え
ら
れ
た
「
鴉
」

「
モ
ッ
プ
」
と
い
っ
た
特
異
な
オ
ブ
ジ
ェ
こ
そ
、
後
に
吉
村
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ

る
《
大
ガ
ラ
ス
》（
69
年
、
横
浜
美
術
館
所
蔵
）
や
《
豚； Pig	Lib
》（
71
年
、
兵
庫
県
立

美
術
館
所
蔵
）
な
ど
の
キ
ッ
チ
ュ
な
造
形
作
品
を
予
見
す
る
も
の
と
し
て
記
述
に
値

す
る
だ
ろ
う

）
註０

（
註

。
今
回
は「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
」「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
」に
留
め
た
が
、

吉
村
お
よ
び
貫
通
の
せ
ん
い
館
に
お
け
る
働
き
や
作
品
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
調
査

研
究
を
続
け
た
い
。

３
．「
お
祭
り
広
場　

夜
の
イ
ベ
ン
ト
」

　
「
夜
の
イ
ベ
ン
ト
」
は
万
博
会
期
中
４
月
～
９
月
に
か
け
て
、
具
体
美
術
協
会
が
３

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
貫
通
が
２
プ
ロ
グ
ラ
ム（
以
下
＊
印
）担
当
し
た
。

４
月　
「
ミ
ラ
ー
人
間
と
光
の
広
場
」　

構
成
・
演
出
：
元
永
定
正

５
月　
「
動
く
美
術
と
光
の
広
場
」　

構
成
・
演
出
：
元
永
定
正

６
月　
「
旗
、
旗
、
旗
と
光
の
広
場
」　

構
成
・
演
出
：
元
永
定
正

＊
７
月
12
日
～
19
日　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
＆
マ
ッ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
／
ミ
ニ
マ
ル
・

サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ダ
ー
」　

構
成
・
演
出
：
浜
田
剛
爾　

＊
９
月
１
日
～
５
日　
「
星
座
の
イ
ベ
ン
ト
（
機
械
は
生
き
て
い
る
／
能
と
ロ
ボ
ッ
ト

の
対
話
）」　

　
「
星
座
の
イ
ベ
ン
ト
」　

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
調
査
で
は
記
録
が
見
つ

か
ら
ず
詳
細
が
不
明
で
あ
る
た
め
、こ
こ
で
は「
ビ
ー
ム
で
貫
通
＆
マ
ッ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
／
ミ
ニ
マ
ル
・
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ダ
ー
」（
以
下「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」）に
つ

い
て
記
す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
詳
述
す
る
前
に
、「
お
祭
り
広
場
」
の
成
立
段

階
に
お
け
る
諸
問
題
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
広
場
の
諸
装
置
の
設
計
を
手

が
け
た
、
吉
村
と
同
じ
く
大
分
市
出
身
の
建
築
家
・
磯
崎
新
の
経
験
に
即
し
て
考
察
し

た
い
。

　

磯
崎
と
吉
村
の
活
動
は
互
い
の
生
涯
に
お
い
て
幾
度
か
交
差
す
る
。
大
分
第
一
高
等

学
校
（
現
・
大
分
上
野
丘
高
等
学
校
（
で
は
一
学
年
差
だ
っ
た
。
大
学
進
学
後
は
、
そ

れ
ぞ
れ
帰
郷
の
際
に
画
材
店
キ
ム
ラ
ヤ
に
集
っ
た
絵
画
サ
ー
ク
ル
「
新
世
紀
群
」
に
参

加
し
た
。
57
年
、
磯
崎
設
計
に
よ
る
吉
村
の
ア
ト
リ
エ
兼
住
居
が
新
宿
百
人
町
に
立

ち
、
60
年
に「
ネ
オ
・
ダ
ダ
イ
ズ
ム
・
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
ズ
」の
拠
点「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
」
と
し
て
賑
わ
っ
た
。
磯
崎
は
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
が
、
展
覧
会
や
パ
ー
テ
ィ

に
度
々
訪
れ
た
。
66
年
「
空
間
か
ら
環
境
へ
」
展
で
は
共
に
作
品
出
品
。（
磯
崎
は
空
間

デ
ザ
イ
ン
も
担
当
。（そ
の
後
、
大
阪
万
博
の
お
祭
り
広
場
で
ま
た
二
人
は
接
近
す
る
。

◆
磯
崎
新
の
場
合　

　

65
年
末
に
万
博
の
会
場
計
画
が
始
ま
り
、
丹
下
健
三
が
そ
の
中
枢
に
加
わ
る
と
、
丹

下
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
磯
崎
も
参
加
し
、
67
年
に
「
お
祭
り
広
場
」
の
企
画
立
案
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を
行
う
。「
日
本
万
国
博
イ
ヴ
ェ
ン
ト
調
査
委
員
会

）
註１

（
註

」
の
一
員
と
し
て
、
先
端
技
術
と

芸
術
の
融
合
が
生
む
新
た
な
体
験
に
つ
い
て
探
究
を
重
ね
て
い
た
磯
崎
は
、「
お
祭
り

広
場
」
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
統
御
す
る
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
・
エ
ン
バ
イ
ラ
メ
ン
ト
」

と
し
て
位
置
付
け
、「
可
動
性
・
移
動
性
、
機
構
化
、
統
合
化
」を
備
え
た
装
置
に
よ
っ

て
、「
人
間
と
機
械
が
時
空
間
の
な
か
で
一
本
化
し
て
い
く
」場
を
構
想
し
た

（
　　

　（
註

。

　

さ
ら
に
自
身
の
終
戦
体
験
に
基
づ
い
た
「
廃
墟
」
の
未
来
都
市
論
や
、
権
力
と
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
自
ら
の
思
考
を
土
台
に
、「
お
祭
り
広
場
」
の
装
置
を
「
イ
ン
ヴ
ィ

ジ
ブ
ル
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」（
不
可
視
の
記
念
碑
）と
位
置
付
け
た
。
そ
れ
は
光
・
音
響
・

機
械
の
高
度
な
操
作
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト
毎
に
異
な
る
空
間
演
出
が
可
能
と
な
り
、
人
々

は
具
体
的
な
造
形
物
に
よ
ら
ず
に
目
に
見
え
な
い
形
で
知
覚
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
体
験
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
構
想
だ
っ
た
。
磯
崎
は
観
客
が
「
み
ず
か
ら
ひ
と
つ
の

出
来
事
の
参
加
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
内
側
に
独
自
の
像
を
結
ば
せ
る

（
　註

（
註

」

こ
と
を
期
待
し
た
。

　

抽
象
度
が
高
く
、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
自
ら
の
思
考
実
験
の
一
つ
と
し
て
挑
む

か
の
よ
う
な
磯
崎
の
姿
勢
は
批
判
も
受
け
た
。
岡
本
太
郎
は
、
磯
崎
の
構
想
は
大
衆
に

理
解
さ
れ
づ
ら
い
と
喝
破
し
、「
お
祭
り
広
場
」
に
は
「
生
命
的
で
、
根
源
的
な
感
動
」

を
与
え
る
「
ヤ
ボ
ッ
ち
い
も
の
」
こ
そ
必
要
だ
と
主
張
し
た

）
註註

（
註

。
や
が
て
岡
本
が
総
合
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
就
任
す
る
と
、
目
に
見
え
る
形
で
大
衆
を
ま
と
め
あ
げ
る
強
烈
な
イ

コ
ン
と
し
て
の
「
太
陽
の
塔
」
が
立
つ
こ
と
と
な
り
、
磯
崎
の
初
期
構
想
は
打
ち
砕
か

れ
て
し
ま
う
。

　

や
む
な
く
磯
崎
は
、
広
場
の
全
体
構
想
か
ら
実
施
計
画
に
課
題
を
移
し
、
音
響
・
照

明
装
置
や
可
動
式
ス
テ
ー
ジ
の
設
計
に
専
念
す
る
が
、
次
に
「
お
祭
り
広
場
」
の
管
理

者
側
と
装
置
の
運
用
に
お
い
て
齟
齬
が
生
じ
る
。
広
場
の
安
全
と
行
事
の
予
定
調
和
を

重
視
す
る
管
理
者
に
と
っ
て
は
、
イ
ヴ
ェ
ン
ト
に
合
わ
せ
て
変
化
に
富
む
動
き
を
す
る

装
置
と
そ
の
運
用
は
手
に
あ
ま
る
も
の
だ
っ
た
。
結
果
と
し
て
各
種
装
置
は
十
分
に
活

用
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
広
場
に
は
観
客
が
自
由
に
侵
入
で
き
な
い
よ
う
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
、
警
備
員
が
配
置
さ
れ
た
。

　

膨
大
な
時
間
と
労
力
を
費
や
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
構
想
と
仕
事
が
思
う

よ
う
に
成
就
し
な
か
っ
た
磯
崎
は
肉
体
的
・
精
神
的
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
に
苛
ま
れ
、

開
幕
と
同
時
に
病
院
へ
運
び
込
ま
れ
る
。
後
に
磯
崎
は
「
何
か
眼
に
み
え
な
い
者
の
手

に
、
こ
の
広
場
は
う
ば
い
去
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
不
可
視
の
も
の
を
つ

く
ろ
う
と
試
み
な
が
ら
、
つ
く
る
過
程
で
や
は
り
不
可
視
な
も
の
か
ら
逆
支
配
さ
れ
る
。

私
は
ま
っ
た
く
道
化
役
者
を
演
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

）
註５

（
註

」と
痛
切
に
語
る
。

◆
吉
村
益
信
の
場
合

　

一
方
、「
夜
の
イ
ベ
ン
ト
」
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
吉
村
は
、
浜
田
と
と
も

に「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」を
企
画
す
る
。
内
田
裕
也
や
ジ
ョ
ー
山
中
ら
を
中
心
に
ヒ
ッ
ピ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
を
象
徴
す
る
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
「
フ
ラ
ワ
ー
・

ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
バ
ン
ド
」
が
ス
テ
ー
ジ
上
で
演
奏
す
る
中
、
関
西
の
モ
ー
タ
ー
サ
イ

ク
ル
・
ク
ラ
ブ
の
60
台
の
オ
ー
ト
バ
イ
が
周
囲
を
走
行
し
、
ラ
イ
ト
の
光
と
エ
ン
ジ
ン

音
を
放
っ
た
。
最
先
端
技
術
が
搭
載
さ
れ
た
「
お
祭
り
広
場
」
に
お
い
て
、
オ
ー
ト
バ

イ
の
光
と
エ
ン
ジ
ン
音
、
ロ
ッ
ク
の
生
演
奏
と
い
う
、
直
截
的
で
、
と
も
す
れ
ば
ア
ナ

ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
え
る
手
段
を
用
い
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

ひ
と
つ
に
は
、「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」は「
不
可
視
の
」実
験
を
企
図
し
た
が
叶
わ
な
か
っ

た
磯
崎
へ
の
、
吉
村
な
り
の
応
答
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
残
像
を
描

き
な
が
ら
走
り
ゆ
く
オ
ー
ト
バ
イ
の
ラ
イ
ト
と
エ
ン
ジ
ン
の
爆
音
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の

か
き
鳴
ら
す
ギ
タ
ー
や
ド
ラ
ム
の
音
。
光
と
音
と
い
う
不
定
形
な
要
素
に
よ
っ
て
、
集

合
的
な
高
揚
感
を
生
む
仕
掛
け
は
、
ソ
フ
ト
な
仕
組
み
で
人
々
の
知
覚
に
刺
激
を
与
え

身
体
を
通
じ
て
感
覚
受
容
の
領
域
を
広
げ
よ
う
と
す
る
磯
崎
の
構
想
と
、
手
段
こ
そ
異

な
れ
ど
、
目
に
見
え
な
い
形
で
観
客
の
身
体
性
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
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写
真
記
録
を
参
照
す
る
と
、「
フ
ラ
ワ
ー
・
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
バ
ン
ド
」
は
磯
崎
が

設
計
し
た
可
動
式
ス
テ
ー
ジ
に
立
ち
、「
太
陽
の
塔
」
の
背
（《
黒
い
太
陽
》（
に
向
か
っ

て
演
奏
し
て
い
る
。（
図
９
）
こ
の
舞
台
設
定
に
も
「
お
祭
り
広
場
」
の
顛
末
へ
抗
う
か

の
よ
う
な
姿
勢
が
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
。
青
年
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
磯
崎
の
雪

辱
や
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
境
を
抱
き
な
が
ら
万
博
に
参
加
し
た
他
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
と
対
峙
し
な
が
ら
、
吉
村
ら
し
く
状
況
に
応
答
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
貫
通
が
掲
げ
た
「
状
況
芸
術
」
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
イ
ヴ
ェ
ン

ト
を
行
う
意
図
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
お
祭
り
広
場
」
と
い
う
一
時
的
に
出
現
し
た
広

場
に
お
い
て
、「
広
場
」
の
意
味
を
問
う
こ
と
こ
そ
、
貫
通
に
と
っ
て
「
状
況
」
の
在
り

方
を
探
る
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
と
い
え
る
。
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
浜
田
は
「
私
た
ち
の
現
在

い
る
場
所
、
そ
れ
が
広
場
で
あ
る

）
註６

（
註

」
と
し
、
新
宿
西
口
広
場
や
皇
居
前
の
よ
う
に
、
自

然
発
生
的
な
広
場
を
想
像
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
企
画
者
と
出
演
者
、

あ
る
い
は
出
演
者
と
観
客
の
関
係
が
限
り
な
く
フ
ラ
ッ
ト
で
、
支
配
の
構
造
を
感
じ
さ

せ
な
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
オ
ー
ト
バ
イ
走
者
は
、
芸
術
の
文
脈
の
外
か
ら

集
め
ら
れ
た
人
々
で
あ
り
、「
フ
ラ
ワ
ー
・
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
バ
ン
ド
」
は
ジ
ャ
ン
ル

を
問
わ
ず
幅
広
い
層
か
ら
支
持
を
得
て
い
た
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
だ
。
そ
の
よ
う
な
イ
ヴ
ェ

ン
ト
に
集
う
観
客
は
、
自
ず
と
若
者
が
中
心
と
な
る
。

　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」
は
若
者
の
た
め
の
若
者
に
よ
る
イ
ヴ
ェ
ン
ト
と
な
り
、
あ
ら
ゆ

る
制
度
的
枠
組
み
を
越
え
、
変
化
し
続
け
る
「
状
況
」
を
模
索
す
る
貫
通
の
意
図
を
ダ

イ
レ
ク
ト
に
表
現
し
た
。
浜
田
は
「
人
び
と
は
、
広
場
、
状
況
、
音
響
、
大
衆
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
状
況
認
識
の
芽
を
つ
か
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
、
考
え
る
時
、
状
況
と
は
、

た
ぶ
ん
に
無
目
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
指
せ
る
の
は
無
名
性
の
人
び
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
有
機
的
に
ジ
ョ
イ
ン
ト
す
る
方
法
こ
そ
、
状
況
芸
術
、
状
況
創
造
で
は
な
い
か

と
思
う

）
註註

（
註

」
と
語
る
。
吉
村
も
、「
広
場
の
意
味
を
問
う
一
服
の
清
涼
剤
に
な
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る

）
註註

（
註

」と
評
価
し
て
い
る
。

　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」
は
開
始
後
の
７
月
16
日
、
カ
ナ
ダ
館
の
ス
テ
ー
ジ
に
出
演
す
る

た
め
に
来
訪
し
て
い
た
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
「
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
」
が
、
イ
ヴ
ェ
ン
ト
に
共
感

し
て
急
遽
舞
台
に
上
が
り
「
フ
ラ
ワ
ー
・
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
バ
ン
ド
」
と
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
始
め
た
こ
と
で
、
興
奮
し
た
観
客
が
広
場
に
流
れ
込
み
、
警
備
員
が
押
さ
え
込
む
と

い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た

）
註註

（
註

。
管
理
者
側
は
カ
ナ
ダ
館
か
ら
の
正
式
な
申
込
が
な
い
こ

と
を
阻
止
の
理
由
の
一
つ
と
し
た
。
こ
の
一
件
に
対
し
て
吉
村
は
朝
日
新
聞
に
寄
稿
し

「
あ
ら
ゆ
る
意
図
が
集
合
す
る
こ
と
が
本
来
の
広
場
」
で
あ
り
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の
介
入

は
「
認
識
を
誤
っ
た
過
剰
な
防
衛
」
で
あ
る
と
批
判
し
た

）
註０

（
註

。
せ
ん
い
館
の
成
功
と
は
対

照
的
に
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」
は
管
理
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
圧
力
を
受
け
、
吉
村

に
苦
々
し
い
思
い
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」
は
公
の
場
と
表
現
の
自
由
の
関
係
な
ど
、
今
も
我
が
国
の
現
代

美
術
が
直
面
す
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
万
博
の
「
影
」
と
も
い
え
る
側
面
が
見
え

て
く
る
が
、
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
恵
ま
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
活
か
し
て
多
様
な
実

験
に
挑
戦
で
き
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
万
博
で
の
経
験
を
バ
ネ
に
し
て
後
の
跳
躍
を
遂

げ
て
い
っ
た
者
も
多
い
。
こ
れ
か
ら
新
た
な
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
の
地
平
を
模
索

す
る
私
た
ち
は
、
70
年
万
博
の
こ
う
し
た
一
面
を
善
悪
の
二
元
論
と
し
て
捉
え
る
の
で

は
く
、
史
実
と
し
て
語
り
継
ぎ
、
絶
え
ず
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

大
阪
万
博
に
お
け
る
吉
村
の
活
動
に
つ
い
て
寄
記
資
料
や
各
種
記
録
を
元
に
振
り

返
っ
た
。
今
後
は
せ
ん
い
館
の
造
形
物
と
動
物
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
と
の
関
係
、

日
本
館
や
古
河
館
の
作
品
と
万
博
前
後
の
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
と
の
関
係
な
ど
、
本
論

で
触
れ
な
か
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
貫
通
の
活
動
に

つ
い
て
も
、
店
舗
デ
ザ
イ
ン
や
映
像
・
音
響
計
画
な
ど
、
記
録
写
真
や
資
料
は
残
さ
れ

て
い
る
が
、
実
情
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
な
ど

－ 53 －－ 53 －



も
含
め
て
可
能
な
限
り
調
査
を
続
け
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
没
後
十
年
を
経
て
、
吉

村
益
信
の
調
査
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

写
真
ク
レ
ジ
ッ
ト

口
絵
12
～
23
、
図
８　

提
供
：
大
阪
府

図
２
～
７
、９
～
12　

吉
村
益
信
作
家
資
料（
寄
託
）

※	

参
考
図
版
７
、９
～
11
に
つ
い
て
は
作
家
資
料
に
含
ま
れ
た
ネ
ガ
をO

M
EGA

	

PO
IN

T

井
部
治
氏
の
ご
協
力
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
た
も
の
。
今
後
、

O
M

EGA
	PO

IN
T

よ
り
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」
本
番
の
音
源
をLP/CD

と
し
て
発
売

予
定
。

註
1　

吉
村
益
信
が
神
奈
川
県
秦
野
市
で
２
０
１
１
年
に
亡
く
な
っ
た
時
点
で
遺
さ
れ
た
作
品
お
よ

び
資
料
は
現
在
遺
族
に
代
わ
り
個
人
が
管
理
を
務
め
て
い
る
。
一
部
の
作
品
と
紙
資
料
に
つ

い
て
、
令
和
３
年
度
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
IV
「
池
田
栄
廣
生
誕　

