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１
．�

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
作
品
と
は
何
か
？
︱
森
羅
万
象
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
す
べ
て
を
儘
現
出
さ
せ
る
芸ア
ー
ト
ホ
ー
ル

術
祠

　

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
２
０
０
９
年
に
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
、
２
０
１
４
年

に
『
だ
い
お
う
い
か
の
い
か
た
ろ
う
』（
鈴
木
出
版
）
で
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
し
、
こ
れ
ま
で
９
年
間
の
間
に
40
冊
、
平
均
す
る
と
年
間
４
〜
５
冊
の
ペ
ー
ス

で
次
々
と
絵
本
を
発
行
。
並
行
し
て
、
企
業
や
ダ
ン
サ
ー
・
振
付
家
、
歌
手
な
ど
か
ら

の
依
頼
で
イ
ベ
ン
ト
企
画
や
舞
台
美
術
、
ラ
イ
ブ
ツ
ア
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
も
手
が

け
る
ほ
か
、
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
覧
会
な
ど
も
開
催
し
て
い
る
。

ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
レ
ト
ロ
な
テ
イ
ス
ト
な
の
に
ポ
ッ
プ
、
ペ
ー
ジ
を

め
く
る
度
に
感
じ
る
驚
き
や
ワ
ク
ワ
ク
感
。
唯
一
無
二
の
世
界
観
で
絵
本
や
立
体
物
な

ど
を
発
表
し
続
け
る
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
。
彼
ら
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、

観
る
者
を
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
の
絵
物
語
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
に
誘
お
う
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
フ
ァ
ン
の
多
く
は
、
き
っ
と
そ
う
感
じ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
多
く
の
フ
ァ
ン
を
惹
き
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
実
は
、
一
見
、
か
わ
い
ら

し
い
登
場
人
物
や
懐
か
し
い
風
景
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
な
ど
の
裏
側
に
、

森
羅
万
象
や
生
き
と
し
生
け
る
も
の
な
ど
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
が
醜
美
や
善
悪
、

理
性
や
狂
気
な
ど
、
内
外
に
備
え
る
も
の
か
ら
秘
め
た
る
も
の
ま
で
そ
の
す
べ
て
を
包

み
隠
す
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
現
出
す
る
仕
掛
け
が
巧
妙
に
仕
込
ま
れ
て
お
り
、

観
る
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
人
に
よ
り
箇
所
や

ふ
れ
方
は
異
な
り
も
す
る
だ
ろ
う
が
、
観
る
者
の
琴
線
に
ふ
れ
、
自
然
と
内
的
反
応
を

起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
０
２
４
年
７
月
か
ら
２
０
２
５
年
４
月
に
か
け
て
、
平
塚
市
美
術
館
、
足
利
市
立

美
術
館
、
千
葉
市
美
術
館
、
大
分
県
立
美
術
館
の
４
館
を
巡
回
し
開
催
す
る
彼
ら
の
初

の
大
回
顧
展
「
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
大
絵
本
美
術
展
〈
童
堂
賛
歌
〉」
の
冒
頭

に
記
さ
れ
る
予
定
の
以
下
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
も
、
彼
ら
の
願
い
が
そ
の
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
始
の
力
に
満
ち
満
ち
て
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
溶
解
し
、

秩
序
無
く
、
唐
突
で
、
美
し
く
、
恐
ろ
し
く
、
滑
稽
で
、
神
秘
で
、
不
可
思
議
で
、

そ
ん
な
も
の
が
ド
ウ
ド
ウ
と
流
れ
る
、
川
の
よ
う
な
心
底
歌
を
、

ど
う
に
か
形
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

「
童
」

　
「
な
ん
だ
こ
れ
は
」
と
今
ま
で
頭
の
中
に
埋
ま
っ
て
き
た
全
て
の
思
考
を
忘
却
さ
せ
、

引
き
込
ま
れ
る
瞬
間
が
好
き
だ
。
少
年
自
然
の
家
で
見
た
銀
粉
を
散
ら
し
た
よ
う
な
星

月
夜
。
コ
ロ
ラ
ド
高
原
に
続
い
て
い
た
オ
レ
ン
ジ
と
ブ
ル
ー
の
地
平
線
。
神
が
創
っ
た

宇
宙
の
事
物
を
観
て
い
る
と
、
時
折
そ
れ
は
訪
れ
る
。
私
達
が
創
り
た
い
も
の
は
、
ま

さ
に
「
そ
の
瞬
間
」
な
の
だ
。
し
か
し
、
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
で
あ
る
私
達
が
ど
う
し
て
、

神
が
産
ん
だ
宇
宙
と
同
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
現
で
き
よ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
事
を
脳

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
︱
大
分
か
ら
宇
宙
を
丸
呑
み
し
表
現
し
続
け
る
芸ア

ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト

術
堂

�

宇
都
宮　

壽
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味
噌
の
中
で
、
ぐ
る
ん
ぐ
る
ん
と
考
え
る
。
そ
し
て
あ
る
日
、
啓
示
を
得
た
。
滑
り
台

を
飽
き
る
事
な
く
何
時
間
も
滑
り
続
け
る
子
ど
も
を
観
て
、
川
の
流
れ
を
観
た
。
娘
が

誕
生
し
た
刹
那
、
一
糸
纏
わ
ず
泣
き
叫
ぶ
そ
の
姿
に
、
火
山
の
噴
火
を
観
た
。
知
識
・

経
験
の
無
い
幼
い
子
ど
も
は
制
御
の
効
か
ぬ
宇
宙
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
彼
ら
は
常
に
「
そ
の
瞬
間
」
を
生
き
て
い
る
。
尊
さ
、

儚
さ
、
憧
れ
の
念
を
込
め
て
、
私
達
は
彼
ら
を
、
自
身
の
作
品
の
根
幹
に
据
え
た
。
私

達
に
と
っ
て
童
子
を
描
き
創
る
こ
と
は
、
宇
宙
を
創
造
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

「
堂
」

　

堂
と
は
入
れ
物
を
意
味
す
る
。
神
を
祀
れ
ば
聖
堂
。
仏
を
祀
れ
ば
御
堂
。
本
屋
も
薬

屋
も
お
菓
子
屋
も
堂
を
看
板
に
掲
げ
る
店
は
多
い
。
堂
は
人
も
意
味
も
思
想
も
宗
教
も

超
え
て
万
物
を
受
け
入
れ
る
広
大
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
私
達
も
常
々
そ
の
よ
う
に

あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
断
定
せ
ず
、
偏
向
せ
ず
、
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な
ま
ま
正

直
に
受
け
入
れ
た
い
。
価
値
概
念
は
時
代
と
共
に
、
常
に
移
ろ
い
変
化
し
て
ゆ
く
か
ら
、

今
日
観
て
い
る
も
の
が
、
明
日
も
同
じ
よ
う
に
観
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
で
あ
る
な
ら

全
て
を
疑
い
、
全
て
を
信
じ
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
飲
み
込
み
た
い
と
思
う
。
矛
盾
・

対
立
・
差
別
の
一
切
を
溶
か
し
、
万
物
を
入
れ
込
む
巨
大
で
強
靭
な
堂
の
よ
う
な
胃
袋
。

そ
の
中
で
蓄
積
さ
れ
混
ざ
り
合
っ
た
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
混
沌
。
こ
の
混
沌
を
自
身
の
身

体
を
通
し
て
産
み
落
と
す
こ
と
が
、
私
達
の
考
え
る
芸
術
で
あ
り
唯
一
の
真
理
で
あ

る
。ⅰ本

稿
で
は
、
彼
ら
の
代
表
作
を
辿
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
真
骨
頂
で
あ
る
森
羅
万
象
や

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
真
の
姿
を
映
し
出
す

－

こ
こ
で
は
「
芸ア

ー
ト
ホ
ー
ル

術
祠
」
と
呼
ん
で
み

よ
う

－
作
品
の
魅
力
や
創
作
の
独
自
性
を
紐
解
い
て
い
き
な
が
ら
、
美
術
・
芸
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
．
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
略
歴

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
大
分
県
の
廃
校
を
ア
ト
リ
エ
に
し
、
日
々
さ
ま
ざ

ま
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
阿
部
健
太
朗
（
１
９
８
９

－

）
と
吉
岡
紗
希
（
１
９
８
８

－
）
に
よ
る
二
人
組
の
絵
本
作
家
／
美
術
家
で
あ
る
。

２
０
０
９
年
に
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
、
２
０
１
４
年
に
『
だ
い
お
う
い
か
の
い
か
た
ろ

う
』（
鈴
木
出
版
）
で
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
と
と
も
に
、
第
20
回
日

本
絵
本
賞
読
者
賞
を
受
賞
す
る
。
そ
の
後
も
、
２
０
１
８
年
に
『
し
ん
ご
う
き
ピ
コ
リ
』

（
あ
か
ね
書
房
）
で
第
23
回
日
本
絵
本
賞
読
者
賞
を
、
２
０
２
３
年
に
『
が
っ
こ
う
に

ま
に
あ
わ
な
い
』（
あ
か
ね
書
房
）
で
第
４
回
親
子
で
読
ん
で
ほ
し
い
絵
本
大
賞
と
第

28
回
日
本
絵
本
賞
を
受
賞
す
る
。

絵
本
以
外
の
分
野
で
も
目
覚
ま
し

い
活
躍
を
見
せ
て
お
り
、
２
０
１
５

年
に
は
“
お
ん
せ
ん
県
お
お
い
た
デ

ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

特
別
企
画
「
ブ
ン
ゴ
・
ア
ー
ト
・
ト

レ
ジ
ャ
ー
〜
列
車
に
乗
っ
て
、
ア
ー

ト
な
宝
さ
が
し
の
旅
に
出
か
け
よ
う

〜
」”	

に
参
画
し
、
大
分
県
内
を
列
車

で
巡
る
企
画
に
使
用
す
る
絵
本
や
駅

構
内
の
装
飾
、
絵
本
に
登
場
す
る
冒

険
列
車
「
ブ
ン
ゴ
ヤ
ー
ジ
ュ
号
」
が

実
際
に
各
地
を
運
行
す
る
ラ
ッ
ピ
ン

グ
ト
レ
イ
ン
の
制
作
を
担
当
。

２
０
２
１
年
か
ら
２
０
２
２
年
に
か

け
て
は
、
ダ
ン
サ
ー
・
振
付
家
と
し

ザ・キャビンカンパニー�「CIAO!�“進世代”の胎動」（大分市美術館／大分、
2016年）における会場風景
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て
国
内
外
で
活
躍
す
る
山
田
う
ん
が
主
宰
す
る
ダ
ン
ス
公
演
「
Ｃ
ｏ
．
山
田
う
ん
：
オ

バ
ケ
ッ
タ
」
の
舞
台
美
術
を
手
が
け
る
ほ
か
、
歌
手
あ
い
み
ょ
ん
の
ツ
ア
ー
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
あ
い
み
ょ
ん
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
で
制
作
。
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
展
開
す
る
企
画
「O

PA
M
	at	Platform

	of	O
ita	

Station

」
で
制
作
し
た
《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
９
万
件
を
超
え
る
「
い

い
ね
！
」
が
つ
き
、
大
バ
ズ
り
と
な
る
な
ど
、
八
面
六
臂
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

美
術
館
の
展
覧
会
で
も
作
品
を
発
表
し
て
き
て
お
り
、
２
０
１
６
年
の
大
分
市
美
術

館
で
の
「CIA

O
!