１
２
０
年
・
吉
村
益
信
没
後

10
年　

革
新
と
前
衛
の
美
術
」（
２
０
２
１
年
12
月
24
日
～
２
０
２
２
年
２
月
14
日
）
の
調
査

及
び
出
品
の
た
め
借
用
し
、
令
和
４
年
度
の
収
集
委
員
会
に
て
寄
託
を
決
定
し
た
。
同
氏
は

没
後
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
作
品
を
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
紙
資
料
の
分
類
や
目
録
作
成
、

立
体
お
よ
び
平
面
作
品
の
吉
村
個
展
図
録
と
の
照
合
等
の
、
一
次
調
査
を
進
め
て
お
り
、
当

館
が
ス
ム
ー
ズ
に
調
査
・
研
究
・
展
示
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
。
紙
媒
体
を
中
心
と
し
た
寄

記
資
料
の
管
理
と
保
護
は
未
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
で
、
今
後
は
適
切
な
ア
ー
カ
イ
ブ

化
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
同
氏
が
引
き
続
き
管
理
し
て
い
る
立
体
・

平
面
作
品
群
に
つ
い
て
は
、
継
続
調
査
や
共
同
調
査
が
望
ま
れ
る
。

註
2　

大
阪
府
の
所
蔵
す
る
大
阪
万
博
の
写
真
記
録
に
つ
い
て
は
万
博
記
念
公
園
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
を
介
し
て
調
査
し
た
。
ま
た
大
阪
市
の
所
蔵
す
る
万
博
関
連
資
料
は
大
阪
中

之
島
美
術
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
情
報
室
よ
り
ア
ク
セ
ス
し
た
。

註
3　

当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
や
本
論
執
筆
に
お
い
て
参
考
に
し
た
調
査
研
究
は
、
以
下
の
通
り
。

　
　
　

１

－

川
崎
弘
二
「
日
本
万
国
博
覧
会
の
電
子
音
楽　

第
一
巻　

せ
ん
い
館
」
２
０
２
１
年
２
月

28
日
、engine	books

（
以
下
に
付
録
、
C
D
「
湯
浅
譲
二
／EX

PO
ʼ70

「
せ
ん
い
館
」
の
た

め
の
音
楽
」発
行
：
ス
リ
ー
シ
ェ
ル
ズ
）

　
　
　

２
－

C
D
松
平
頼
暁　

他
「
大
阪
万
博
お
祭
り
広
場
・
夜
の
イ
ベ
ン
ト
」　

２
０
２
０
年
11

月
13
日
、O

M
EGA

	PO
IN

T

、
解
説
：
川
崎
弘
二

　
　
　
「
ビ
ー
ム
で
貫
通
」の
音
源（
一
部
）が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

３

－

C
D	Joji	Y

uasa	

（
湯
浅
譲
二
）　

他
「
大
阪
万
博
・
せ
ん
い
館
の
音
楽
」
２
０
１
１
年

９
月
30
日
、
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ト
、O

M
EGA

	PO
IN

T

　
　
　
「
カ
ラ
フ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
音
楽
」「
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ー
ル
ド
の
音
楽
」「
オ
ブ
ジ
ェ「
大
ガ
ラ
ス
」
の

声
」な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

註
4　

前
掲
３

－

１
お
よ
び
３

－

３
の
解
説
に
拠
る
。

註
5　

畠
中
実
「E.A

.T
.

に
お
け
る
音
楽
／
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
実
験
」「E.A

.T
.　

芸
術
と
技
術

の
実
験
」	-	N

T
T
	

イ
ン
タ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
［ICC

］、
２
０
０
３
年
、

N
T
T

出
版
、
１
４
２
頁

註
6　

１
９
６
９
年
10
月
28
日
付
。
全
９
頁
。
吉
村
の
筆
跡
に
よ
る
。
巻
末
に
「Y

O
SH

IM
U
RA

＆
PERFU

M
ERS

（CA
ST

：
吉
村
益
信
、
大
西
清
自
、
樋
口
誠
一
郎
、
小
林
は
く
ど

う
）VERT

ICA
L	D

ESIGN
	LA

BO
,	Project	for	PEPSI,	ʼ69

28	O
CT

.

）」
と
あ
る
。

PERFU
M

ERS

はPERFO
RM

ERS

の
も
じ
り
か
。

註
7　

前
掲
３

－

２
の
解
説
、
お
よ
び
吉
村
益
信
「EX

PO

と
状
況
芸
術
」、「
状
況
芸
術
」
第
４
回
、

店
舗
デ
ザ
イ
ン
、
１
９
７
０
年
11
月

註
8　

東
野
芳
明「
反
論
せ
よ
！
『
万
博
参
加
』の
芸
術
家
た
ち
」「
虚
像
の
時
代　

東
野
芳
明
美
術
批

評
選
」東
野
芳
明
著
、
松
井
茂
編
、
伊
村
靖
子
編
、
河
出
書
房
新
社
、
２
０
１
３
年
、
２
８
１

頁（
初
出
：『
潮
』１
２
４
号
、
１
９
７
０
年
４
月
、
潮
出
版
社
）

註
9　

菅
章「
ネ
オ
・
ダ
ダ
の
逆
説　

反
芸
術
と
芸
術
」み
す
ず
書
房
、
２
０
２
２
年
、
２
０
４
頁

註
10　

貫
通
は
渋
谷
区
南
平
台
に
か
つ
て
あ
っ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
を
拠
点
と
し
た
。
大
阪
中

之
島
美
術
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
情
報
室
が
管
理
す
る
具
体
美
術
資
料
委
員
会
旧
蔵
資
料
「
運
営
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事
務
文
書
類
（
具
体
美
術
ま
つ
り
）、
１
９
７
０

－

１
９
７
１
、undated

」
の
内
、「
株
式
会

社
貫
通
吉
村
氏
よ
り
具
体
美
術
運
営
会　

吉
田
稔
郎
宛
」
に
含
ま
れ
る
登
記
簿
（
登
記
証
明

１
９
７
１
年
６
月
15
日
）
に
よ
れ
ば
、「
株
式
会
社
貫
通　

渋
谷
区
道
玄
坂
１

－

21

－

６　

東

急
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
66
号
室
」
と
登
録
さ
れ
て
い
た
。
同
書
類
は
「
お
祭
り
広
場
」
に
お
け
る
イ

ベ
ン
ト
の
経
理
役
を
務
め
て
い
た
吉
田
稔
郎
と
支
払
い
手
続
き
の
た
め
に
発
行
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

註
11　

吉
村
益
信
「EX

PO
ʼ70	SEN

I-K
A
N

・C&
Cʼ	D

ISPLA
Y

　

PLA
N
N
IN

G

（
展
示
計
画
説

明
書
）」１
９
６
９
年
９
月
21
日
付
。
全
10
頁
。
こ
ち
ら
に
は
貫
通
の
署
名
は
な
い
。

註
12　

同
上

註
13　

同
上

註
14　

吉
村
が
帰
国
後
に
手
が
け
た
一
連
の
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
作
品
の
内
、《
ザ
・
ラ
イ
ト
》（
66
年
「
空

間
か
ら
環
境
へ
」
展
に
出
品
、
現
存
せ
ず
）、《
カ
ラ
ー
・
ミ
キ
サ
ー
》（
68
年
「
現
代
の
空
間	

ʼ68　

光
と
環
境
」展
に
出
品
、
現
存
せ
ず
）、《
ラ
イ
ト
・
オ
ン
・
メ
ビ
ウ
ス
》（
68
年
、
当
館
蔵
）

な
ど
に
光
源
が
明
滅
す
る
リ
レ
ー
ス
イ
ッ
チ
の
仕
組
み
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

註
15　

前
掲
３

－

３
解
説
に
よ
れ
ば
、
湯
浅
譲
二
の
代
表
的
な
電
子
音
楽
作
品
「
ホ
ワ
イ
ト
ノ
イ
ズ

の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
エ
セ
ム
プ
ラ
ス
テ
ィ
ク
」
を
変
調
し
た
音
が
使
用
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
。

註
16　

松
本
俊
夫
「
狂
気
と
エ
ロ
ス
的
体
験
の
場
―
せ
ん
い
館
」
美
術
手
帖
１
９
７
０
年
５
月
号
、

１
０
０
頁

註
17　

同
上
、
84
頁

註
18　

吉
村
益
信
「
貫
通
と
状
況
芸
術
」、「
状
況
芸
術
」
第
１
回
、
店
舗
デ
ザ
イ
ン
、
１
９
７
０
年
８

月

註
19　

貫
通
グ
ル
ー
プ
「
イ
ン
テ
リ
ア
・
パ
ッ
ク
１
」、「
状
況
芸
術
」
第
８
回
、
店
舗
デ
ザ
イ
ン
、

１
９
７
１
年
３
月　

　
　
　

引
用
は
吉
村
の
執
筆
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
貫
通
で
は
メ
ン
バ
ー
が
ア
イ
デ
ア
を
出

し
合
っ
て
運
営
し
た
た
め
、
執
筆
者
や
制
作
の
主
語
は
し
ば
し
ば
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。
せ

ん
い
館
の
計
画
書
、
お
よ
び
実
現
し
な
か
っ
た
ペ
プ
シ
館
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
提
案
書
は
複
数
名

で
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
遺
さ
れ
た
青
焼
き
の
筆
跡
は
吉
村
の
も
の
で
あ
り
、
貫
通
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
総
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
企
画
の
主
体
は
吉
村
と
捉
え
て

よ
い
。

註
20　

せ
ん
い
館
の「
鴉
」と
吉
村
益
信《
大
ガ
ラ
ス
》の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　

木
村
絵
里
子
「
日
本
万
国
博
覧
会EX

PO
ʼ70

と
吉
村
益
信
《
大
ガ
ラ
ス
》
の
成
立
に
つ
い
て
」

横
浜
美
術
館
研
究
紀
要
第
19
号
、
２
０
１
８
年

註
21　

東
野
芳
明
、
秋
山
邦
晴
、
山
口
勝
弘
、
小
松
左
京
ら
に
よ
り
、
万
博
で
想
定
さ
れ
る
イ
ヴ
ェ

ン
ト
に
即
し
た
「
諸
装
置
及
び
電
子
計
算
機
を
用
い
た
集
中
的
機
構
の
研
究
・
調
査
」
を
目
的

に
結
成
さ
れ
た
。
機
械
に
よ
る
統
御
シ
ス
テ
ム
と
共
に
光
、
音
、
水
、
色
彩
、
空
気
な
ど
が

生
み
出
す
新
た
な
視
聴
覚
・
触
覚
体
験
の
創
出
を
企
図
し
た
。
磯
崎
が
会
場
デ
ザ
イ
ン
を
担

当
し
た「
空
間
か
ら
環
境
へ
」展（
１
９
６
６
年
、
松
屋
銀
座
）の
出
品
作
家
が「
イ
ヴ
ェ
ン
ト

調
査
委
員
会
」
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
展
は
万
博
に
向
け
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
一

つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

註
22　

磯
崎
新「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
芸
術
・
体
制
」、
東
野
芳
明「
芸
術
の
す
す
め
」（「
学
問
の
す
す
め

22
」）１
９
７
２
年
、
筑
摩
書
房
、
１
５
８
頁

　
　
　

同
書
で
磯
崎
は
「
お
祭
り
広
場
」
の
計
画
に
つ
い
て
、
報
告
書
「
お
祭
り
広
場
を
中
心
と
し
た

外
部
空
間
に
お
け
る
、
水
、
音
、
光
な
ど
を
利
用
し
た
綜
合
的
演
出
機
構
の
研
究
」（
１
９
６
７

年
）か
ら
引
用
し
て
い
る
。

註
23　

同
上
、
１
６
２
頁

註
24　

岡
本
太
郎
「〈
お
祭
り
広
場
〉
で
は
な
く
〈
ま
つ
り
の
広
場
〉
を
」「
磯
崎
新
建
築
論
集
８　

制

作
の
現
場
―
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
位
相
」
２
０
１
５
年
、
岩
波
書
店
、
76
頁
（
原
典
：「
お
祭
り

広
場
を
中
心
と
し
た
外
部
空
間
に
お
け
る
、
水
、
音
、
光
な
ど
を
利
用
し
た
綜
合
的
演
出
」

１
８
８

－

８
９
頁
）

註
25　

前
掲
22
、
１
６
７
頁
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註
26　

浜
田
郷「
広
場
と
状
況
芸
術（
実
例
）広
場
概
論
と
そ
の
実
例（
Ⅰ
）
～（
Ⅲ
）」、「
状
況
芸
術
」

第
３
回
、
店
舗
デ
ザ
イ
ン
、
１
９
７
０
年
10
月
、
97
頁

註
27　

同
上

註
28　

前
掲
７
、「
状
況
芸
術
」第
４
回

註
29　

朝
日
新
聞
へ
の
寄
稿
文
「
お
祭
り
広
場
か
管
理
広
場
か
」
の
手
書
き
原
稿
に
よ
る
。「
ラ
イ
ト

ハ
ウ
ス
」
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
校
正
時
に
吉
村
に
よ
り
削
除
さ
れ
て
い
た
が
、
十
分
な
時

間
の
経
過
が
認
め
ら
れ
る
た
め
こ
こ
に
記
す
。

註
30　

吉
村
益
信「
お
祭
り
広
場
か
管
理
広
場
か
」１
９
７
０
年
８
月
11
日
夕
刊
７
面
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図１
吉村益信《反物質；ライト・オン・メビウス》
1968年ステンレス､ 点滅灯 大分県立美術館蔵

図２
吉村益信《反物質「ライト オン メビュース」Ⅱ（トライアン
グル）》図面
作家資料

図３
吉村益信《オーロラマ》図面（展示風景）
作家資料

図４
貫通メンバー
作家資料

図５
ペプシ館計画書　作家資料

図６
せんい館 展示計画説明書
作家資料
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図７
お祭り広場 夜のイベント「ビームで貫通」
作家資料

「ビームで貫通」
提供：大阪府

図９
「ビームで貫通」
作家資料

図11
「ビームで貫通」
作家資料

図10
「ビームで貫通」
作家資料

図12
万国博美術館「ホーム・マイ・ホーム」
作家資料
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朝
倉
文
夫《
墓
守
》（
一
九
一
〇
年
）に
つ
い
て 

梶
原
　
麻
奈
未

　

彫
塑
界
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
活
躍
し
た
朝
倉
文
夫
（
一
八
八
三

－

一
九
六
四

年
）
は
、
自
然
主
義
的
で
写
実
的
な
作
品
を
制
作
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
朝
倉

の
制
作
を
支
え
た
の
は
、
工
部
美
術
学
校
時
代
以
来
の
、
自
然
（
対
象
）
に
学
ぶ
、
再

現
主
義
の
姿
勢（

註
１
）だ

っ
た
。
初
期
に
は
《
進
化（

註
２
（》（

一
九
〇
七
年
）
や
《
山
か
ら
き
た
男
》

（
一
九
〇
九
年
）
の
よ
う
に
現
実
か
ら
離
れ
た
像
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
か

ら
抜
け
出
し
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
一
〇
年
の
《
墓
守
》（
口
絵
24
）
の
制
作
だ
っ
た
。

以
後
、
個
人
の
内
面
の
表
現
が
流
行
す
る
中
で
あ
っ
て
も
朝
倉
は
、
自
身
の
再
現
主
義

の
姿
勢
を
生
涯
に
渡
り
貫
い
た
。

　

本
論
で
は
、
再
現
主
義
を
支
え
る
東
洋
的
な
自
然
観
が
朝
倉
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

こ
の
思
想
が
、
現
実
の
対
象
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
写
そ
う
と
す
る
立
場
を
支
え
た
こ
と

に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
朝
倉
に
よ
る
東
洋
の
美
学
の
発
信
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
朝
倉
が
《
墓
守
》
の
モ
デ
ル
を
見
出
し
た
際
、
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ

（
一
八
二
八

－

一
九
一
〇
年
）
に
似
て
い
る
と
評
し
た
こ
と
の
背
景
を
説
明
す
る
。
つ

ま
り
日
本
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
の
一
端
を
示
す
。

一　

朝
倉
の
再
現
主
義
を
支
え
た
自
然
観
と
美

　

人
間
や
動
物
を
現
実
に
即
し
て
再
現
す
る
こ
と
の
土
台
と
な
る
考
え
方
が
、
朝
倉
の

思
索
的
な
文
章
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
一
九
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た

『
私
の
人
生
訓
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
小
説
家
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
五
十
名
の
体
験
の

中
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
言
葉
を
集
め
た
本
で
あ
る
。
朝
倉
は
、
落
第
と
中
退
と
い
う
挫

折
の
後
、
奮
起
す
る
中
で
、
人
間
は
自
然
の
法
則
に
従
う
べ
き
と
い
う
思
想
を
意
識
化

し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　

既
往
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
現
代
の
学
制
か
ら
す
れ
僕
は
手
徹
頭
徹
尾
裏

道
ば
か
り
歩
行
ん
で
華
や
か
な
学
生
生
活
と
は
離
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
こ
の
我

儘
者
に
は
当
然
の
帰
結
で
、
そ
の
反
面
人
間
の
自
由
と
い
ふ
も
の
を
取
り
返
し

た
の
は
割
合
に
早
か
っ
た
。
芸
術
の
世
界
で
、
そ
の
対
照
で
あ
る
宏
大
無
辺
の

大
自
然
に
打
つ
勝
っ
て
み
る
と
、
い
つ
し
か
素
直
な
境
地
を
見
出
し
て
、
構
想

的
作
為
的
な
仕
事
を
重
苦
し
く
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
西
洋
の
哲
人

よ
り
東
洋
の
聖
賢
の
言
葉
の
方
が
、
遙
か
に
自
由
で
し
か
も
洗
練
さ
れ
て
い
る

や
う
に
思
は
れ
て
き
た
。

　
　
　
　

僕
の
最
も
尊
奉
し
て
い
る
言
葉
は
老
子
の
「
道
法
自
然
」（
道
を
自
然
に
な

ら
う
。
又
は
道
を
自
然
に
の
っ
と
る
）
又
「
玄
の
又
玄
」（

註
３
）、

こ
れ
も
好
き
な
言
葉

だ（
註
４
）。

　
「
道
法
自
然
」
は
、『
老
子
』
第
二
十
五
章
終
わ
り
の
「
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、

道
法
自
然
」（

註
５
）　の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
道
」
の
上
位
概
念
と
し
て
「
自
然
」
が
あ
る

の
で
は
な
く
、「
道
」
の
あ
り
方
は
「
自
然
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
道
」

を
手
本
と
す
る「
天
」も
、「
天
」を
手
本
と
す
る「
地
」も
、「
地
」を
手
本
と
す
る「
人
」

も
、
結
局
は
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を
模
範
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
の
歩
む

べ
き
は
自
然
の
法
則
に
従
う
べ
き
で
、
人
為
を
加
え
て
は
い
け
な
い
と
言
う
意
味
で
あ

る（
註
６
）。

こ
こ
に
朝
倉
に
と
っ
て
の
、
自
然
が
果
た
す
役
割
な
ら
び
に
自
然
と
人
と
の
関
係
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が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

出
版
年
が
前
後
す
る
が
、
一
九
三
四
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
「
古
美
術
と
新
美
術
」

で
は
、
さ
ら
に
自
然
と
作
品
、
美
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
朝
倉
は
、

古
美
術
と
現
代
美
術
の
優
劣
よ
り
も
芸
術
上
大
切
な
こ
と
が
あ
る
と
考
え
た
。
自
然
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
真
や
美
を
表
現
し
た
も
の
こ
そ
永
遠
の
芸
術
で
あ
り
、
自
然
を
対

象
に
制
作
し
た
作
品
が
ま
た
自
然
の
一
部
を
な
す
よ
う
な
も
の
が
理
想
で
あ
る
と
い
う

考
え
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
自
然
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
扱
つ
た
も
の
は
永