“
進
世
代
”
の
胎
動
」
や
２
０
１
７
年
の
太
田
市
美
術
館
・
群
馬
で

の
「
本
と
美
術
の
展
覧
会vol.1

」、
２
０
２
０
年
の
奈
良
県
立
美
術
館
で
の
「
ブ
ラ
チ

ス
ラ
バ
世
界
絵
本
原
画
展
」、
２
０
２
３
年
の
大
分
県
立
美
術
館
で
の
「
朝
倉
文
夫
生

誕
１
４
０
周
年	

猫
と
巡
る
１
４
０
年
、
そ
し
て
現
在
」
な
ど
に
参
画
し
た
。
さ
ら
に
、

２
０
２
４
年
７
月
か
ら
２
０
２
５
年
４
月
に
か
け
て
は
、
彼
ら
の
初
の
大
回
顧
展
で
あ

る
「
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
大
絵
本
美
術
展
〈
童
堂
賛
歌
〉」
が
、
平
塚
市
美
術
館
、

足
利
市
立
美
術
館
、
千
葉
市
美
術
館
、
大
分
県
立
美
術
館
の
４
館
を
巡
回
し
開
催
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

３
．
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
活
動
・
作
品
分
析

こ
こ
か
ら
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
代
表
作
を
い
く
つ
か
み
っ
て
い
っ
て
み

よ
う
。

⑴
『
だ
い
お
う
い
か
の�

い
か
た
ろ
う
』

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
が
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
て
か
ら
５
年
目
の
２
０
１
４
年

に
絵
本
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
記
念
す
べ
き
絵
本
で
あ
る
。
ダ
イ
オ
ウ

イ
カ
の
い
か
た
ろ
う
が
冬
の
湖
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
い
、
氷
が
張
っ
た
湖
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
で
は
一
緒
に
こ
の
『
だ
い
お
う
い
か

の	

い
か
た
ろ
う
』
を
見
っ
て
い
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

表　
　
　

紙
：
ピ
ー
コ
ッ
ク
ブ
ル
ー
の
バ
ッ
ク
に
黄

色
い
体
に
黄
緑
色
の
斑
点
や
波
型
の

模
様
の
あ
る
大
き
な
い
か
た
ろ
う
が

左
右
の
腕
を
あ
げ
て
に
っ
こ
り
笑
っ

て
い
る
表
紙
か
ら
こ
の
絵
本
は
始
ま

る
。

見
返
し
・
扉
：
表
紙
に
続
い
て
、
見
返
し
を
１
枚
め

く
る
と
、
左
に
は
手
書
き
の
レ
ト
ロ

な
「
だ
い
お
う
い
か
の
い
か
た
ろ
う
」

の
文
字
。
右
に
は
雪
が
舞
う
空
の
下
、

雪
を
い
た
だ
い
た
山
の
頂
が
姿
を
あ

ら
わ
す
。

P
．
2	- 

3
：
雪
が
舞
う
中
を
白
い
息
を
は
き
な
が

ら
寒
そ
う
に
か
け
て
い
く
ゆ
め
た
。

さ
っ
き
の
山
は
遠
く
に
そ
び
え
て
い

る
。
由
布
岳
だ
ろ
う
か
。
家
の
屋
根

は
ひ
と
つ
も
同
じ
色
や
柄
の
も
の
は

な
い
。
カ
ラ
フ
ル
で
楽
し
い
お
と
ぎ

の
世
界
の
よ
う
。

P
．
4	- 

5
：
場
面
は
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
、
見
開

き
一
杯
に
広
が
る
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク

の
よ
う
な
湖
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
い

か
た
ろ
う
。
そ
れ
を
見
て
驚
く
ゆ
め

た
。

P
．
6	- 

7
：
左
に
は
海
。
ク
ジ
ラ
や
タ
コ
、
遠
洋
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漁
船
、
あ
れ
は
ネ
ッ
シ
ー
?!
右
上
に
は
湖
。
そ
こ
を
つ
な
ぐ
川
に
い

か
た
ろ
う
が
流
さ
れ
て
い
る
の
か
・
・
・

P
．
8	- 
9
：
氷
の
下
で
巨
大
ス
ル
メ
イ
カ
状
態
に
な
っ
た
い
か
た
ろ
う
。
そ
の
上

で
頭
を
か
か
え
る
ゆ
め
た
。
こ
の
窮
状
を
ど
う
す
る
！
考
え
す
ぎ
て
、

ゆ
め
た
の
目
も
く
る
く
る
。
い
か
た
ろ
う
の
目
玉
も
く
る
く
る
。

P
．
10	- 

11
：
雪
の
結
晶
た
ち
が
く
る
く
る
と
回
る
中
、
援
軍
を
求
め
て
、
先
生
と

仲
間
た
ち
の
も
と
に
か
け
て
い
く
ゆ
め
た
。

P
．
12	- 

13
：
温
か
な
教
室
の
中
に
か
け
こ
む
ゆ
め
た
。
先
生
と
仲
間
た
ち
が
迎
え

入
れ
る
。「
ま
あ
、
大
変
！
」
と
叫
ぶ
女
教
師
の
横
顔
の
ど
ア
ッ
プ

な
こ
と
！

P
．
14	- 

15
：
先
生
が
自
分
の
体
よ
り
も
大
き
い
真
っ
赤
な
ポ
ッ
ト
に
湯
を
入
れ
て

持
っ
て
い
く
こ
と
を
提
案
。
ポ
ッ
ト
の
赤
い
柄
も
丸
く
て
大
き
い
が
、

そ
れ
を
持
つ
先
生
の
両
腕
も
負
け
じ
と
大
き
な
弧
を
描
く
。

P
．
16	- 

17
：
わ
っ
せ
、
わ
っ
せ
！	

ゆ
め
た
と
仲
間
た
ち
、
先
生
、
み
ん
な
で
熱

い
湯
の
入
っ
た
ポ
ッ
ト
を
運
ぶ
。

P
．
18	- 

19
：
湖
に
到
着
、
い
ざ
、
投
入
！

P
．
20	- 

21
：
解
凍
！	

い
か
た
ろ
う
飛
び
出
る
。
で
か
い
！	

鮮
や
か
な
ブ
ル
ー
の
波
、

春
の
陽
の
よ
う
な
一
面
の
ピ
ン
ク
。
あ
れ
っ
、
ポ
ッ
ト
の
な
ん
と
小

さ
い
こ
と
。

P
．
22	- 

23
：
い
か
た
ろ
う
、
お
礼
の
い
か
ダ
ン
ス
を
披
露
！

P
．
24	- 

25
：
み
ん
な
一
緒
に
い
か
ダ
ン
ス
！

P
．
26	- 

27
：
い
か
ダ
ン
ス
踊
る
と
体
は
ぽ
っ
か
ぽ
か
。

P
． 	

28	 

：
海
に
戻
れ
た
い
か
た
ろ
う
。
あ
り
が
と
う
、
み
ん
な
！

P
．
24	- 

25
：
「
い
か
た
ろ
う
の
い
か
ダ
ン
ス
」
の
紹
介
ペ
ー
ジ
。
譜
面
も
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ん
と
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
が
実
際
に
「
い
か

た
ろ
う
の
い
か
ダ
ン
ス
」
を
踊
っ
て

い
る
様
子
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見

ら
れ
る
！

こ
の
よ
う
に
、『
だ
い
お
う
い
か
の	

い
か
た
ろ
う
』

は
15
の
場
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
初
っ
端
に
山
の
頂

が
カ
ッ
ト
イ
ン
で
現
れ
た
後
、
次
に
は
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト

し
た
全
景
が
、
そ
の
後
、
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
湖
と
い

か
た
ろ
う
の
姿
が
現
れ
る
な
ど
、
小
気
味
よ
い
テ
ン
ポ

で
次
々
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
く
。

そ
の
度
ご
と
に
、
登
場
す
る
人
や
物
な
ど
も
次
々
と

変
わ
っ
て
い
く
が
、
全
体
を
通
し
て
統
一
感
の
あ
る
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
彼
ら
の
一
貫
し
た
描
き
方
の
特
性
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
彼
ら

は
登
場
人
や
物
な
ど
を
い
き
な
り
描
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
支
持
体
で
あ
る
ベ
ニ
ア
板

に
筆
や
ブ
ラ
シ
な
ど
を
使
っ
て
絵
具
で
全
面
を
覆
っ
て
い
く
。
そ
の
や
り
方
は
、
筆
の

腹
を
横
に
滑
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
筆
先
を
た
た
き
つ
け
る
こ
と
や
ブ

ラ
シ
を
小
刻
み
に
揺
ら
し
て
絵
具
を
飛
び
散
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な

や
り
方
で
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
画
面
に
対
し
て
、
人
物
や
生
き
物
、

も
の
な
ど
を
描
い
て
い
く
。
最
初
に
塗
っ
た
下
地
の
上
に
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

下
地
を
生
か
す
よ
う
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
色
を
重
ね
な
い
こ
と
で
表
現
し
た
り
、
色
を

重
ね
た
後
に
削
っ
た
り
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
取
っ

て
い
る
の
は
、
然
も
あ
り
な
ん
と
か
、
予
定
調
和
と
か
に
絶
対
に
な
っ
て
な
る
も
の
か

と
い
う
思
い
か
ら
な
の
か
、
偶
然
の
産
物
の
よ
う
に
で
き
あ
が
っ
た
木
板
絵
と
そ
の
上

に
描
く
（
ま
た
は
描
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
描
く
）
登
場
人
物
な
ど
が
画
面
の
中
で
ひ

と
つ
に
融
合
さ
れ
て
い
く
。

※	

ち
な
み
に
、
彼
ら
が
支
持
体
に
ベ
ニ
ア
板
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
何
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度
も
塗
り
重
ね
た
り
削
っ
た
り
す
る
手
法
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
紙
を
支
持
体
に

す
る
と
破
れ
て
し
ま
い
、
作
品
が
完
成
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

15
と
い
う
限
ら
れ
た
画
面
に
よ
る
構
成
で
は
あ
る
が
、
絵
本
の
中
に
は
い
く
つ
か
の

要
素
が
実
に
巧
み
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
ゆ
め
た
が
か
け
て
い
る

村
の
風
景
は
、
お
と
ぎ
の
国
の
よ
う
で
も
あ
り
、
子
ど
も
の
頃
、
雪
の
日
に
小
学
校
ま

で
歩
い
た
懐
か
し
い
景
色
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
二
つ
先
の
場
面
で
は
、

大
き
な
海
原
に
大
型
ク
ル
ー
ズ
船
や
マ
ン
ボ
ウ
、
イ
ッ
カ
ク
な
ど
、
多
く
の
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
実
際
に
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
も
描
か
れ
て
い
る
。
親
近
感
や

懐
か
し
さ
を
覚
え
る
一
方
で
未
知
の
世
界
に
目
を
向
け
さ
せ
る
、
観
る
者
の
思
い
や
気

持
ち
を
大
き
く
行
き
来
さ
せ
る
仕
掛
け
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
。

淡
水
に
生
息
し
な
い
イ
カ
が
湖
に
、
し
か
も
、
湖
一
杯
の
氷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
ビ
ッ
グ
サ
イ
ズ
の
ダ
イ
オ
ウ
イ
カ
が
現
れ
る
の
も
、
読
者
を
一
気
に
非
日
常
、

物
語
に
誘
う
仕
掛
け
な
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
こ
れ
ま
た
巨
大
な
真
っ
赤
な
ポ
ッ
ト
を
子

ど
も
た
ち
と
先
生
が
運
び
、
い
か
た
ろ
う
を
助
け
る
。
そ
の
上
、
い
か
ダ
ン
ス
を
い
か

た
ろ
う
が
、
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
と
先
生
も
一
緒
に
踊
り
、
い
か
た
ろ
う
は
感
謝
し

て
海
に
戻
っ
て
い
く
。
ハ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
説
教
臭
く
語
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
う
き
た
か
！
と
い
う
展
開
で
ド
ン
ド
ン
進
ん
で
い
く
。

日
本
人
の
伝
統
的
な
世
界
観
の
ひ
と
つ
に
「
ハ
レ
と
ケ
」
が
あ
る
が
、『
だ
い
お
う

い
か
の	

い
か
た
ろ
う
』
に
は
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
の

雪
が
舞
う
中
を
ゆ
め
た
が
か
け
て
い
く
シ
ー
ン
は
「
ケ
」
で
あ
り
、
い
か
た
ろ
う
と
出

会
っ
て
か
ら
海
に
戻
っ
て
い
く
ま
で
、
さ
ら
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ザ
・
キ
ャ
ビ

ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
い
か
ダ
ン
ス
も
含
め
、「
ハ
レ
」
だ
ろ
う
か
。

　
「
ケ
」
が
あ
る
か
ら
「
ハ
レ
」
に
晴
れ
や
晴
れ
晴
れ
し
さ
、
特
別
感
、
非
日
常
性
を

感
じ
、「
ハ
レ
」
を
体
験
す
る
か
ら
「
ケ
」
を
健
や
か
に
過
ご
せ
る
。
こ
の
絵
本
に
も
、

シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
る
よ
う
な
「
ケ
」
が
あ
り
、
そ
し
て
、
思
い
切
り
非
日
常
な
「
ハ

レ
」
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
読
者
は
読
後
に
説
教
じ
み
た
押
し
付
け
感
を
感
じ
る
こ
と
な

く
、
す
っ
き
り
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
持
ち
で
何
か
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
。楽

し
そ
う
で
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
絵
と
わ
か
り
や
す
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
の
こ
の

絵
本
は
、
未
就
学
児
か
ら
読
め
る
も
の
だ
が
、
次
の
展
開
を
ド
ン
ド
ン
見
た
く
な
る
ワ

ク
ワ
ク
感
や
楽
し
さ
、
満
足
感
や
爽
快
感
と
と
も
に
、
人
の
優
し
さ
や
思
い
や
り
、
人

と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
生
き
て
い
く
上
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
な
ど
を
自
然
に
感
じ
入
っ

て
し
ま
え
る
の
は
、
前
述
ま
で
の
こ
と
が
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
『
だ
い
お
う
い
か
の	

い
か
た
ろ
う
』
は
、
彼
ら
の
真
骨
頂
で
あ
る
森
羅
万
象
や
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
真
の
姿
の
一
面
を
映
し
出
す
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

⑵
『
が
っ
こ
う
に
ま
に
あ
わ
な
い
』

２
０
２
２
年
に
発
行
し
た
37
作
品
目
の
絵
本
。
２
０
２
３
年
に
第
４
回
親
子
で
読
ん

で
ほ
し
い
絵
本
大
賞
と
第

28
回
日
本
絵
本
賞
を
受
賞

す
る
。
こ
の
絵
本
の
内
容

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。時

ヶ
原
小
学
校
に
通
う
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主
人
公
の
ぼ
く
が
、
絶
対

に
遅
れ
て
は
い
け
な
い
こ

の
日
に
限
っ
て
寝
坊
を
し

て
し
ま
う
。
そ
の
日
の
集

合
時
間
は
朝
８
時
。
何
と

か
８
時
に
間
に
合
う
よ
う
、

急
い
で
向
か
う
様
子
が
、

７
時
47
分
か
ら
１
分
１
画

面
で
次
々
と
展
開
さ
れ
て

い
く
。
途
中
、
ワ
ニ
が
い

そ
う
な
大
き
な
水
た
ま
り

が
現
れ
た
り
、
汽
車
が
踏

切
を
通
過
し
４
分
間
も
足
止
め
を
く
わ
さ
れ
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
出
喰
わ
し
な
が

ら
も
、
な
ん
と
か
ギ
リ
ギ
リ
８
時
に
学
校
に
到
着
。
友
だ
ち
は
皆
、
見
慣
れ
な
い
メ
ガ

ネ
を
か
け
て
い
る
。
ぼ
く
も
そ
の
メ
ガ
ネ
を
受
け
取
っ
た
。
そ
こ
に
見
え
た
の
は
、
数

百
年
に
一
度
と
い
う
金
環
日
食
（
と
い
う
も
の
）。
ぼ
く
は
、
時
間
の
経
つ
の
も
忘
れ
、

そ
れ
を
見
入
る
場
面
で
お
話
は
終
わ
る
。

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
が
こ
の
絵
本
を
つ
く
る
き
か
っ
け
の
ひ
と
つ
に
、
そ
の

頃
小
学
校
に
入
学
す
る
彼
ら
の
子
ど
も
に
時
間
と
い
う
も
の
を
ど
う
や
っ
て
教
え
よ
う

か
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

左
記
「
マ
マ
テ
ナ
」
に
あ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
が
「
時
刻
と
時
間
」
に
つ
い
て
学
ぶ

の
は
小
学
２
年
生
頃
で
あ
る
。

子
ど
も
の
時
間
感
覚
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
今
は
就
学
前
に
時
計
を
読

め
る
子
ど
も
も
い
ま
す
が
、
時
計
が
読
め
る
こ
と
と
時
間
の
感
覚
が
あ
る
こ
と
は
全
く

の
別
物
で
す
。
子
ど
も
の
時
間
感
覚
の
発
達
と
し
て
は
、「
時
刻
と
時
間
」
に
つ
い
て

学
ぶ
の
が
小
学
２
年
生
で
あ
り
、
時
間
よ
り
も
時
刻
に
つ
い
て
の
認
識
が
先
で
す
。
ま

た
、「
今
日
」
を
軸
に
「
昨
日
」「
明
日
」
と
い
う
前
後
一
日
程
度
の
時
間
の
流
れ
が
と

ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
小
学
３
年
生
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
子

ど
も
は
１
カ
月
、
１
年
先
の
こ
と
は
考
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
り
、
一
日
単
位
で
も
「
今

や
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
後
々
ラ
ク
」「
も
う
疲
れ
る
か
ら
や
め
て
お
こ
う
」
と
い
っ
た

感
覚
は
も
は
や
な
い
の
で
す
。
子
ど
も
は
「
今
」
が
す
べ
て
で
、
未
来
の
こ
と
は
全
部

「
明
日
」、
過
去
の
こ
と
は
数
週
間
前
で
あ
っ
て
も
「
さ
っ
き
」「
昨
日
」
と
い
っ
た
、

も
の
す
ご
く
大
ま
か
な
時
間
感
覚
し
か
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。ⅱ	

誰
し
も
子
ど
も
の
頃
に
寝
坊
し
た
経
験
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
大
人
に
な
っ

て
か
ら
も
然
り
だ
が
）。
し
か
も
大
事
な
約
束
が
あ
る
時
に
限
っ
て
と
い
う
こ
と
も
。

す
ぐ
さ
ま
、
遅
れ
の
連
絡
を
す
る
し
か
な
い
か
。
ま
だ
間
に
合
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
れ
ば
、
取
る
も
の
も
取
り
あ
え
ず
大
急
ぎ
で
向
か
う
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
主
人
公
の
ぼ
く
が
経
験
し
た
よ
う
に
、
道
中
は
ド
キ
ド
キ
や
冷
や
汗
、
気
持

ち
ば
か
り
焦
っ
て
、
時
間
だ
け
が
刻
々
と
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
に
感
じ
、
生
き
た
心
地

は
し
な
い
し
、
よ
か
ら
ぬ
心
配
事
や
妄
想
が
頭
を
過
ぎ
る
こ
と
も
た
し
か
に
あ
る
。

　
「
ケ
」
＝
日
常
の
場
面
の
話
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
と
い

う
点
で
は
「
非
日
常
」
＝
「
ハ
レ
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
も
な
い
が
。
そ
う
だ
と

し
て
も
、
望
ま
し
く
な
い
「
ハ
レ
」
で
あ
る
の
は
た
し
か
だ
。

こ
の
絵
本
の
17
あ
る
場
面
の
中
の
14
は
こ
の
望
ま
し
く
な
い
「
ハ
レ
」
満
載
の
「
ケ
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ぎ
り
ぎ
り
間
に
合
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
３
つ
の
場
面
が
本
当
の
「
ハ

レ
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

人
は
年
齢
を
重
ね
て
い
く
中
で
時
間
や
時
刻
の
こ
と
な
ど
、
人
が
社
会
の
中
で
生
活

し
て
い
く
上
で
必
要
な
こ
と
を
学
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
時
間
が
過
ぎ
る

の
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
感
動
す
る
こ
と
も
こ
の
世
界
に
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
願

い
た
い
。
手
に
汗
握
る
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
数
々
の
場
面
を
通
り
抜
け
た
後
に
、
予
想
だ
に
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し
な
い
展
開
で
締
め
く
く
る
こ
の
絵
本
も
、
こ
の
世
の
不
思
議
さ
や
素
晴
ら
し
さ
な
ど

を
観
る
者
の
心
に
さ
り
げ
な
く
届
け
る
も
の
で
あ
る
。

⑶
『
ゆ
う
や
け
に�
と
け
て
い
く
』

２
０
２
３
年
に
発
行
し
た
38
作
品
目
の
絵
本
。
こ
の
絵
本
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

夕
暮
れ
時
の
夕
陽
が
映
え
る
そ
の
中
に
、
小
学
校
の
プ
ー
ル
で
泳
ぐ
子
ど
も
た
ち
や

初
秋
に
眼
鏡
橋
を
手
を
つ
な
い
で
渡
る
女
の
子
と
お
母
さ
ん
、
晩
春
に
公
園
の
ジ
ャ
ン

グ
ル
ジ
ム
や
パ
ン
ダ
の
乗
り
物
な
ど
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
な
ど
の
様
子
が
映
さ
れ
て
い

る
。
建
物
や
街
並
み
の
様
子
か
ら
、
昭
和
30
〜
40
年
代
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
15
あ
る

場
面
の
最
後
か
ら
３
番
目
と
２
番
目
は
、
街
全
体
を
眺
め
る
画
面
の
後
ろ
に
連
な
る
山
々

に
夕
陽
が
ど
ん
ど
ん
と
沈
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
最
後
の
場
面
は
、
無
数

の
星
が
き
ら
め
く
静
か
な
夜
の
様
子
が
現
れ
る
。

あ
る
種
潑
剌
と
し
た

『
だ
い
お
う
い
か
の	

い
か

た
ろ
う
』
や
手
に
汗
握
る

展
開
の
後
に
意
外
な
締
め

く
く
り
を
み
せ
る
『
が
っ

こ
う
に
ま
に
あ
わ
な
い
』、

動
き
の
大
き
な
こ
れ
ら
の
絵
本
と
は
対
照
的
に
、『
ゆ
う
や
け
に	

と
け
て
い
く
』
は
全

編
通
し
て
激
し
い
動
き
は
な
く
穏
や
か
で
あ
り
、
静
寂
感
す
ら
漂
う
も
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、
全
２
作
に
は
「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
絵
本
に
は
「
ハ

レ
」
は
な
く
す
べ
て
「
ケ
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

よ
く
見
る
と
夕
陽
に
は
顔
が
描
か
れ
て
い
る
。
公
園
で
遊
ぶ
様
子
を
見
る
夕
陽
は
目

を
細
め
て
い
る
し
、
塀
に
向
か
っ
て
小
石
を
蹴
る
女
の
子
に
は
顔
を
し
か
め
て
い
る
。

暖
炉
の
あ
る
部
屋
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
そ
の
膝
の
上
で
ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
る
小
さ
な

女
の
子
に
は
に
っ
こ
り
微
笑
ん
で
い
る
。

最
後
の
３
つ
の
場
面
に
は
、
以
下
の
こ
と
ば
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
こ
こ
で　

い
き
る　

ひ
と
び
と
の　

き
ょ
う
い
ち
に
ち
の　

よ
ろ
こ
び
と　

か

な
し
み
が
、

ひ
と
す
じ
の　

ひ
か
り
と　

な
っ
て
、　

そ
ら
に　

と
ろ
と
ろ　

と
け
て
い
く
。

そ
う
し
て　

で
き
た
の
が　

こ
の
し
ず
か
な　

よ
る
の　

そ
ら
。　

ゆ
っ
く
り　

お

や
す
み
。

こ
の
絵
本
を
読
ん
だ
人

が
、
静
か
だ
け
れ
ど
も
、

何
か
心
に
残
る
も
の
を
感

じ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、

そ
の
人
の
心
の
中
に
、
日

常
（「
ケ
」）
に
も
、
否
、

日
常
に
こ
そ
、
大
切
な
も

の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
、
感
じ
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
ゆ

う
や
け
に	

と
け
て
い
く
』
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は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
っ
と
心
に
届
け
る
絵
本
で
あ
る
。

⑷
《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》

Ｊ
Ｒ
大
分
駅
３
・
４
番
線
ホ
ー
ム
の
元
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
、
大
分
ゆ
か
り
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
大
分
県
立
美
術
館
を
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
し
て
作
品
を
制
作
、
展
示

す
る
Ｊ
Ｒ
大
分
駅
と
大
分
県
立
美
術
館
（
Ｏ
Ｐ
Ａ

Ｍ
）
の
共
同
企
画
「O

PA
M
	at	Platform

	of	O
ita	

Station

」。
こ
の
企
画
の
第
１
回
目
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
指
名
さ
れ
た
の
が
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー

で
あ
り
、《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
と
い
う
作
品
を
制
作
し
、

２
０
２
１
年
12
月
〜
２
０
２
２
年
３
月
の
間
、
展

示
し
た
。

私
た
ち
は
よ
く
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
へ
行
く
。

千
態
万
条
の
芸
術
や
文
化
が
私
た
ち
の
中
に
入
っ

て
き
て
く
れ
る
か
ら
。

そ
れ
ら
が
、
頭
の
中
で
自
由
に
交
易
し
、
混
ざ

り
合
い
、
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
。

　
「
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
、

時
代
を
超
え
、
国
を
超
え
、
蓄
積
さ
れ
、
混
ざ

り
合
い
、

咀
嚼
さ
れ
た
何
か
が
、
新
た
な
形
と
な
っ
て
表

出
さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
れ
は
、
中
世
大
分
の
南
蛮
文
化
の
伝
来
に
似

て
い
る
。

本
作
品
「
キ
メ
ラ
ブ
ネ
」
は
、
元
喫
煙
所
ス
ペ
ー

ス
を
南
蛮
船
に
見
立
て
、

南
蛮
文
化
に
よ
り
、
も
た
ら
さ
れ
た
動
物
「
虎
」

「
象
」「
孔
雀
」
を

混
ぜ
合
わ
せ
た
キ
メ
ラ
が
運
ば
れ
て
く
る
様
子

を
表
現
し
て
い
る
。

　
「
大
分
駅
」
と
い
う
旅
の
発
着
口
で
、
こ
の
作
品

が
多
く
の
人
々
と
出
逢
い
、

ま
た
新
た
な
何
か
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
。

Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
は
、
私
た
ち
の
南
蛮
船
だ
。

こ
の
文
章
は
、
こ
の
作
品
の
彼
ら
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
企
画
の
趣

旨
で
あ
る
「
大
分
県
立
美
術
館
を
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
し
て
作
品
を
制
作
」
に
非
常
に

合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
す
べ
て
の
も
の
を
呑
み
込
み
、
自
ら
の
身

体
を
通
し
て
産
み
落
と
そ
う
と
す
る
彼
ら
の
創
作
の
姿
勢
を
表
す
も
の
と
も
い
え
る
作

品
で
あ
る
。

そ
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
昇
華
さ
れ
た
作
品
の
姿
は
、
強
烈
な
印
象
を
覚
え
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
展
示
期
間
中
の
年
末
年
始
に
帰
省
し
た
京
都
の
女
子
大
生
が
、
こ
の
作
品