遠
に
生
命
が
あ
る
と
思
ふ
。
古
美
術
と
い
っ
て
も
色
ん
な
分
野
が
あ
り
、
い
き

な
り
自
然
の
写
実
に
迫
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
単
な
る
形
式
だ
け
を
倣
っ
た
も

の
も
あ
ら
う
。
真
の
芸
術
は
古
い
も
新
し
い
も
な
い
。
永
遠
性
を
も
っ
て
い
る
。

自
然
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
真
や
美
を
表
現
し
た
も
の
こ
そ
、
永
遠
の
芸
術
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
芸
術
が
北
極
化
し
、
形
式
化
す
る
と
き
、
そ

の
本
然
の
姿
に
芸
術
を
還
元
す
る
も
の
は
。
常
に
偉
大
な
る
自
然
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
私
は
対
象
と
し
て
何
時
ま
で
も
研
究
を
深
め
て
い
た
い
。

あ
る
年
齢
的
な
も
の
ゝ
来
た
時
、
理
想
に
進
む
と
し
て
も
、
現
在
は
飽
く
ま
で

自
然
に
突
入
し
、
沈
潜
し
た
い
と
思
ふ
。
私
の
し
た
こ
と
が
自
然
の
一
部
を
な

す
ま
で
に
進
め
ば
私
は
芸
術
家
と
し
て
多
幸
な
目
的
を
遂
げ
る
と
い
は
ね
ば
な

ら
な
い
。
古
典
精
神
も
、
近
代
精
神
も
な
い
。
そ
こ
に
は
唯
だ
「
人
」
が
あ
る

ば
か
り
で
あ
る（

註
７
）。　

　
「
古
美
術
と
新
美
術
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
像
の
形
を
作
り
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
に
関
す
る
説
明
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
十
二
月	

二
十
三
日
に
日
本
経
済

新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
私
の
履
歴
書
」
に
お
い
て
朝
倉
は
、
写
実
の
重
要
性
に
つ
い
て

述
べ
た
。
こ
の
記
事
は
、
朝
倉
が
《
墓
守
》
を
節
目
と
す
る
制
作
態
度
の
変
化
に
つ
い

て
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
倉
は
、
自
然
を
自
然
の
と
お
り
に
写
す
こ
と
を
理
想
と

し
た
が
、
初
期
作
品
で
は
他
の
要
因
を
盛
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

は
じ
め
私
は
相
当
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
要
素
の
多
い
作
品
を
つ
く
っ
て
い
た
。

私
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
自
然
を
自
然
の
通
り
に
現
わ
す
の
で
は
満

足
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
自
然
と
ち
が
っ
た
も
の
を
つ
く
る
の
で
も
な
く
、
何

か
も
っ
と
他
の
要
因
を
盛
っ
た
制
作
が
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
私

は
当
時
、
進
化
論
に
没
頭
し
て
い
た
。（
中
略
）
そ
こ
で
人
間
が
ま
だ
今
よ
り

は
る
か
に
動
物
的
で
、
知
識
よ
り
も
感
覚
が
す
ぐ
れ
て
い
た
と
き
の
状
態
を
考

え
、
音
や
光
に
驚
く
男
性
に
は
反
抗
を
示
す
気
持
ち
が
あ
る
だ
ろ
う
と
か
、
女

性
は
お
そ
れ
お
の
の
い
て
身
体
を
丸
く
す
く
め
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
ま
だ
誰

も
手
を
つ
け
た
こ
と
の
な
い
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
私
の
卒
業
制
作

だ
っ
た
。
題
は「
進
化
」と
つ
け
た
。

　
　
　
　

翌
年
は
、
平
和
な
山
の
人
間
が
馬
に
薪
や
炭
を
積
ん
で
町
に
来
る
姿
を
赤

裸
々
に
表
現
し
よ
う
と
「
山
か
ら
来
た
男
」
を
出
品
し
た
。
非
常
に
素
朴
な
感

じ
だ
が
、
同
時
に
そ
う
い
う
真
の
素
朴
さ
の
中
に
宿
る
一
種
の
す
ご
み
、
そ
う

い
う
も
の
を
現
わ
し
た
い
と
思
っ
た（

註
８
）。

　
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
要
素
の
多
い
作
品
」
と
は
、『
私
の
人
生
訓
』
の
言
葉
で
言
え
ば
、

構
想
的
作
為
的
な
仕
事
の
こ
と
で
あ
る
。《
進
化
》（
一
九
〇
七
年
）や《
山
か
ら
来
た
男
》

（
一
九
〇
九
年
）は
、
朝
倉
に
と
っ
て
自
分
の
主
観
、
主
題
の
強
い
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、

自
分
の
考
え
て
い
る
作
品
よ
り
も
自
然
の
方
が
良
く
見
え
て
し
ま
っ
た
。
朝
倉
の
言
葉

に
よ
れ
ば
、
当
時
、
主
観
と
客
観
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
い
い
加
減
な
作
品
が
で
き
あ

が
っ
て
い
た
が
、
一
九
一
〇
年
の
《
墓
守
》
制
作
で
一
変
し
た
。
こ
の
時
朝
倉
は
、
構
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想
や
作
為
抜
き
で
、
モ
デ
ル
に
な
っ
た
墓
守
が
自
然
体
で
い
る
様
子
を
と
ら
え
て
制
作

し
た
。
朝
倉
本
人
の
言
う
と
こ
ろ
の
、「
純
客
観
」の
立
場
で
あ
る（

註
９
）。

　
《
墓
守
》
の
制
作
が
は
か
ど
っ
た
際
、
俳
句
好
き
で
も
あ
っ
た
朝
倉
は
、
正
岡
子
規

（
一
八
六
七

－

一
九
〇
二
年
）
が
論
じ
た
純
客
観
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気

づ
き
、
そ
の
後
は
主
観
と
決
別
し
て
客
観
主
義
に
徹
す
る
よ
う
に
な
っ
た

）
１０

（
註

。
朝
倉
が
共

感
し
た
正
岡
は
、
目
に
見
え
る
実
際
の
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
制
作
を
良
し
と
し

た
俳
人
で
あ
り
、
一
八
九
二
年
に
は
「
実
景
を
俳
句
に
す
る
味
を
悟
つ
た

）
１１

（
註

」
と
述
べ
て

い
る

）
１註

（
註

。
朝
倉
は
、《
墓
守
》
制
作
後
、
一
九
一
一
年
二
月
か
ら
九
月
の
南
洋
旅
行
で
自

然
を
相
手
に
客
観
の
態
度
を
固
め
、
帰
国
後
は
《
産
後
の
猫
》（
一
九
一
一
年
）
や
《
土

人
の
顔
》（
一
九
一
一
年
）を
制
作
し
、客
観
に
徹
底
し
て
主
観
的
態
度
に
は
戻
ら
な
か
っ

た
）
１註

（
註

。

　

こ
の
よ
う
な
朝

倉
の
再
現
主
義
か

ら
す
る
と
意
外
な

こ
と
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、

《
墓
守
》
の
造
形

上
の
抽
象
性
は
高

い
。
こ
の
作
品
は
、

写
真
の
よ
う
に
細

部
ま
で
写
実
的
な

像
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
一
定
の

要
素
を
強
調
し
た

像
で
あ
る
。
表
面

の
仕
上
が
り
を
間
近
で
見
る
と
、
土
の
つ
け
方
の
粗
さ
が
目
立
つ
。
そ
の
意
味
で
写
実

か
ら
は
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
距
離
を
と
っ
て
全
体
の
像
と
し
て
見
る
と
、
い
か
に
も

動
き
出
し
そ
う
な
、
本
物
の
人
間
ら
し
い
姿
と
独
特
な
存
在
感
が
際
立
つ
こ
と
が
わ
か

る
。《
墓
守
》に
見
ら
れ
る
荒
い
土
の
つ
け
か
た
は
、そ
の
後
、《
若
き
日
の
影
》（
一
九
一
二

年
）（
図
２
）
等
で
は
抑
え
ら
れ
、
や
が
て
《
新
秋
の
作
》（
一
九
二
七
年
）（
図
３
）
の
よ

う
に
、
よ
り
皮
膚
が
な
め
ら
か
に
見
え
る
像
へ
と
移
行
す
る
。
土
の
つ
け
か
た
と
抽
象

性
と
い
う
点
で
も
ま
た
、《
墓
守
》は
転
機
と
な
る
作
品
だ
っ
た
。

二  

日
本
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
の
一
端

　
《
墓
守
》の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
、
天
王
寺
墓
地
の
墓
守
の
老
人
だ
っ
た
。
朝
倉
は
、

上
京
後
一
九
〇
三

－

一
九
〇
七
年
の
五
年
間
、
東
京
美
術
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
通
学

時
に
ト
ル
ス
ト
イ
に
似
た
墓
守
を
目
に
し
て
い
た
。

　　
　
　
　

私
は
五
年
間
、
学
校
へ
通
っ
て
い
る
間
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

よ
う
な
顔
を
し
た
墓
守
の
老
人
を
見
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
会
っ
て
か
ら
七
年
目

ぐ
ら
い
だ
っ
た
ろ
う
。
私
は
こ
の
老
墓
守
を
作
り
た
く
て
モ
デ
ル
に
な
っ
て
く

れ
る
よ
う
頼
ん
だ

）
１註

（
註

。

　

	

朝
倉
が
一
九
〇
九
年
に
モ
デ
ル
を
依
頼
し
た
人
物
は
、
田
辺
半
次
郎
と
い
う
名
で
、

数
え
年
の
七
十
六
歳
で
あ
り
、
死
ん
だ
娘
を
弔
う
た
め
に
墓
守
に
な
っ
て
い
た

）
１５

（
註

。
朝
倉

が
田
辺
を
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
よ
う
な
顔
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
当
時
、
日
本
に
肖
像
が

紹
介
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
小
説
や
評
論
は
、
一
九
〇
三
年
ま
で
に
約
四
十
篇
の