を
目
に
し
て
投
稿
し
た
「
待
合
室
を
バ
ケ
モ
ン
が
占
領
し
て
い
る
せ
い
で
客
が
寒
空
の

下
待
た
さ
れ
る
の
良
い
な
」ⅲ	

の
Ｘ
（
当
時
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
の
ポ
ス
ト
（
ツ
イ
ー
ト
）
に

９
万
件
を
超
え
る
「
い
い
ね
！
」
が
つ
く
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
で
も
随
分
と
取
り
上
げ
ら

れ
た
こ
と
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

⑸
《
明
日
の
門
》

大
分
県
立
美
術
館
で
は
、
２
０
２
３
年
に
「
朝
倉
文
夫
生
誕
１
４
０
周
年　

猫
と
巡

る
１
４
０
年
、
そ
し
て
現
在
」（
以
下
、
朝
倉
文
夫
展
）
を
開
催
し
た
。
朝
倉
文
夫
展
は
、
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生
誕
１
４
０
周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
、
朝
倉
文
夫
の
創
作
活
動
を
美
術
史
的
観
点
か

ら
顕
彰
す
る
こ
と
に
加
え
、「
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
朝
倉
文
夫
を
通
し
て
、

生
き
る
こ
と
、
表
現
す
る
こ
と
、
芸
術
と
は
、
社
会
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
命
題
に
も
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
願
い
、
朝
倉
文
夫
と
同
じ

大
分
の
地
に
生
ま
れ
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
、
創

作
活
動
を
展
開
す
る
美
術
家	

安
部
泰
輔
と
絵
本
作

家
／
美
術
家	

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
２
組

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
参
画
し
て
も
ら
い
、
彼
ら
の

目
を
通
し
て
と
ら
え
た
朝
倉
文
夫
の
新
た
な
姿
と

魅
力
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
時
に
展
示

さ
れ
た
作
品
が
《
明
日
の
門
》
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
幅
16
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
57
メ
ー

ト
ル
の
ひ
と
つ
づ
き
の
展
示
室
の
い
ち
ば
ん
奥
の

出
口
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
、
横
８
メ
ー
ト
ル
、
高

さ
３
・５
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
「
明
日
の
門
」
と
し

て
し
つ
ら
え
ら
れ
た
。

こ
の
「
明
日
の
門
」
は
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン

パ
ニ
ー
の
朝
倉
文
夫
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と

同
時
に
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
自
身
の
創

作
に
お
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
り
、
今
を
生
き

る
私
た
ち
に
向
け
た
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

国
の
体
制
や
政
治
、
経
済
、
文
化
、
教
育
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
環
境
な
ど
、
大
き
な
う
ね
り

が
連
綿
と
続
い
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
、
そ
の
時

代
に
生
き
、
徹
底
し
た
自
然
主
義
的
な
ま
な
ざ
し

と
本
質
を
鷲
掴
み
に
す
る
独
自
の
写
実
表
現
で
作
品
を
生
み
出
し
続
け
る
ほ
か
、
後
進

の
育
成
や
芸
術
界
の
発
展
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
な
ど
に
も
力
を
注
い
で
き
た
彫
刻
家	

朝
倉
文
夫
。
そ
の
朝
倉
文
夫
と
朝
倉
が
生
き
た
時
代
の
す
べ
て
の
こ
と
と
も
の
を
み
と

め
、
呑
み
込
み
、
そ
し
て
、
未
来
に
向
け
、
歩
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
々

を
迎
え
る
、
そ
の
象シ

ン
ボ
ル徴

と
し
て
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
「
明
日
の
門
」
を
立

ち
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

４
．
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
源
泉

こ
こ
ま
で
、
取
り
組
ま
れ
た
多
く
の
も
の
の
な
か
か
ら
、
代
表
的
な
５
つ
の
作
品
を

見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
を
生
み
出
す
源
泉
や

背
景
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
彼
ら
の
取
り
組
み
や
発
言
な
ど
か
ら
探
っ
て
み
た

い
。

⑴
創
造
へ
の
胎
動

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
現
在
35
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
り
な
が
ら
、
絵
本
を

40
冊
以
上
も
発
行
し
、
メ
デ
ィ
ア
や
企
業
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
か
ら
、
絵
本
や
そ
れ

以
外
の
企
画
の
依
頼
も
多
数
舞
い
込
む
ほ
ど
の
売
れ
っ
子
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
学
ん
だ
大
学
は
、
美
術
を
志
す
者
の
多
く
が
進
学
す
る
美
大

や
芸
大
で
は
な
く
、
地
元
の
国
立
大
学
で
あ
る
大
分
大
学
の
教
育
学
部
で
あ
っ
た
。

元
々
、
二
人
と
も
絵
を
描
い
た
り
、
も
の
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
は
好
き
で
あ
っ

た
が
、
高
校
は
大
分
の
地
元
の
普
通
科
に
通
い
、
部
活
動
も
阿
部
が
サ
ッ
カ
ー
部
、
吉

岡
が
テ
ニ
ス
部
と
運
動
部
の
所
属
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
美
大
・
芸
大
へ
の
進
学
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、
地
方
の
普
通
科
の
高
校
で
は
推
奨
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
地
元
の
国

立
大
学
へ
の
進
学
を
選
択
し
た
。

し
か
し
、
大
分
大
学
に
は
、
当
時
、
教
育
学
部
に
美
術
選
修
と
総
合
表
現
コ
ー
ス
と

い
う
二
つ
の
芸
術
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
コ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
絵
を
描
く
こ
と
な
ど
表
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現
す
る
こ
と
を
存
分
に
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
、
高
校
時
代
に

は
成
し
得
な
か
っ
た
真
の
願
い
を
教
育
学
部
の
こ
れ
ら
の
コ
ー
ス
で
、
今
度
こ
そ
思
い

切
り
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
の
選
択
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

二
人
は
、
無
事
、
大
分
大
学
教
育
学
部
に
入
学
し
、
美
術
選
修
で
学
ぶ
こ
と
を
決
め
、

そ
こ
で
は
じ
め
て
出
会
う
こ
と
と
な
る
。

エ
ン
ジ
ン
の
か
け
方
や
走
り
方
は
多
少
違
え
ど
も
、
高
校
時
代
に
燻
ら
せ
て
い
た
反

動
も
相
俟
っ
て
か
、
彼
ら
は
、
リ
ミ
ッ
タ
ー
を
解
除
し
フ
ル
ス
ロ
ッ
ト
ル
で
爆
走
す
る

が
ご
と
く
、
創
作
に
い
そ
し
む
日
々
を
送
る
。
２
０
０
８
年
、
１
年
生
の
終
わ
り
に
Ｊ

Ｒ
大
分
大
学
駅
構
内
で
開
か
れ
た
美
術
専
修
コ
ー
ス
１
年
生
４
名
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
展

は
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
活
動
に
影
響
を
与
え
る
大
き
な
節
目
と
な
る
企
画
と
な
っ
た
。

こ
の
展
示
で
、
阿
部
は
吉
岡
以
外
の
２
名
の
学
生
た
ち
と
協
働
し
て
、
各
自
Ａ
４
サ
イ

ズ
ほ
ど
の
統
一
し
た
大
き
さ
の
絵
画
を
描
き
、
壁
面
に
展
示
し
た
。
吉
岡
は
、
彼
ら
と

は
全
く
別
に
事
前
の
示
し
合
わ
せ
も
し
な
い
ま
ま
、
単
独
で
Ａ
０
サ
イ
ズ
ほ
ど
の
絵
画

を
描
き
、
展
示
し
た
。

自
身
の
作
品
が
観
る
者
に
ど
う
映
る
の
か
な
ど
、
全
く
未
知
数
で
あ
り
、
期
待
と
不

安
を
な
い
ま
ぜ
に
日
々
独
り
で
制
作
に
取
り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
吉
岡
の
作
品

は
、
阿
部
ら
同
級
生
に
と
っ
て
、
想
像
す
ら
し
え
な
か
っ
た
ほ
ど
の
瑞
々
し
さ
と
力
強

さ
を
も
っ
て
現
れ
た
。
阿
部
は
同
級
生
二
人
と
合
わ
せ
る
よ
う
に
制
作
し
た
こ
と
を
猛

省
。
そ
し
て
、
阿
部
だ
け
で
な
く
、
吉
岡
も
、
今
後
一
切
、
型
に
は
ま
る
よ
う
な
こ
と

は
せ
ず
、
独
自
の
創
作
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
を
固
く
心
に
誓
う
契
機
と
も
な
っ
た
。

展
示
し
た
吉
岡
の
作
品
は
、
購
入
希
望
者
が
現
れ
る
と
い
う
、
吉
岡
に
と
っ
て
は
じ

め
て
の
体
験
を
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

そ
の
後
、
彼
ら
は
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
、
大
分
大
学
の
文
化
祭
で
作
品
を
発
表
す
る

な
ど
学
内
の
活
動
を
始
め
る
が
、
ほ
ど
な
く
、
学
外
に
も
活
動
を
広
げ
て
い
き
、
大
分

市
中
心
部
の
商
店
街
や
東
京
・
表
参
道
な
ど
、
路
上
な
ど
で
も
作
品
を
発
表
し
、
販
売

も
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
商
業
施
設
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
展
示
な
ど
、
発
表
の
場
も
少

し
ず
つ
増
え
て
い
っ
た
。

そ
う
し
て
、
２
０
１
０
年
に
は
、《
大
ウ
ツ
ボ
戦
闘
記
》（
キ
ャ
ン
バ
ス
、
ア
ク
リ
ル

絵
具
、167
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未
来
賞
を
受
賞
、
２
０
１
３

年
に
は
、
絵
本
『
ボ
ン
ボ
と
ヤ
ー
ジ
ュ	

－

あ
つ
い
あ
つ
い
島
の
冒
険

－

』
で
第
７
回

日
本
童
画
大
賞
準
優
秀
賞
を
受
賞
、
２
０
１
４
年
に
は
、『
だ
い
お
う
い
か
の
い
か
た

ろ
う
』（
鈴
木
出
版
）
で
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
と
同
時
に
第
20
回
日

本
絵
本
賞
読
者
賞
を
受
賞
す
る
。

⑵
「
堂
」

－

宇
宙
を
丸
呑
み
す
る
大
志
×
「
童
」

－

宇
宙
の
希
求

　

Ａ
．
絵
本
／
立
体
物
・
絵
画

一
般
的
に
彼
ら
の
代
名
詞
と
い
え
ば
、「
絵
本
」
だ
ろ
う
か
。
絵
本
作
家
と
し
て
40

冊
も
の
絵
本
を
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼

ら
は
絵
本
づ
く
り
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
や
っ
て
い
た
の
は
絵
画

制
作
、
そ
し
て
立
体
物
の
制
作
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
描
き
た
い
も
の
、
表
現
し
た

い
も
の
を
か
た
ち
に
す
る
。
紙
と
絵
具
さ
え
あ
れ
ば
す
ぐ
に
始
め
ら
れ
る
絵
画
制
作
に

ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
絵
本
を

世
に
出
し
た
い
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
版
元
が
つ
か
な
け
れ
ば
発
行
は
ま
ま
な
ら
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
絵
本
で
表
現
し
た
い
も
の
を
絵
画
や
立
体
物
で
代
替
し
よ
う
と
し
た
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
き
な
り
絵
本
を
つ
く

り
始
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
ら
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
絵
画
や
立
体
物
の
制
作
と
並
行
し
て
、
絵
本
づ

く
り
に
も
取
り
組
み
、
見
事
に
２
０
１
４
年
に
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
。

そ
の
後
は
、
出
版
社
か
ら
の
依
頼
も
順
調
に
入
り
、
絵
本
づ
く
り
が
創
作
活
動
の
大
き

な
柱
と
な
っ
て
い
く
。
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し
か
し
、
彼
ら
に
聞
く
と
、
絵
本
づ
く
り
に
だ
け
専
念
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
立

体
物
や
絵
画
な
ど
も
制
作
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、

絵
本
と
立
体
物
・
絵
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
立
体
物
や
絵
画
は
、
彼
ら
の
創
作
の
源
泉
や
思
い
を
ダ
イ

レ
ク
ト
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
絵
本
は
、
読
者
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
、
つ

ま
り
、
彼
ら
の
思
い
を
絵
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
伝

え
て
い
く
べ
き
か
を
大
切
に
し
、
制
作
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
前
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
彼
ら
の
特
集
で
、
彼
ら
の
創
作
へ
の
思
い
が
よ
く
表
さ

れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

吉
岡
：	

自
分
た
ち
が
モ
ノ
を
つ
く
る
時
に
美
し
か
っ
た
り
キ
レ
イ
だ
っ
た
り
す
る
っ

て
い
う
よ
り
も
ど
う
い
う
方
向
で
も
い
い
か
ら
心
が
震
え
る
よ
う
な
ス
ゴ
イ

モ
ノ
を
つ
く
り
た
い
。
立
体
作
品
が
“
源
泉
”
で
そ
れ
を
整
え
て
い
っ
た
の

が
“
絵
本
”
い
い
絵
本
を
描
き
た
い
。

阿
部
：	

僕
ら
が
死
ん
だ
後
で
も
「
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
な
」
っ
て
い
う
風
に
思
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
な
も
の
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。ⅳ	

ま
た
、
絵
本
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督	
宮
崎
駿
が
自
伝

的
著
書
『
出
発
点
︱
１
９
７
９
〜
１
９
９
６
』（
１
９
９
６
年
、
徳
間
書
店
）
の
中
で
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
語
っ
た
「
入
り
口
は
低
く
広
く
て
、
誰
で
も
招
き
入
れ
る
が
、
出

口
は
高
く
浄
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」ⅴ

と
い
う
こ
と
ば
も
常
に
念
頭
に
置
き

な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ｂ
．
創
作
の
現
場

で
は
、
実
際
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
創
作
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
彼
ら
の
絵
本
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
絵
本
以
外
で
は
、
こ
れ
ま

で
に
い
く
つ
か
の
仕
事
を
一
緒
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、《
明
日
の
門
》

と
《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
を
例
に
取
り
な
が
ら
、
そ
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。

　
《
明
日
の
門
》
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
朝
倉
文
夫
を
美
術
史
的
観
点
に
加
え
、
現
代

の
視
点
か
ら
、
よ
り
顕
彰
を
深
め
る
ね
ら
い
で
、
二
組
の
現
代
作
家
を
招
聘
し
た
が
、

そ
の
う
ち
の
一
組
が
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。

展
覧
会
、
特
に
物
故
作
家
の
展
覧
会
の
場
合
に
は
、
開
催
す
る
美
術
館
の
学
芸
員
が

中
心
ま
た
は
学
芸
員
の
み
で
、
企
画
や
準
備
を
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
朝
倉
文
夫
展
は
、

前
述
の
ね
ら
い
を
実
現
さ
せ
、
よ
り
充
実
さ
せ
た
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
、
担

当
学
芸
員
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
安
部
泰
輔
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
ほ
か
、

建
築
家	

塩
塚
隆
生
・
パ
ー
ト
ナ
ー	

古
庄
恵
子
、
グ
ラ
ッ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー	

長
門

敦
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー	

木
ノ
下
結
理
ら
の
大

分
を
拠
点
に
活
躍
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
も
参
画
し
て
も
ら
い
、
検
討
や
準
備
を
し
、

開
催
し
た
。

そ
の
過
程
で
は
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
（
以
下
、
制
作
チ
ー
ム
）
で
何
度
も
集
ま
り
、
企

画
内
容
や
展
示
方
法
等
の
議
論
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
内
容
の
充

実
を
図
る
べ
く
、
朝
倉
文
夫
の
生
前
の
生
活
の
場
で
も
あ
り
、
創
作
の
場
で
も
あ
っ
た
、

現
在
の
台
東
区
立
朝
倉
彫
塑
館
（
東
京
）
に
全
員
で
行
き
、
実
際
に
朝
倉
文
夫
が
60
年

近
く
を
過
ご
し
た
場
を
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
な
ど
の
こ
と
も
行
な
っ
た
。

展
覧
会
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
準
備
や
調
査
の
一
環
と
し
て
、
担
当
学
芸
員
が
関
係

す
る
多
く
の
文
献
等
に
あ
た
る
の
は
常
な
る
こ
と
だ
が
、
朝
倉
文
夫
展
は
チ
ー
ム
で
取

り
組
ん
で
い
た
た
め
、
彼
ら
に
も
そ
れ
ら
の
文
献
等
を
紹
介
し
つ
つ
準
備
を
進
め
て
い
っ

た
。
文
献
等
を
紹
介
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
や
力
の
発
揮
し
ど
こ
ろ
が
あ

る
わ
け
な
の
で
、
他
の
メ
ン
バ
ー
が
須
く
そ
れ
ら
の
文
献
等
に
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
そ
れ
ら
す

べ
て
に
目
を
通
す
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
の
大
学
の
恩
師
で
あ
り
、
日
本
近
代
彫
刻
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
る
田
中
修
二
大
分
大
学
教
授
に
改
め
て
教
え
を
乞
う
ほ
か
、
田
中
教
授
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が
執
筆
し
た
『
近
代
日
本
彫
刻
史
』（
２
０
１
８
年
、
国
書
刊
行
会
）
な
ど
関
連
す
る

多
く
の
文
献
な
ど
か
ら
創
作
の
素
と
な
る
も
の
を
得
よ
う
と
し
て
い
っ
た
。

　
「
堂
」
な
る
彼
ら
の
創
作
の
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
得
た
す
べ
て
の
も
の
を
呑
み
込
み
、
彼
ら
の
身
体
を
通
し
て
産
ま
れ
出
た
の

が
、
一
緒
に
準
備
を
し
て
い
た
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
で
す
ら
想
像
し
え
な
か
っ
た
、
巨
大

な
男
の
子
と
女
の
子
が
向
き
合
う
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
朝
倉
文
夫
が
生
き
た
時
代

と
現
代
を
つ
な
ぐ
１
４
０
年
の
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
展
示
空
間
の
最
後
に
鑑
賞

者
と
と
も
に
未
来
に
向
か
う
門
＝
《
明
日
の
門
》
と
し
て
聳
え
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　
《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
の
創
作
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
こ
ち
ら
の
想
像
を
は

る
か
に
超
え
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
実
は
、「O

PA
M
	at	Platform

	of	O
ita	

Station

」
の
企
画
を
彼
ら
に
依
頼
し
た
際
に
、
企
画
の
ス
タ
ー
ト
が
２
０
２
０
年
10

月
と
日
が
近
か
っ
た
た
め
、
新
作
を
展
示
す
る
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
は
２
ヶ
月
後
の

２
０
２
０
年
12
月
と
し
、
２
０
２
０
年
10
月
か
ら
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
過
去
に
公
開
制

作
で
描
い
た
巨
大
な
絵
画
３
点
を
こ
の
企
画
で
展
示
で
き
る
よ
う
に
箱
状
に
仕
立
て
た

も
の
を
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る

《
か
ん
が
え
る	

こ
ど
も
》
を
展
示
す

る
こ
と
に
し
た
。

　
《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
の
構
想
は
事
前

に
聞
い
て
は
い
た
が
、
制
作
途
中
の

様
子
を
彼
ら
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
見
た
時
に

は
、
正
直
、
度
肝
を
抜
か
れ
た
。
そ

の
写
真
に
は
、
仕
上
が
る
前
の
得
体

の
知
れ
な
い
物
体
の
下
に
阿
部
が
仰

向
け
に
寝
転
が
っ
て
作
品
制
作
の
作
業
を
し
て
い
る
姿
が
映
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ま

る
で
バ
ケ
モ
ノ
に
襲
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

作
品
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
前
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
戦
国
時
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の

大
友
宗
麟
が
海
外
の
文
物
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
史
実
や
か
つ
て
大
分
市
ガ
レ
リ
ア

竹
町
ド
ー
ム
広
場
に
あ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
帆
船
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
、
彼
ら
の
原
体
験

や
原
風
景
と
呼
べ
る
も
の
な
ど
、
こ
の
企
画
に
つ
な
が
る
す
べ
て
の
も
の
や
こ
と
を
呑

み
込
み
、
産
み
落
と
さ
れ
た
の
が
、《
キ
メ
ラ
ブ
ネ
》
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｃ
．
生
誕
の
地
で
生
き
創
る

出
版
社
の
編
集
者
な
ど
が
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
た
際
に
、

「
キ
ャ
ビ
ン
さ
ん
の
絵
本
の
中
に
ヤ
シ
の
木
や
シ
ュ
ロ
の
木
が
よ
く
出
て
く
る
理
由
が
、

大
分
に
来
て
、
や
っ
と
分
か
り
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。
実
際
、『
あ

か
ん
ぼ
っ
か
ん
』
や
『
が
っ
こ
う
に
ま
に
あ
わ
な
い
』、『
ゆ
う
や
け
に	

と
け
て
い
く
』

な
ど
、
彼
ら
の
絵
本
に
ヤ
シ
の
木
や
シ
ュ
ロ
の
木
な
ど
南
国
植
生
の
植
物
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
東
京
の
出
版
社
の
人
に
と
っ
て
は
、
な
ぜ
、
こ
の
場
面
に
ヤ
シ
の

木
や
シ
ュ
ロ
の
木
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
？
と
不
思
議
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
大
分
や
宮

崎
の
海
沿
い
の
道
路
脇
な
ど
に
は
、
ヤ
シ
の
木
や
シ
ュ
ロ
の
木
が
よ
く
植
え
ら
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
、
ヤ
シ
の
木
や
シ
ュ
ロ
の
木

が
あ
る
光
景
は
日
常
の
風
景
で
あ
り
、
ご
く
自
然
に
絵
本
に
登
場
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

大
分
で
生
ま
れ
育
っ
た
彼
ら
は
、
今
も
そ
の
地
で
創
作
を
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
も
彼
ら
の
特
徴
を
か
た
ち
づ
く
る
要
素
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
信
じ
、
疑
い
、
そ
の
す
べ
て
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し

て
呑
み
込
み
、
自
ら
の
身
体
を
通
し
て
産
み
落
と
し
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
世
界

中
を
回
っ
て
、
様
々
な
景
色
を
見
、
人
や
も
の
に
ふ
れ
、
そ
れ
ら
の
体
験
も
糧
と
し
な

が
ら
制
作
を
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
れ
を
選
ば
な
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か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
東
京
や
ロ
ン
ド
ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
む

で
も
な
く
、
大
分
で
く
ら
し
つ
く
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
球
上
に
暮
ら

す
多
く
の
人
々
が
、
世
界
各
地
を
回
り
な
が
ら
で
は
な
く
、
土
地
に
根
ざ
し
て
（
そ
れ

は
一
箇
所
で
な
く
、
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
様
々
な
理
由
で
複
数
箇
所
と
い
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
が
）
生
活
を
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
ひ
と
り
の
市
井
の
人
と
し
て
、
世

界
を
見
、
臨
み
、
そ
れ
ら
を
呑
み
込
み
、
産
み
落
と
す
。
ひ
と
り
の
市
井
の
人
間
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
何
か
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
、
そ
う

し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

Ｄ
．
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
同
士

阿
部
健
太
朗
と
吉
岡
紗
希
は
夫
婦
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
、
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

そ
う
い
っ
た
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、
ア
ト
リ
エ
で
創
作
し
て
い
る
時

だ
け
で
な
く
、
家
に
い
る
時
も
、
24
時
間
一
緒
に
い
る
。
お
互
い
に
真
剣
勝
負
で
取
り

組
ん
で
い
れ
ば
こ
そ
だ
ろ
う
、
ぶ
つ
か
る
こ
と
や
気
に
入
ら
な
い
こ
と
な
ど
も
時
に
は

あ
る
そ
う
だ
。
そ
ん
な
状
況
に
な
っ
て
も
、
ア
ト
リ
エ
に
い
る
の
は
二
人
だ
け
。
空
気

は
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
ん
な
時
に
ブ
レ
イ
ク
を
投
じ
て
く
れ
る
の
が
、
宅
配
の

配
達
員
の
訪
問
や
編
集
者
か
ら
の
電
話
な
ど
な
の
だ
そ
う
だ
。

ひ
と
り
よ
り
も
二
人
。
人
数
が
増
え
れ
ば
、
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
す
る
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
向
か
う
方
向
が
合
わ
な
い
、
本
気
度
が
違
う
な
ど
の
こ
と
が

あ
れ
ば
、
余
程
ひ
と
り
で
や
っ
た
方
が
と
い
う
か
、
ひ
と
り
で
や
る
以
外
、
術
は
な
い

と
い
う
こ
と
も
、
否
、
こ
そ
多
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
。
し
か
し
、
阿
部
と
吉
岡
は
、

日
頃
の
様
子
や
話
な
ど
を
聞
く
に
つ
け
、
お
互
い
に
真
摯
に
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
ぶ
つ

け
合
い
、
切
磋
琢
磨
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
そ
れ
は
、
二
人
が
目
指
す
も
の
や
価
値
観
な
ど
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
共
感

し
、
互
い
に
認
め
合
い
、
尊
敬
や
尊
重
し
合
え
る
同
士
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
は
、
単
純
に
１
＋
１
が
２
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
独

自
の
創
作
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
り
、
困
難
な
壁
も
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と

が
で
き
た
り
す
る
。
こ
れ
も
彼
ら
の
大
き
な
強
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

５
．�

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
独
自
性

－

「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」
を
産

み
出
す

⑴
「
絵
本
」「
絵
画
・
立
体
物
」
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
の
特
徴

こ
こ
ま
で
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
独
自
性
を
生
み
出
す
源
に
つ
い

て
考
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
改
め
て
列
記
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

ａ
．「
堂
」
＝
宇
宙
を
丸
呑
み
し
よ
う
と
す
る
大
志

ｂ
．	「
童
」
＝
「
堂
」
を
通
し
て
、
産
み
出
そ
う
と
す
る
、
彼
ら
が
象
徴
と
す
る
「
宇

宙
」

ｃ
．	

絵
画
・
立
体
物
＝
「
童
」「
堂
」
の
ダ
イ
レ
ク
ト
な
発
露
／
絵
本
＝
「
童
」「
堂
」

を
読
者
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
で
表
現

ｄ
．	

驚
嘆
な
る
「
堂
」
の
実
践
に
よ
り
産
み
落
と
さ
れ
る
「
童
」

ｅ
．
生
誕
の
地
か
ら
世
界
を
臨
む
＝
「
堂
」

こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
「
３
．
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
活
動
・

作
品
分
析
」
で
み
て
き
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
、
彼
ら
の
創
作
の
独
自
性
を
み
て
い
っ
て

み
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
制
作
す
る
媒
体
に
よ
っ
て
、
表
現
の
仕
方
や
届
け
方
な

ど
を
変
え
る
。
し
か
し
、
彼
ら
を
制
作
に
か
り
た
て
て
い
る
「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」

を
産
み
出
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、
制
作
す
る
媒
体
に
よ
ら
ず
共
通
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
思
い
を
「
絵
本
」
と
「
立
体
物
や
絵
画
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
で
ど
の
よ
う
な
や
り

方
で
表
現
し
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
み
て
い
っ
て
み
よ
う
。
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ま
ず
、「
絵
本
」
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
絵
本
の
制
作
に
お
い
て
、
読
者
を
意
識
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
読
者
に
取
り
入
れ
ら
れ
や
す
い
テ
ー
マ
を
選

ん
だ
り
、
わ
か
り
や
す
い
表
現
を
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
ら
が
選
ぶ

テ
ー
マ
は
、
彼
ら
の
子
ど
も
の
頃
の
原
体
験
に
よ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
現
在
感
じ
て
い

る
身
近
な
関
心
事
や
社
会
的
な
課
題
な
ど
、
彼
ら
自
身
が
取
り
上
げ
、
表
現
し
た
い
も

の
が
基
本
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
、「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」
を
産

み
出
す
べ
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て
、
描
画
と
こ
と
ば
を
添
え
て
い
く
。

前
述
の
ａ
〜
ｅ
を
使
っ
て
整
理
を
す
る
と
、
ｅ
に
よ
り
設
定
し
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
、

ｃ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
願
う
ａ
・
ｂ
を
ｄ
に
よ
っ
て
実
行
す
る
と
い
え
る
か
。（
ⅰ
）

そ
し
て
、
彼
ら
は
描
画
に
お
い
て
支
持
体
と
な
る
ベ
ニ
ア
板
に
対
し
て
下
地
づ
く
り

を
す
る
が
、
偶
然
の
産
物
を
産
み
出
す
よ
う
な
こ
の
手
法
が
、「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」

を
産
み
出
し
た
い
と
い
う
彼
ら
の
願
い
を
実
に
上
手
く
引
き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
み
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
次
項
以
降
で
説
明
し
た
い
。

次
に
「
立
体
物
や
絵
画
」
で
あ
る
が
、
制
作
の
大
き
な
流
れ
は
、
絵
本
と
同
様
に
前

述
の
「
ⅰ
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
絵
画
」
で
は
、「
絵
本
」
の
独
自
の

描
画
手
法
が
、
一
方
、「
立
体
物
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。

立
体
物
の
制
作
に
は
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
躯
体
自
体

に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
立
体
物
の
表
面
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
は
基
本
着
彩
が
施
さ
れ
る
が
、
そ
の
や
り
方
は
、
多
く
は

「
絵
本
」
で
み
て
き
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
素
材
を
彼
ら

自
身
の
手
を
使
っ
て
組
み
合
わ
せ
た
り
、
組
み
立
て
た
り
し
な
が
ら
、
か
た
ち
づ
く
り
、

最
後
に
表
面
に
ニ
ス
が
塗
ら
れ
仕
上
げ
ら
れ
る
。

⑵
参
考
事
例　

ア
フ
リ
カ
の
造
形
物　

造
形
物
に
込
め
ら
れ
た
世
界
観

こ
こ
で
、
彼
ら
の
創
作
の
独
自
性
を
よ
り
理
解
し
て
い
く
た
め
、
あ
る
別
の
事
例
「
ア

フ
リ
カ
の
造
形
物
」
を
参
考
に
取
り
上
げ
た
い
。

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
は
現
在
の
国
の
数
を
は
る
か
に
超
え
る
数
多
く
の
民
族
が
存
在
し
、

民
族
ご
と
そ
れ
ぞ
れ
に
祭
礼
や
祈
祷
な
ど
で
使
わ
れ
る
仮
面
や
立
像
な
ど
の
造
形
物
が

存
在
す
る
。
そ
の
数
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
る
が
、
そ
れ
ら
の
造
形
物
の
多
く
に
は
、

共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
造
形
物
に
は
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
世
界
観
を

み
る
者
に
強
く
認
識
さ
せ
る
造
形
上
の
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
民
族
の
人
々
が
高
い
臨
場
感
を
持
ち
、
祈
り
を
込
め
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
造
形
物
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
仮

面
や
立
像
は
、
人
が
鑑
賞
す
る
た
め
の
作
品
で
は
な
く
、
彼
ら
の
人
生
そ
の
も
の
で
も

あ
る
民
族
の
世
界
観
を
表
す
神
話
や
儀
礼
に
お
い
て
象
徴
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
民
族
の
存
続
と
い
う
彼
ら
の
人
生
を
左
右
す
る
重
要
事
項

が
祈
祷
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
作
り
手
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
神
話
上
の
生
き
物
や

精
霊
を
強
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
が
そ
の
生
き
物
や
精
霊
と
化
す

ほ
ど
の
強
い
臨
場
感
を
も
ち
臨
む
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
造
形
物
に
は
、
彼
ら
の
思
い
、

つ
ま
り
、
世
界
観
が
強
烈
に
刻
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
ら
は
大
切
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
民
族
の
世
界
観
＝
神
話
上
の

生
き
物
や
精
霊
を
、
抽
象
化
し
て
表
現
す
る
。
造
形
物
に
具
体
性
が
な
く
、
特
徴
を
想

起
さ
せ
る
程
度
に
抽
象
化
し
た
形
象
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
み
る
者
へ
の
心
理
的
な
イ

ン
パ
ク
ト
が
強
く
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
不
必
要
な
情
報
を
削
ぎ
落

と
し
造
形
物
の
持
つ
特
徴
を
不
思
議
な
印
象
と
し
て
際
立
た
せ
る
。
特
徴
は
み
る
者
に

象
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
具
象
的
な
も
の
を
み
る
よ
り
も
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る

余
地
が
広
が
る
。
そ
の
造
形
物
を
み
た
者
は
、
そ
の
形
象
が
具
象
化
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
た
だ
目
に
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
が
で
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き
ず
、
一
旦
、
自
分
自
身
の
解
釈
な
り
、

自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
る
こ
と

を
無
意
識
の
う
ち
に
行
な
う
。
そ
れ
に

よ
り
却
っ
て
、
そ
の
姿
は
み
る
者
の
意

識
の
な
か
に
、
強
く
焼
き
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
造
形
物
に
刻
み
込
ま
れ
た

彼
ら
の
強
烈
な
思
い
が
、
み
る
者
に
強

い
印
象
を
与
え
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
が

み
る
者
の
意
識
の
な
か
で
、
も
う
一
段

強
力
な
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
ら
れ
る

た
め
、
そ
の
姿
は
、
鮮
烈
な
印
象
と
な
っ

て
み
る
者
に
焼
き
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

テ
ー
マ
や
表
現
ス
タ
イ
ル
は
随
分
と

異
な
る
が
、
創
作
に
向
か
う
姿
勢
や
思

い
に
は
互
い
に
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
抽
象
化
の
度
合
い
や
や
り
方
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
ザ
・
キ
ャ

ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
作
品
に
も
抽
象
化
に
よ
る
効
用
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑶
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
と
ア
フ
リ
カ
の
造
形
物
に
見
ら
れ
る
共
通
性
を
フ
ラ
ン

ス
の
文
化
人
類
学
者	

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
著
書
『
野
生
の
思
考
』

（
１
９
６
２
年
）
の
中
で
提
示
し
た
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
理

解
を
深
め
て
み
た
い
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
同
書
で
、
近
代
西
洋
の
科
学
的
思
考
か
ら
は
単
純
で
粗
野

な
「
未
開
人
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
非
西
洋
の
先
住
民
が
、
実
際
に
は
自
然
現
象
や
動

植
物
を
分
類
・
秩
序
づ
け
す
る
独
自
の
体
系
を
持
つ
こ
と
を
報
告
し
た
。
神
話
的
・
呪

術
的
な
性
格
を
持
つ
こ
の
思
考
様
式
は
、
近
代
科
学
と
は
区
別
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の

科
学
と
し
て
「
具
体
の
科
学
」
と
呼
称
さ
れ
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
そ
の
形
態
を

「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。ⅵ

原
始
的
科
学
と
い
う
よ
り
「
第
一
」
科
学
と
名
づ
け
た
い
こ
の
種
の
知
識
が
思
考
の

面
で
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
工
作
の
面
で
か
な
り
よ
く
理
解
さ
せ
て
く
れ
る

活
動
形
態
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
も
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
ふ
つ
う

「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」bricolage

（
器
用
仕
事
）
と
呼
ば
れ
る
仕
事
で
あ
る
。
ブ
リ
コ

レbricoler

と
い
う
動
詞
は
、
古
く
は
、
球
技
、
玉
つ
き
、
狩
猟
、
馬
術
に
用
い
ら
れ
、

ボ
ー
ル
が
は
ね
か
え
る
と
か
、
犬
が
迷
う
と
か
、
馬
が
障
害
物
を
さ
け
て
直
線
か
ら
そ

れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
非
本
来
的
な
偶
発
運
動
を
指
し
た
。
今
日
で
も
や
は

り
、
ブ
リ
コ
ル
ー
ルbricoleur

（
器
用
人
）
と
は
、
く
ろ
う
と
と
は
ち
が
っ
て
、
あ

り
あ
わ
せ
の
道
具
材
料
を
用
い
て
自
分
の
手
で
も
の
を
作
る
人
の
こ
と
を
い
う
。
と
こ

ろ
で
、
神
話
的
思
考
の
本
性
は
、
雑
多
な
要
素
か
ら
な
り
、
か
つ
た
く
さ
ん
あ
る
と
は

い
っ
て
も
や
は
り
限
度
の
あ
る
材
料
を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

何
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
神
話
的
思
考
は
こ
の
材
料
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

手
も
と
に
は
他
に
何
も
な
い
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
神
話
的
思
考
と
は
、
い
わ
ば
一

種
の
知
的
な
器
用
仕
事
（
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
）
で
あ
る
。
こ
れ
で
両
者
の
関
係
が
説
明

で
き
る
。ⅶ

そ
れ
に
続
い
て
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
美
術
を
捉
え
る
際
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
「
ブ

リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。

未
開
美
術
は
プ
ロ
美
術
な
い
し
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
美
術
と
は
正
反
対
の
位
置
に
あ
る
。

専
門
美
術
は
制
作
技
術
（
そ
れ
は
思
う
ま
ま
に
な
る
か
、
も
し
く
は
そ
う
考
え
ら
れ
て

左から�《カナガ�マスク》�マリ、ドゴン、木に着彩、101cm／《グニュゲ�マスク》�コー
トジボワール、ダン、木に着彩、24.5cm／《釘の付いた立像》�コンゴ共和国、コ
ンゴ、木・鉄・ガラス、73.5cm　すべてアフリカンアートミュージアム蔵
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い
る
）
お
よ
び
用
途
（「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
が
そ
れ
自
身
の
目
的
な
の
だ
か
ら
）

を
内
在
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
逆
に
機
会
を
外
在
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
モ
デ
ル

に
機
会
の
提
供
を
も
と
め
る
）。
こ
う
し
て
機
会
は
所
記
の
一
部
と
な
る
。
そ
れ
に
反
し
、

未
開
美
術
は
機
会
を
内
在
化
し
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
未
開
美
術
が
好
ん
で
描
く
超
自
然
的

存
在
は
状
況
と
は
無
関
係
の
、
非
時
間
的
な
現
実
で
あ
る
か
ら
）、
製
作
技
術
と
用
途

を
外
在
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
作
技
術
と
用
途
は
能
記
の
一
部
と
な
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
定
義
に
使
っ
た
材
料
や
製

作
手
段
と
の
対
話
に
、
ち
が
っ
た
場
面
で
ふ
た
た
び
出
合
う
こ
と
と
な
る
。
芸
術
哲
学

に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
は
、
作
家
が
材
料
や
製
作
手
段
に	

「
話
し
相
手
」
の
資
格
を

認
め
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ね
に
認
め
て
は
い
る
に
は
違
い
な
い
。
け