翻
訳	
が
発
表
さ
れ
て
い
た

）
１６

（
註

。
肖
像
写
真
は
、
徳
富
蘆
花
に
よ
る
一
八
九
七
年
の『
十
二

文
豪	

ト
ル
ス
ト
イ

）
１註

（
註

』
や
外
交
専
門
誌
で
あ
る
『
外
交
時
報
』
の
一
九
〇
二
年
九
月
号

）
１註

（
註

に

掲
載
さ
れ
、
一
九
〇
三
年
に
発
行
さ
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
著
『
万
国
平
和
会
議
評
言	

：	

一

図２　若き日の影

図３　新秋の作
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名
・
軍
備
全
廃
論

）
１註

（
註

』と『
人
生
之
意
義

）
註０

（
註

』等
に
は
同
じ
肖
像
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、

作
者
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
肖
像
の
挿
絵
が
一
九
〇
三
年
出
版
の
『
人
道
之
偉
人
』
に

掲
載
さ
れ
た

）
註１

（
註

。
い
ず
れ
の
写
真
も
挿
絵
も
、
豊
か
な
あ
ご
ひ
げ
を
生
や
し
、
厳
か
な
表

情
を
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
像
で
あ
る
。
こ
う
し
た
像
を
基
に
、
朝
倉
は
文
豪
に
似
た
人

物
と
し
て
田
辺
に
注
目
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
〇
四
年
に
は
日
露
戦
争
の
た
め
ト
ル
ス
ト
イ
が
さ
ら
に
注
目
さ

れ
、
同
年
に
日
高
有
隣
堂
が
刊
行
し
た
『
ト
ル
ス
ト
イ
の
日
露
戰
爭
觀

）
註註

（
註

』
の
口
絵
に
イ

リ
ヤ
・
レ
ー
ピ
ン
（
一
八
四
四
―

一
九
三
〇
年
）
に
よ
る
《
裸
足
の

ト
ル
ス
ト
イ
》（
一
九
〇
一
年
）（
図

４
）
が
掲
載
さ
れ
た

）
註註

（
註

。
ロ
シ
ア
の

民
族
衣
装
を
身
に
着
け
た
、
や
は

り
厳
か
な
表
情
の
像

（
　註

（
註

で
あ
る
。
一

方
、《
墓
守
》の
人
物
像
は
、
着
物

を
着
て
、
表
情
は
柔
ら
か
い
。
将

棋
を
見
て
無
心
に
笑
う
田
辺
を
朝

倉
が
「
純
客
観
の
立
場

）
註５

（
註

」
で
制
作

し
た

（
　註

（
註

と
お
り
で
あ
る
。

ま
と
め

　

朝
倉
は
老
子
の
自
然
観
に
共
鳴
し
、
そ
こ
か
ら
理
想
と
す
る
芸
術
を
展
開
し
て
い
た
。

朝
倉
に
と
っ
て
、
自
然
で
あ
る
こ
と
を
模
範
と
す
る
人
が
、
自
然
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
美
を
表
現
し
た
も
の
こ
そ
永
遠
の
芸
術
で
あ
り
、
作
品
は
自
然
の
一
部
を
な
す
よ
う

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
然
を
自
然
の
と
お
り
に
写
し
た
作
品
こ
そ
が
理
想

だ
っ
た
。
こ
の
自
然
主
義
の
途
上
で
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
像
は
模
倣
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、

《
墓
守
》で
は
モ
デ
ル
の
実
際
の
特
徴
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註
１　

		《
闇
》（
一
九
〇
八
年
）
以
降
の
朝
倉
の
自
然
主
義
の
定
義
と
発
展
に
つ
い
て
『
日
本
近
代
彫
塑

の
巨
匠　

朝
倉
文
夫
』（
第
四
号
、
朝
倉
文
夫
記
念
館
、
十
四

－

十
七
頁
）を
参
照
。

註
２　
《
進
化
》は
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
の
卒
業
制
作
の
作
品
で
あ
る
。

註
３　

		「
玄
の
又
玄
」（
宇
佐
美
灊
水
校
訂
『
老
子
道
徳
眞
經
』
第
一
巻
、
須
原
屋
平
助
刊
、
一
七
七
〇

年
、
第
一
章
）
は
、
奥
深
い
神
秘
の
さ
ら
に
奥
深
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
天
地
が
そ
こ
か
ら
出

て
き
た
と
こ
ろ
、
一
切
万
物
が
そ
こ
を
通
っ
て
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
に
老
子
の

考
え
た「
道
」が
潜
ん
で
い
る（
神
塚
淑
子『
老
子
：〈
道
〉へ
の
回
帰
』岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、

百
十
八

－

百
十
九
頁
）。

註
４　

		

朝
倉
文
夫
「
我
儘
か
ら
自
由
へ
」『
私
の
人
生
訓
』
誠
文
堂
新
光
社
編
・
発
行
、
一
九
五
二
年
、

一
八
四
頁
。

註
５　

前
掲
註（
３
）宇
佐
美
灊
水
校
訂『
老
子
道
徳
眞
經
』第
一
巻
、
第
二
十
五
章
。

註
６　

前
掲
註（
３
）神
塚
淑
子『
老
子
：〈
道
〉へ
の
回
帰
』百
二
十
二
頁
。

註
７　

		

朝
倉
文
夫「
古
美
術
と
新
美
術
」『
彫
塑
余
滴
』岡
倉
書
房
、
一
九
三
四
年
、
百
十
三
頁
。
初
出

不
明
。

註
８　

		

朝
倉
文
夫
「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」『
日
本
經
濟
新
聞
』
一
九
五
八
年
十
二
月

二
十
三
日
、
第
十
二
面
。

註
９　

前
掲
註（
８
）朝
倉
文
夫「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」第
十
二
面
。

註
10　

前
掲
註（
８
）朝
倉
文
夫「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」第
十
二
面
。

註
11　

獺
祭
書
屋
主
人『
獺
祭
書
屋
俳
句
帖
妙
』上
巻
、
俳
書
堂
、
文
淵
堂
、
一
九
〇
二
年
、
十
五
頁
。

図４　トルストイ著、加藤直士 訳
　　　『トルストイの日露戰爭觀』
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註
12　

		

復
本
一
郎
『
正
岡
子
規
伝
―
わ
が
心
世
に
し
の
こ
ら
ば
―
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
、

一
〇
七
頁
。

註
13　

前
掲
註（
８
）朝
倉
文
夫「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」第
十
二
面
。

註
14　

前
掲
註（
８
）朝
倉
文
夫「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」第
十
二
面
。

註
15　

堀
正
三『
朝
倉
文
夫
の
青
春
』国
文
社
、
一
九
七
六
年
、
百
十
一

－

百
十
三
頁
。

註
16　

		

溝
渕
園
子
「
戦
争
が
描
く
『
コ
ー
カ
サ
ス
の
と
り
こ
』	：	

日
露
戦
争
期	

の
日
本
に
お
け
る
ト
ル

ス
ト
イ
受
容
の
一
面
」『
国
際
化
時
代
の
異
文
化
受
容	L'acculturation	dans	les	époques	

d'internationalisation

』寺
田
光
徳
編
、
熊
本
大
学
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
九
頁
。

註
17　

		

徳
富
健
次
郎
『
十
二
文
豪	

ト
ル
ス
ト
イ
』
民
友
社
、
一
八
九
七
年
、
写
真
掲
載
の
頁
に
番
号

記
載
な
し
。
写
真
の
撮
影
者
不
明
。

註
18　

		『
外
交
時
報
』
外
交
時
報
社
、
一
九
〇
二
年
、
第
五
十
六
号
、
写
真
掲
載
頁
に
番
号
記
載
な
し
。

写
真
の
撮
影
者
不
明
。

註
19　

		

ト
ル
ス
ト
イ
著
、
神
東
惇
訳
『
万
国
平
和
会
議
評
言	

：
一
名
・
軍
備
全
廃
論
』
経
世
社
、

一
九
〇
三
年
、
写
真
掲
載
の
頁
に
番
号
記
載
な
し
。
写
真
の
撮
影
者
不
明
。

註
20　

		

ト
ル
ス
ト
イ
著
、
神
東
惇
訳
『
人
生
之
意
義
』
経
世
社
、
一
九
〇
三
年
、
写
真
掲
載
の
頁
に
番

号
記
載
な
し
。
写
真
の
撮
影
者
不
明
。

註
21　

		

東
京
評
論
社
編『
人
道
之
偉
人
』中
庸
堂
、
一
九
〇
一
年
、
三
十
八
頁
。
挿
絵
の
横
に「
鼓
章
」

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
名
は
不
明
で
あ
る
。

註
22　

		

ト
ル
ス
ト
イ
著
、
加
藤
直
士
訳
『
ト
ル
ス
ト
イ
の
日
露
戰
爭
觀
』
日
高
有
隣
堂
、
一
九
〇
四
年
、

画
像
掲
載
の
頁
に
番
号
記
載
な
し
。

註
23　

		

籾
山
昌
夫
「
日
本
に
お
け
る
イ
リ
ヤ
・
レ
ー
ピ
ン
の
受
容
史
」『
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
年

報	

二
〇
一
〇
』五
十
五
頁
。

註
24　

		

日
露
戦
争
後
も
ト
ル
ス
ト
イ
の
肖
像
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

芸
術
論（
ト
ル
ス
ト
イ
著
、
有
馬
祐
政
訳『
芸
術
論	（
帝
国
百
科
全
書	

第
百
五
十
五
編
）』博
文

館
、
一
九
〇
六
年
、
写
真
掲
載
頁
に
番
号
記
載
な
し
。
写
真
の
撮
影
者
不
明
）な
ど
。

註
25	　

前
掲
註（
８
）朝
倉
文
夫「
私
の
履
歴
書　

制
作
態
度
の
変
化
」第
十
二
面
。

註
26	　

		

朝
倉
の
《
墓
守
》
制
作
後
、
中
原
悌
二
郎
（
一
八
八
八

－

一
九
二
一
年
）
が
田
辺
に
モ
デ
ル
を

依
頼
し
、《
墓
守
老
人
》（
一
九
一
六
年
）を
制
作
し
て
い
る（
藤
井	

匡「
ロ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う

視
覚	

：	

中
原
悌
二
郎
の
〈
老
人
像
〉
に
つ
い
て
」『
東
京
造
形
大
学
研
究
報	

』
東
京
造
形
大
学

研
究
報
編
集
委
員
会
編
、
第
二
十
号
、
二
〇
一
九
年
、
二
二
五
頁
）。
こ
の
作
品
に
も
あ
ご

ひ
げ
以
外
の
ト
ル
ス
ト
イ
像
と
の
共
通
点
は
見
受
け
ら
な
い
。
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作
品
紹
介
　
松
花
堂
昭
乗《
布
袋
図
》 

柴
﨑
　
香
那

は
じ
め
に

　

当
館
収
蔵
品
の
近
世
、
近
代
美
術
の
重
要
な
作
品
群
の
形
成
に
大
変
寄
与
し
た
個
人

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。「
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
い
、
山
口
県
宇
部

市
出
身
の
実
業
家
で
あ
る
片
岡
辰
市
氏（
一
九
〇
九
―
一
九
八
三
）が
、豊
後
南
画
の
祖
・

田
能
村
竹
田
の
作
品
や
資
料
を
中
心
に
収
集
し
た
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
平

成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
に
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。
収
蔵
に
至
る
経
緯
の
詳
細
及
び

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
当
館
が
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
に
発
刊

し
た『
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
目
録
』を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
そ
の「
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」の
中
か
ら
、
松
花
堂
昭
乗
の《
布
袋
図
》

と
い
う
作
品
を
紹
介
し
た
い
。
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
松
花
堂
昭
乗
の
《
布
袋
図
》」

は
二
点
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
そ
の
う
ち
の
一
幅
の
み
を
扱
う
。

作
品
概
要

　

本
作
品（
口
絵
25
）は
紙
本
墨
画
で
、
縦
二
十
八
．
九
㎝
、
横
六
十
五
．
六
㎝
の
作
品
。

い
わ
ゆ
る
「
横
物
」
と
呼
ば
れ
る
、
横
長
の
画
面
の
掛
幅
装
で
あ
る
。
画
面
左
下
に
松

花
堂
昭
乗
が
布
袋
を
、
画
面
右
上
に
江
月
宗
玩
が
画
賛
を
書
い
て
い
る
。

　

松
花
堂
昭
乗
（
一
五
八
四
―
一
六
三
九
）
は
江
戸
時
代
初
期
の
僧
侶
で
、
書
画
を
よ

く
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
書
は
近
衛
信
尹
、
本
阿
弥
光
悦
と
と
も
に

「
寛
永
の
三
筆
」
と
称
さ
れ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
の
瀧
本
坊
に
て
住
職
を
務
め
、
晩
年

は
松
花
堂
を
構
え
て
移
り
住
ん
だ
。

　

画
賛
を
書
い
た
江
月
宗
玩
（
一
五
七
四
―
一
六
四
三
）
も
江
戸
時
代
初
期
の
臨
済
宗

の
禅
僧
で
、
大
徳
寺
な
ど
の
住
職
を
務
め
た
。
松
花
堂
昭
乗
や
、
昭
乗
も
交
友
の
あ
っ

た
茶
人
の
小
堀
遠
州
ら
と
の
交
友
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

図
様
を
見
て
み
る
と
、
布
袋
は
向
か
っ
て
右
向
き
に
座
っ
て
、
ま
る
で
賛
を
見
上
げ

る
よ
う
に
し
て
小
舟
に
乗
っ
て
い
る
（
図
１
）。
両
手
で
右
足
を
抱
え
、
左
足
も
や
や

屈
し
て
い
る
。
薄
く
墨
を
に
じ
ま
せ
て
ぼ
か
し
た
頭
髪
や
髭
、
小
さ
な
点
で
表
し
た
目

と
低
い
だ
ん
ご
鼻
、
逆
三
角
形
に
開
い
た
口
、
そ
し
て
そ
の
目
鼻
口
が
顔
の
中
心
に

寄
っ
た
顔
貌
表
現
、
ま
た
濃
墨
の
衣
に
肘
の
部
分
だ
け
描
き
残
し
が
あ
り
、
肘
の
屈
折

を
表
す
点
な
ど
が
、
昭
乗
の
布
袋
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
背
側
に
袋
が
置
い
て

あ
り
、
舟
の
後
側
は
墨
を
勢
い
よ
く
伸
ば
し
て
詳
細
に
描
か
な
い
。
布
袋
で
は
な
い
が
、

類
似
す
る
構
成
で
舟
上
に
人
物
が
座
し
た
様
子
を
描
い
た
作
品
が
『
松
花
堂
画
帖
』
に

図１　松花堂昭乗《布袋図》（部分）

図２　『松花堂画帖』
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も
見
ら
れ
る（
図
２
）。

舟
の
左
側
に
は
昭
乗

の
落
款
印
章
が
あ

り
、「
南
山
隠
士
松

花
堂
「
昭
乗
」（
朱
文

方
印
）」と
書
か
れ
て

い
る（
図
３
）。「
山
」

の
中
心
の
縦
線
の
交

差
部
分
に
丸
を
配
す

点
、「
松
花
」
に
異
体
字
「
枩
芲
」
を
用
い

る
点
な
ど
は
他
の
作
品
の
落
款
に
同
様
の

特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　

画
賛
は
「
長
汀
煙
景
／
浮
一
虚
舟
／
認

得
性
去
／
日
々
随
流
／
欠
伸
子
賛「
折
脚
」

（
朱
文
鍋
形
印
）「
東
漸
」（
朱
文
円
印
）」

と
書
か
れ
て
い
る
（
図
４
）。「
長
汀
」
は

布
袋
の
故
郷
と
さ
れ
る
浙
江
省
の
長
汀
に

由
来
し
、
布
袋
は
長
汀
子
と
も
呼
ば
れ
る
。

後
半
の
「
認
得
性
去
／
日
々
随
流
」
に
つ

い
て
は
、『
祖
堂
集
』
と
い
う
中
国
の
禅

宗
史
書
に
記
載
さ
れ
る
第
二
十
二
祖
摩
拏

羅
尊
者
の
偈
、「
心
随
万
境
転
／
転
処
実
能
幽
／
随
流
認
得
性
／
無
喜
亦
無
憂
」
を
踏

ま
え
て
の
作
詩
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
昭
乗
に
師
事
し
た
僧
侶
の
萩
坊
乗
円
に
よ
る
証
書
、
古
筆
了
意
に
よ
る
極
が

付
随
し
、
ま
た
箱
書
き
は
小
堀
遠
州
の
次
男
の
正
之
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

　

昭
乗
の
作
品
に
年
紀
の
あ
る
も
の
は
少
な
く
、
ま
た
作
品
の
内
容
か
ら
も
布
袋
と
い

う
画
題
、
江
月
宗
玩
と
の
合
作
、
い
ず
れ
も
昭
乗
の
作
品
の
な
か
で
は
非
常
に
類
例
の

多
い
形
式
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
作
品
の
年
代
推
定
は
困
難
で
あ
る（

註
１
）。

　

今
回
は
松
花
堂
昭
乗
《
布
袋
図
》
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
当
館
の
古
美
術
分
野
に
お

け
る
主
な
収
蔵
作
品
は
江
戸
時
代
後
期
の
作
品
が
多
い
が
、
本
作
品
の
よ
う
な
江
戸
時

代
初
期
の
、
そ
れ
も
文
化
人
の
交
流
を
示
す
よ
う
な
作
品
も
収
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
作
品
も
含
め
、
今
後
も
幅
広
く
収
蔵
品
の
魅
力
を
紹
介
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

註
１　

昭
乗
作
品
の
制
作
年
代
推
定
に
つ
い
て
、「
松
花
堂
」
を
名
乗
り
始
め
た
の
は
瀧
本
坊
を
譲
り
、

松
花
堂
を
構
え
た
寛
永
十
四
（
一
六
三
七
）
年
か
ら
か
と
さ
れ
る
が
、
中
部
義
隆
氏
の
先
行
研

究
に
て
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
寛
永
十
四
年
か
ら
「
松
花
堂
」
を
名
乗
り
始
め
た
と
仮
定
す
る

と
、「
松
花
堂
」
が
使
用
で
き
た
の
は
二
年
に
も
満
た
な
い
短
期
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
落
款

印
章
に「
松
花
堂
」を
用
い
た
作
品
は
多
く
、そ
れ
以
前
の
使
用
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
惺
々

翁
」
に
つ
い
て
も
、
寛
永
四
（
一
六
二
七
）
年
か
ら
名
乗
り
始
め
た
と
い
う
先
行
研
究
が
あ
る

一
方
、
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
に
龍
光
院
に
寄
進
さ
れ
た
《
十
六
羅
漢
図
》
に
は
「
惺
惺
翁
」

の
印
章
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭
乗
の
号
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討

が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

主
要
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り

裏
千
家
今
日
庵
文
庫
編『
茶
道
文
化
研
究　

第
四
輯　

特
集　

松
花
堂
と
長
闇
堂
』一
九
九
八
年

八
幡
市
立
松
花
堂
美
術
館
『
松
花
堂
美
術
館
開
館
三
周
年
記
念
特
別
展	

松
花
堂
昭
乗
の
眼
差
し
～
絵

画
に
み
る
美
意
識
～
』二
〇
〇
五
年

八
幡
市
立
松
花
堂
美
術
館
『
市
制
施
行
四
〇
周
年
記
念
・
開
館
一
五
周
年
特
別
展	

松
花
堂
昭
乗
、
書

画
の
た
の
し
み	

―
麗
し
き
筆
あ
と
、
愛
ら
し
き
布
袋
―
』二
〇
一
七
年

門
脇
む
つ
み「
松
花
堂
昭
乗
筆	

十
六
羅
漢
図
」『
國
華
』第
一
四
九
二
号
、
二
〇
二
〇
年

図
版
典
拠

図
１
、
図
３
、
図
４
：
筆
者
撮
影

図
２
：
風
俗
絵
巻
図
画
刊
行
会『
松
花
堂
画
帖
』一
九
二
〇
年

　
　
　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン	

　
　
　

https://dl.ndl.go.jp/pid/1183000	（
参
照	2023-02-22

）

図３　松花堂昭乗　落款印章

図４　江月宗玩　画替
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The truth and true value of Taisuke Abe, 
Creative Social Experimenter

Hisashi Utsunomiya

Taisuke Abe （1974-） creates his works in various ways.
—  Using sewing machines and fabrics, he creates three-dimensional objects （hereafter, "soft toy"） 

from drawings made by participants, which are then displayed and multiplied during the 
exhibition period.

—  An exhibition that uses the museum's collection as the subject matter and exhibits the works as 
well as the "soft toy" made with sewing machines and fabrics to make the exhibition.

However, the meaning of his work is not to create a soft toy, but to incorporate participants and 
viewers as part of the work through unique mechanisms and mechanisms, giving them a way to see, feel, 
and point of view. It brings new awareness, discoveries, surprises, etc., such as how to hold things and 
how to perceive things. Furthermore, it sometimes causes movements, situations, and events that even 
the artist himself could not have anticipated. In other words, it has the properties of a kind of "device" or 
"intermediary".

So why is he doing this? About his own actions and interests, he says:
It doesn't matter if what I'm doing is art or not. Doubt the current reality in front of us. I am 

interested in what will happen when I and my activities are involved, and I am trying to see it through.
He does not have much interest in having his activities organized and defined primarily from 

academic perspectives such as art history and art theory. What is produced, changed and revealed by his 
involvement, in other words, what is the nature of people and society?, to put it another way, he works 
with participants and viewers to witness and ascertain what is at the heart of society and humanity.

His works are "things that use creative devices to engage with people and society, question and show 
the truth of the world", and can be called a "creative activator".

In this essay, I will trace the question, "What is a 'creative activator' and who is Taisuke Abe, who 
created it?" and think about the appeal of art and its impact on the art world and society.
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Mika Aoki, the development of ［Hands on Works］ 
and its possibilitiesu

Toshiki Enomoto,

In June 2022, Mika Aoki, who created works using glass as a material, passed away. It is a great 
pity that such a young and talented artist passed away so early. At the Oita Prefectural Art Museum’
s Education Promotion Office, Ms. Aoki's works are used as teaching materials ［Hands on Works］, and 
various lectures and outreach programs are held to allow a wide range of people, from children to adults, 
to actually experience them. In this article, I will talk about the works of Ms. Aoki's expressive activities, 
starting with the words of workshops and lectures held at the museum. In addition, we consider the 
possibility and development of ［Hands on Works］ in the workshop from the workshop of Ms. Aoki's work.

As a result of reconfirming that art is the heart itself that feels beautiful things are beautiful, we 
decided to create a teaching material box made from the charm that the whole prefecture can be said to 
be an art museum and a museum. In addition, ［Hands on Works］, developed from the teaching material 
box "Materials and Techniques", was created as a work that can be carried around for outreach activities 
and to fulfill the desire to touch the work.

While I was conceiving teaching materials to "touch and touch" as ［Hands on Works］, I saw Ms. Aoki's 
solo exhibition "The Forest That Leads To You" at the Pola Museum Annex （Ginza, Tokyo）. The series of 
works was an expression that fused images and motifs, materials and techniques in production. There are 
various forms, such as the solid shape of life and delicate works that seem to break when touched, and the 
clear image is expressed as a subtle shape in each work. The images, motifs, and materials of Ms. Aoki's 
works give the many viewers who come across them a feeling of tickling deep within their bodies, and 
inspire a desire to touch them. It was exactly "materials and forms that make you want to touch". It also 
has the point of "portable size for outreach". In addition, Ms. Aoki's works can feel various kinds of tactile 
sensations.

In addition to producing teaching materials, I asked Ms. Aoki to use her stay in Iceland to conduct 
a workshop and lecture "Seven Stories about Plants" via Skype, including a report on the site （March 
2018）. Furthermore, in the interdisciplinary workshop and lecture “Michichi, Michichi: Scientists and 
Expressionists,” we asked Mr. Tsuyoshi Hosoya, who specializes in mycology at the National Museum of 
Nature and Science, to hold a dialogue （December 2021）. After that, Mr. Hosoya wanted to elucidate, from 
a scientific point of view, the fungi used in the ritual "rice fortune-telling" held at Ohara Hachiman Shrine 
in Hita City, Oita Prefecture. However, she became ill and never returned.

Looking at the expressions on the faces of the people who have encountered Ms. Aoki's work at 
many workshops, including outreach, you can tell that he is completely fascinated by his work. This facial 
expression and gaze is exactly what the museum's education and dissemination activities seek to stimulate 
curiosity and acquire an active gaze by stimulating the body and sensibility. In the future, I would like to 
continue to visit various areas of the prefecture with Ms. Aoki's works and the ever-increasing number of 
[Hands on Works］. In order to pass on to the next generation, the artist Mika Aoki's lifelong theme of "life 
and connection", I would like to continue to connect it to people who come across her work.
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Collection Introduction
Tanomura Chikuden "Landscape of Stormy Crossing"
-Its Background of Establishment and Characteristics

Shinsaku Munakata

The early modern art collection hold by Oita Prefectural Art Museum focuses on paintings by various 
painters who were based in Buzen and Bungo Province （Old name of Oita Prefecture）, as well as a wide 
range of works by artists who were active in central areas such as Kyoto, Osaka and Edo.

Among them, the paintings and materials of Tanomura Chikuden, which has many representative 
works, form the core of the museum's early modern art collection. This is the "Kataoka Tatsuichi （片岡辰市）
Collection" collected by Mr. Kataoka Tatsuichi （1909-1983） and donated to the museum （Oita prefecture） in 
2015.

Tanomura Chikuden （1777-1835） was born in the Bungo oka domain and frequently traveled to 
cultural centers such as Kyoto, Osaka and Nagasaki. Through close friendships with the literary figures of 
the advanced regions, he acquired a first-class artistic education of the time, and created the art of poetry, 
calligraphy, and painting, full of dignity and intelligence and rich in spirituality. He is an established “Nan-ga 
painter （南画家）” （literature painter 文人画家） representing the late Edo period.

In this essay, I take up 《風雨渡溪図 Landscape of Stormy Crossing》（Kataoka Tatsuichi Collection, 
Fig. 11）, which was painted in Nagasaki in 1827, Chikuden was 51 years old. At that time, Chikuden falled 
into a drawing slump, but overcame it and drew this work. "《風雨渡溪図 Landscape of Stormy Crossing》" 
is a work that was born out of a friendship with Nagasaki's literary figures, and it is a work that shows 
the deep and kind consideration in drawing. This work is considered to an important work that heralds 
the flowering of Chikuden's art in his later years, and I attempt to examine in detail the background and 
stylistic characteristics of this work.
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Masunobu Yoshimura and Japan World Exposition 1970
－contribution to Pavilion Taxtiles and Festival Plaza

Noe Kito

Masunobu Yoshimura （1932-2011） was born in Oita and became a multi-disciplinary avant-garde artist 
who did painting, sculpture, performance and installation. Graduating from Musashino Art University, he 
participated Yomiuri Independents from 1952 to 1962. In 1960, he organized the group called “Neo Dadaism 
Organizers” with Genpei Akasegawa, Sho Kazakura, Ushio Shinohara and other artists. Yoshimura asked 
an Oita-born architect Arata Isozaki to plan his house, which became the legendary place called “White 
House” where the member of the group gathered.

After the radical activities and production of substantial artworks, Yoshimura joined Japan World 
Exposition 1970. He was one of the cutting-edge artists who participated in the Expo and he contributed 
to numerous pavilions. In this paper, firstly I would like to introduce each pavilion and project that he 
was involved in and what he had done. Secondly, I focus on Pavilion Textiles and Festival Plaza and think 
about Yoshimura’s purpose behind the installation as it is seen in archive materials. The former was a 
great success for Yoshimura. On the other hand, the latter turned out to be a regretful event due to the 
controversial situation.

List below is the detail of Yoshimura’s contribution in the Expo.
- Pavilion Textiles
 Outdoor installation, Lobby, Interior, Colorful World and White World
- Furukawa Pavilion
 Lobby installation （artwork; “Light on Moebius Triangle”）
- Japan Pavilion
 Lobby installation in second building
- Pepsi Pavilion
 plan for the performance program （unrealized） 
- Festival Plaza
 Night event
- Expo Museum
 Exhibiting artwork, Outdoor project “Home My Home”
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Fumio Asakura “Grave Keeper” 1910

Manami Kajiwara

Summery
The renowned sculptor ASAKURA Fumio admired perspective on nature in Tao Te Ching . From 

the essence he set up his aesthetics. Eternal art is representation of the beauty of nature. Artist must 
have virtues of naturalness. Artwork must be part of nature. Ideal Art depicts the nature as it is. This 
Naturalisme kept “Grave Keeper” away from imitating Tolstoy's portrait. Actual characteristics of the 
model was expressed.
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Collection Introduction
Shokado Shojo “Budai”

Kana Shibasaki

Shokado Shojo （1584-1639） was a monk of the early Edo period, known for his calligraphy and 
paintings. This article introduces Shokado Shojo's work entitled “Budai”.

This work was painted by Shojo and written inscription by Kogetsu Sogan （1574-1643）, who served 
as the chief priest of Daitoku-ji and other temples. In this work, Budai is seated on a boat looking up at the 
inscription. The shading of the ink is used effectively to show the face and the wrinkles in the clothes.

This work has some of the well-known characteristics of Shojo's works. This is because Shojo and 
Sogan were close friends and left many works together, and Shojo's humorous Budai was popular at the 
time. However, the fact that this is a representative example of his work makes it difficult to estimate the 
date of production.
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