れ
ど
も
、
極
度
に
専
門
的
な
美
術
に
お
い
て
は
そ
れ
は
最
低
限
で
あ
り
、
ブ
リ
コ
ラ
ー

ジ
ュ
に
近
い
素
朴
な
美
術
の
場
合
は
最
大
限
で
、
い
ず
れ
の
場
合
も
構
造
が
犠
牲
に
さ

れ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
美
術
も
、
機
会
で
あ
れ
用
途
で
あ
れ
、
外
的
な
偶
然
性
に

よ
っ
て
完
全
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
場
合
に
は
も
は
や
美
術
の
名
に
は
値
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
作
品
は
イ
コ
ン
（
モ
デ
ル
の
代
用
品
）
か
、
道
具
（
加
工
さ
れ

る
材
料
の
補
助
物
）
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
美
術
が
、
ど
ん
な
に
プ
ロ
的
な
も
の

で
も
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
い
た
る
た
め
に
は
、

偶
然
性
を
消
し
て
機
会
を
お
も
て
に
出
す
こ
の
よ
う
な
方
向
を
適
当
な
と
こ
ろ
で
押
さ

え
、
そ
の
偶
然
性
を
作
品
に
も
り
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
そ
れ
自
体
と
し
て
の
尊
厳

を
作
品
に
与
え
る
こ
と
が
条
件
に
な
る
。
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
美
術
、
未
開
美
術
、
お
よ
び

初
期
段
階
の
プ
ロ
美
術
だ
け
が
古
く
さ
く
な
ら
な
い
の
は
、
偶
然
事
を
生
か
し
て
製
作

に
役
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
れ
た
生
の
も
の
を
意
味
づ
け
の
経
験

的
材
料
と
し
て
完
全
に
使
お
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。ⅷ	

ア
フ
リ
カ
の
造
形
物
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
い
う
よ
う
に
、
プ
ロ
や
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
教
育
で
培
っ
た
技
術
や
専
用
の
道
具
を
使
い
（
内
在
化
す
る
も
の
）、
機
会

と
す
る
モ
デ
ル
や
風
景
（
外
在
化
す
る
も
の
）
を
描
く
（
＊
）
の
と
は
異
な
り
、
描
く

べ
き
も
の
（
内
在
化
す
る
も
の
）
を
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育
や
近
代
化
に
お
け
る
道

具
を
使
う
の
で
は
な
く
、
鉄
製
の
鉈
や
ナ
イ
フ
な
ど
従
来
か
ら
あ
る
も
の
（
外
在
化
す

る
も
の
）
を
使
い
描
く
と
い
う
、
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
の
こ
と
が
造
形
物
と
し
て
の
強
度
や
純
度
を
高
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
制
作
物
に
お
い
て
も
、
偶
然
の
産
物
を
思
わ
せ
る
よ
う

な
描
画
手
法
や
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
を
使
っ
た
制
作
手
法
に
も
、
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
要

素
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

＊	

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
本
著
の
こ
の
説
明
に
お
い
て
、
対
象
と
す
る
作
品
を

「
イ
ー
ゼ
ル
画
」
や
「
風
俗
画
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
19
世
紀
以
前
の

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
絵
画
で
あ
る
。

⑷
驚
嘆
な
る
「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」
を
産
み
出
す

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」
を
産
み
出
そ
う
と
す
る
ザ
・

キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
活
動
に
は
、「
堂
」
の
前
に
「
驚
嘆
な
る
」
と
い
う
形

容
詞
を
つ
け
た
く
な
る
ほ
ど
に
意
欲
的
・
精
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
品
の
強

度
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
前
述
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
要
素
が

加
わ
り
、
渾
然
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
強
度
や
純
度
が
高
め
ら
れ
て
い
く
こ

と
に
寄
与
し
て
い
る
。

　
「
大
分
か
ら
宇
宙
を
丸
呑
み
す
る
驚
嘆
な
る
『
堂
』
を
通
し
て
『
童
』
を
産
み
出
す

創
作
の
姿
勢
と
そ
の
実
行
、
そ
れ
を
さ
ら
に
昇
華
さ
せ
る
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
魔
法
」、

こ
れ
が
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
独
自
性
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
ま
で
、
参
考
事
例
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
造
形
物
や
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
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著
作
な
ど
も
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
は
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン

パ
ニ
ー
に
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
み
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
独
自
性
を
相
対
的

に
み
る
た
め
に
も
、
ほ
か
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
目
を
向
け
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
ザ
・

キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
取
り
組
み
は
、
絵
本
に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ

ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
み
て
い
く
の
は
、
絵
本
作
家
で
は
あ
る

が
、
絵
本
づ
く
り
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
創
作
も
行
な
っ
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ひ
と
り
目
は
、
絵
本
作
家
・
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
ミ
ロ
コ
マ
チ
コ
（
１
９
８
１

－

）。

過
去
に
描
か
れ
た
ど
の
よ
う
な
絵
画
の
型
に
も
決
し
て
収
ま
る
こ
と
の
な
い
、
観
る
者

の
想
像
力
を
無
限
大
に
引
き
出
す
描
画
に
、
森
羅
万
象
に
宿
る
原
初
の
力
を
感
じ
さ
せ

る
大
迫
力
の
画
面
を
特
徴
と
し
、
絵
本
で
は
、『
オ
オ
カ
ミ
が
と
ぶ
ひ
』（
２
０
１
２
年
、

イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
）
で
第
18
回
日
本
絵
本
賞
大
賞
を
受
賞
。『
て
つ
ぞ
う
は
ね
』（
ブ

ロ
ン
ズ
新
社
）
で
第
45
回
講
談
社
出
版
文
化
賞
絵
本
賞
、『
ぼ
く
の
ふ
と
ん
は	

う
み
で

で
き
て
い
る
』（
あ
か
ね
書
房
）
で
第
63
回
小
学
館
児
童
出
版
文
化
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。

ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
世
界
絵
本
原
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
（
Ｂ
Ｉ
Ｂ
）
で
、『
オ
レ
と
き
い
ろ
』

（W
A
V
E

出
版
）
が
金
の
り
ん
ご
賞
、『
け
も
の
の
に
お
い
が
し
て
き
た
ぞ
』（
岩
崎
書

店
）
で
金
牌
を
受
賞
。
絵
画
作
品
も
多
く
手
が
け
て
お
り
、haruka	nakam

ura
な

ど
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
の
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
な
ど
も
行
う
ほ
か
、
展
覧
会
「
ミ

ロ
コ
マ
チ
コ　

い
き
も
の
た
ち
は
わ
た
し
の
か
が
み
」（
宇
都
宮
美
術
館
・
栃
木

２
０
２
０
年
９
月
〜
11
月
／
刈
谷
市
美
術
館
・
愛
知
２
０
２
１
年
４
月
〜
６
月
／
高
知

県
立
美
術
館
２
０
２
１
年
７
月
〜
９
月
／
神
戸
ゆ
か
り
の
美
術
館
２
０
２
１
年
10
月
〜

12
月
／
横
須
賀
美
術
館
２
０
２
２
年
２
月
〜
４
月
／
市
原
湖
畔
美
術
館
・
千
葉

２
０
２
２
年
７
月
〜
９
月
／
か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー
・
鹿
児
島
２
０
２
３
年
４

月
〜
６
月
）
で
絵
本
原
画
や
絵
画
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
を
展
示
す
る
な
ど
、

展
覧
会
な
ど
も
多
数
開
催
し
て
い
る
。

二
人
目
は
、
絵
本
作
家
・
画
家
な
ど
、
長
年
に
渡
り
幅
広
い
活
動
を
展
開
す
る
荒
井

良
二
（
１
９
５
６

－

）。
子
ど
も
た
ち
に
は
等
身
大
の
親
し
み
や
す
さ
を
、
大
人
に
は

た
ち
ま
ち
童
心
に
連
れ
戻
さ
れ
る
よ
う
な
、
温
か
さ
や
懐
か
し
さ
な
ど
を
感
じ
さ
せ
る

独
特
の
表
現
で
、
絵
本
で
は
、『
た
い
よ
う
オ
ル
ガ
ン
』
で
Ｊ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
賞
（JBBY

=	

Japanese	Board	on	Books	for	Y
oung	People

／
一
般
社
団
法
人	

日
本
国
際
児
童

図
書
評
議
会
）
を
、『
あ
さ
に
な
っ
た
の
で	

ま
ど
を
あ
け
ま
す
よ
』
で
産
経
児
童
出
版

文
化
賞
・
大
賞
を
、『
き
ょ
う
は
そ
ら
に
ま
る
い
つ
き
』
で
日
本
絵
本
賞
大
賞
を
受
賞

す
る
ほ
か
、
２
０
０
５
年
に
は
日
本
人
と
し
て
初
め
て
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
リ
ン
ド
グ
レ
ー

ン
記
念
文
学
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
国
内
外
で
高
い
評
価
を
得
る
。
２
０
１
２
年
に
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
純
と
愛
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ラ
ス
ト
を
、
２
０
１
６
年
に

は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル	

『
狸
御
殿
』
の
舞
台
美
術
を
、
さ
ら
に
「
み
ち
の
お
く
の
芸
術
祭
山

形
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
芸
術
監
督
に
就
任
す
る
な
ど
、
そ
の
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
る
。

ま
た
、「new

	born　

荒
井
良
二　

い
つ
も	

し
ら
な
い
と
こ
ろ
へ	

た
び
す
る
き
ぶ
ん
だ
っ

た
」（
横
須
賀
美
術
館
２
０
２
３
年
７
月
〜
９
月
／
千
葉
市
美
術
館
２
０
２
３
年
10
月

〜
12
月
／
刈
谷
市
美
術
館
（
２
０
２
４
年
４
月
〜
６
月
（
予
定
）
／
い
わ
き
市
立
美
術

館
２
０
２
４
年
９
月
〜
10
月
（
予
定
））
で
絵
本
原
画
や
絵
画
、
立
体
作
品
な
ど
、
展

示
空
間
自
体
を
絵
本
の
世
界
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
企
画
を
実
施
す
る
な
どⅸ

、
展
覧
会

な
ど
も
多
数
開
催
し
て
い
る
。

三
人
目
は
、
海
外
よ
り
、「
絵
本
の
魔
術
師
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
で
も
人
気
の
高
い

絵
本
作
家
エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー
ル
（
１
９
２
９

－

２
０
２
１
）。
白
い
薄
紙
に
ア
ク
リ
ル

絵
具
を
塗
り
、
そ
れ
を
切
っ
た
り
破
い
た
り
し
た
も
の
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
生
き
物
な

ど
を
つ
く
る
独
自
の
手
法
を
取
る
ほ
か
、
穴
あ
き
絵
本
な
ど
遊
び
心
に
あ
ふ
れ
た
エ
リ
ッ
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ク
・
カ
ー
ル
云
く
「
少
し
お
も
ち
ゃ
で
あ
り
、
少
し
本
」ⅹ

と
い
う
も
の
も
発
表
し
た
。

絵
本
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
、
１
９
６
７
年
に
発
表
し
た
『
く
ま
さ
ん
く
ま
さ

ん
な
に
み
て
る
の
？
』。
１
９
６
８
年
に
は
『
１
，
２
，
３
，
ど
う
ぶ
つ
え
ん
へ
』
を
、

の
ち
に
世
界
60
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
累
計
４
４
０
０
万
部
発
行
す
る
『
は
ら
ぺ

こ
あ
お
む
し
』
を
１
９
６
９
年
に
発
表
。
そ
の
後
も
次
々
に
世
界
中
の
読
者
か
ら
愛
さ

れ
る
絵
本
を
発
表
し
、
生
涯
で
80
冊
以
上
の
絵
本
を
発
表
し
、
60
ヵ
国
語
以
上
の
言
語

に
翻
訳
さ
れ
た
。

絵
本
以
外
に
も
、
立
体
作
品
や
舞
台
美
術
な
ど
、
幅
広
い
活
動
を
展
開
す
る
ほ
か
、

２
０
０
２
年
に
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ア
マ
ー
ス
ト
に
エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー
ル
絵
本
美

術
館
を
設
立
し
、
自
分
の
作
品
だ
け
で
な
く
国
内
外
の
優
れ
た
絵
本
の
原
画
を
幅
広
く

収
集
、
展
示
す
る
ほ
か
、
様
々
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
、「
絵
本
の
魔
術
師　

エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー
ル
展　

は
ら
ぺ
こ
あ
お
む
し
か

ら
最
新
作
ま
で
」（
そ
ご
う
美
術
館
ほ
か
、
２
０
０
８
年
）
や
「
エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー
ル

展	T
he	A

rt	of	Eric	Carle	

－

」（
世
田
谷
美
術
館
ほ
か
、
２
０
１
４
年
）、「
エ
リ
ッ

ク
・
カ
ー
ル
絵
本
美
術
館
」（
熊
本
市
現
代
美
術
館
、
２
０
１
８
年
）、「
エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー

ル　

遊
ぶ
た
め
の
本
」（PLA

Y
!	M

U
SEU

M
, 

２
０
２
０
年
６
月
〜
２
０
２
１
年
３
月
）

な
ど
多
く
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
３
人
の
絵
本
作
家
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
比
較
検
証
を
深
め
る
た

め
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
絵
本
の
創
作
も
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
、
現
代
ア
ー
ト
作
家

に
も
目
を
向
け
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

ひ
と
り
目
は
、
拗
ね
た
よ
う
な
、
挑
む
目
を
し
た
子
ど
も
や
動
物
を
モ
チ
ー
フ
と
し

た
絵
画
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
立
体
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
国
際
的
に
高
い
評
価
を

得
る
奈
良
美
智
（
１
９
５
９

－

）。

１
９
９
９
年
に
あ
ま
り
に
体
が
大
き
す
ぎ
る
た
め
誰
の
目
に
も
留
ま
る
こ
と
の
な
か
っ

た
寂
し
が
り
や
の
子
犬
と
、
そ
の
子
犬
の
存
在
に
気
づ
く
少
女
と
の
出
会
い
を
描
い
た

心
温
ま
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
絵
本
『
と
も
だ
ち
が
ほ
し
か
っ
た
こ
い
ぬ
』（
１
９
９
９
、

マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）
や
、
浅
井
健
一
の
バ
ン
ド
「SH

ERBET
S

」
の
プ
ロ
テ
ス
ト
ソ

ン
グ
「Baby	Revolution

」
の
歌
詞
に
奈
良
の
描
き
下
ろ
し
を
含
む
作
品
で
構
成
す

る
絵
本
『
ベ
イ
ビ
ー
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
』（
２
０
１
９
、
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
）
を
発

行
し
て
い
る
。

二
人
目
は
、
１
９
８
０
年
代
初
め
に
華
々
し
く
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
絵
画
、
版
画
、

素
描
、
彫
刻
、
映
像
、
絵
本
、
音
、
エ
ッ
セ
イ
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
巨
大
な
建

造
物
に
至
る
ま
で
、
猛
々
し
い
創
作
意
欲
で
お
び
た
だ
し
い
数
の
仕
事
を
手
が
け
る
ト
ッ

プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、
近
年
で
は
ド
ク
メ
ン
タ
（
２
０
１
２
）
と
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ

ン
ナ
ー
レ
（
２
０
１
３
）
の
二
大
国
際
展
に
参
加
す
る
な
ど
、
現
代
日
本
を
代
表
す
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
海
外
で
も
評
価
を
得
る
大
竹
伸
朗
（
１
９
５
５

－

）。

鼻
の
頭
に
ヒ
ゲ
の
あ
る
（
?!
）
ジ
ャ
リ
お
じ
さ
ん
が
、
あ
る
日
ふ
と
う
し
ろ
を
振
り

向
き
目
に
し
た
長
い
黄
色
い
道
を
歩
き
、
動
物
た
ち
や
い
ろ
い
ろ
な
人
に
会
い
、
そ
れ

か
ら
変
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
起
こ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
絵
本
『
ジ
ャ
リ
お
じ
さ
ん
』（
１
９
９
４
、

福
音
館
書
店
、
第
43
回
小
学
館
絵
画
賞
受
賞
、
１
９
９
５
年
世
界
絵
本
原
画
展
金
牌
受

賞
）
や
、
飛
び
は
ね
る
色
と
う
ね
る
こ
と
ば
で
構
成
さ
れ
る
『
ん
ぐ
ま
ー
ま
』（
文
：

谷
川
俊
太
郎
、
２
０
０
３
、
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
）
を
発
行
し
て
い
る
。

三
人
目
は
、
絵
画
、
彫
刻
、
映
像
、
建
築
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
作
品
を
創
造

す
る
と
と
も
に
、
美
術
批
評
を
中
心
に
執
筆
を
続
け
る
岡
﨑
乾
二
郎
（
１
９
５
５

－

）。

岡
﨑
の
絵
を
起
点
に
谷
川
俊
太
郎
が
「
ぱ
ぴ
ぷ
ぺ
ぽ
」
の
音
の
み
で
構
成
さ
れ
る
文

を
書
い
た
絵
本
『
ぽ
ぱ
ー
ぺ	

ぽ
ぴ
ぱ
っ
ぷ
』（
２
０
１
４
、
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
）
を
発
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行
し
て
い
る
。

四
人
目
は
、
日
常
の
見
慣
れ
た
事
象
を
独
自
の
「
見
立
て
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
直
す

作
品
《
フ
ァ
ス
ナ
ー
の
船
》《
ま
ば
た
き
の
葉
》《
空
気
の
人
》
な
ど
を
発
表
し
、
国
内

外
で
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
鈴
木
康
広
（
１
９
７
９

－

）。

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
「
万
有
引
力
の
法
則
」
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
り
ん
ご
を

け
ん
玉
の
玉
に
引
用
し
、
地
球
の
重
力
を
体
感
で
き
る
鈴
木
が
つ
く
っ
た
玩
具
「
り
ん

ご
の
け
ん
玉
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
、
り
ん
ご
と
け
ん
玉
が
「
仲
が
よ
い
理
由
」

を
解
き
明
か
す
絵
本
『
り
ん
ご
と
け
ん
だ
ま
』（
２
０
１
７
、
ブ
ロ
ン
ズ
新
社
）
や
、
ユ
ー

モ
ラ
ス
で
や
さ
し
く
て
せ
つ
な
い
少
年
と
猫
の
話
を
描
い
た
絵
本
『
ぼ
く
の
に
ゃ
ん
た
』

（
２
０
１
６
、
ブ
ロ
ン
ズ
新
社
）
を
発
行
し
て
い
る
。

五
人
目
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
・
ス
ー
プ
の
缶
や
コ
カ
コ
ー
ラ
の
瓶
、
有
名
人
（
マ
リ
リ

ン
・
モ
ン
ロ
ー
や
エ
ル
ヴ
ィ
ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
な
ど
）
の
ほ
か
、
自
動
車
事
故
や
自
殺
、

電
気
椅
子
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
死
と
惨
事
」
な
ど
、
大
衆
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
シ
ル
ク
ス

ク
リ
ー
ン
の
反
復
転
写
に
よ
っ
て
表
現
し
た
作
品
を
は
じ
め
、
旧
来
の
ア
ー
ト
の
価
値

観
を
刷
新
す
る
表
現
や
活
動
で
知
ら
れ
、「
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
の
旗
手
」
と
し
て
活
動

し
た
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
（
１
９
２
８

－

８
７
）。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
名
声
を
得
る
前
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
や
広
告
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て
活
動
し
た
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が
、
高
級
皮
革
ブ
テ
ィ
ッ
ク
の
た
め
に
、
ク
レ
オ
パ
ト

ラ
か
ら
コ
コ
・
シ
ャ
ネ
ル
ま
で
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
を
着
飾
る
も
の
と
し
て
、
ク
ー
ル
で
キ
ュ
ー

ト
な
蛇
の
モ
チ
ー
フ
や
素
材
を
使
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
ウ
ェ
ア
な
ど
を
描
き
発
表
し

た
の
が
、
絵
本
『
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
ヘ
ビ
の
お
は
な
し
』（
１
９
６
４
）。
こ

れ
を
新
た
に
彩
色
し
、
２
０
１
７
年
に
河
出
書
房
新
社
か
ら
絵
本
『
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー

ホ
ル
の
ヘ
ビ
の
お
は
な
し
』
と
し
て
復
刊
さ
れ
た
。

こ
こ
ま
で
８
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
み
て
き
た
。
ま
ず
は
、
３
人
の
絵
本
作
家
に
つ

い
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
３
人
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
で
絵
本
を

発
表
す
る
ほ
か
、
絵
画
や
立
体
物
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン

グ
、
舞
台
美
術
な
ど
、
幅
広
い
活
動
を
展
開
し
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
多
く
の
人
々

に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
し
た
ザ
・
キ
ャ

ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
独
自
性
「
大
分
か
ら
宇
宙
を
丸
呑
み
す
る
驚
嘆
な
る
『
堂
』

を
通
し
て
『
童
』
を
産
み
出
す
創
作
の
姿
勢
と
そ
の
実
行
、
そ
れ
を
さ
ら
に
昇
華
さ
せ

る
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
魔
法
」
に
通
じ
る
要
素
も
多
々
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

の
上
で
、
彼
ら
と
の
違
い
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
な
ら
で
は
の
独
自
性
と
は
何

か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
生
誕
の
地
か
ら
世
界
を
臨
む
こ
と
」「
独
自
の
ブ
リ

コ
ラ
ー
ジ
ュ
た
っ
ぷ
り
の
作
風
」「
絵
本
と
全
く
別
物
と
し
て
の
立
体
物
の
振
れ
幅
の

大
き
さ
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
５
人
の
現
代
ア
ー
ト
作
家
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
彼
ら
も
様
々
に
ユ
ニ
ー

ク
な
絵
本
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
彼
ら
と
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
最
大
の
違

い
は
、
絵
本
の
創
作
の
量
で
あ
ろ
う
。
５
人
の
現
代
ア
ー
ト
作
家
が
発
表
し
た
絵
本
が

１
〜
２
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
９
年
間
で
40
作
品

で
あ
る
。
絵
本
は
、
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
の
創
作
の
大
き
な
柱
の
ひ
と
つ
で
あ

る
か
ら
、
相
当
量
の
実
績
が
あ
る
の
は
然
り
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、

立
体
な
ど
の
別
の
作
品
も
相
当
数
を
創
作
し
発
表
し
て
き
て
い
る
。
前
述
の
「
絵
本
と

全
く
別
物
と
し
て
の
立
体
物
の
振
れ
幅
の
大
き
さ
」
に
加
え
、
こ
の
こ
と
も
彼
ら
の
大

き
な
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。

５
．�
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
と
は
何
者
か
？

－

大
分
か
ら
宇
宙
を
丸
呑
み
し
表
現

し
続
け
る
芸ア
ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト

術
堂

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
大
分
の
地
か
ら
世
界
を
臨
み
、「
堂
」
を
通
し
て
「
童
」
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を
産
み
出
し
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
絵
本
や
立
体
物
な
ど
、
彼
ら
が
提
供
や
提
示

す
る
窓
か
ら
宇
宙
の
真
理
を
伝
え
て
き
た
。
ひ
と
言
で
い
う
と
す
れ
ば
、「
大
分
か
ら

宇
宙
を
丸
呑
み
し
表
現
し
続
け
る
芸ア

ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト

術
堂
」
と
も
い
え
る
か
。

彼
ら
は
、
こ
れ
ま
で
で
さ
え
、
絵
本
や
立
体
物
に
加
え
、
企
業
や
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
も
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
新
た
な
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
生
み
出

し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
彼
ら
の
今
後
に
思
い
を
馳
せ
て
み
よ
う
と
思
う
時
に
、
絵
本

や
美
術
と
い
う
枠
に
収
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
異
ジ
ャ
ン
ル
や
ク
ロ
ス
ジ
ャ
ン
ル

で
傑
出
し
た
活
動
や
成
果
を
示
す
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
に
も
、
参
考
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
膨
ら
ま
せ
る
源
泉
と
し
て
、
自
然
と
目
を
向
け
て
み
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

例
え
ば
、
20
世
紀
初
頭
に
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
を
立
ち
上
げ
、「
総
合
芸
術
と
し
て
の

バ
レ
エ
」
と
い
う
新
た
な
芸
術
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
、
欧
米
を
席
巻
し
た
ロ
シ
ア
の
芸

術
運
動
家	

セ
ル
ゲ
イ
・
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
や
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
な
く
、

イ
ン
テ
リ
ア
や
空
間
デ
ザ
イ
ン
、
舞
台
衣
装
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
バ
レ
エ
・
オ
ペ
ラ
な

ど
の
響
演
、
世
界
や
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
な
ど
幅
広
く
活
躍
す
る

コ
シ
ノ
ジ
ュ
ン
コ
、
目
眩
く
音
楽
と
映
像
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
多
く
の
人
々
を
魅
了

し
鼓
舞
し
続
け
る
歌
手	

椎
名
林
檎
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
私
た
ち
に
夢
と
希
望
、
驚
き

と
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
ま
だ
ま
だ
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
も
大
い
に
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
望
み
た
い
。

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
が
、
彼
ら
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
決
め
つ
け
ず
、
型
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
呑

み
込
み
、
自
ら
の
創
作
の
糧
と
し
、
作
品
へ
昇
華
さ
せ
て
い
く
、
彼
ら
だ
か
ら
こ
そ
、「
大

分
か
ら
宇
宙
を
丸
呑
み
し
表
現
し
続
け
る
芸ア

ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト

術
堂
」
の
さ
ら
な
る
本
領
を
発
揮
し
、
大

き
く
羽
ば
た
い
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
、
注
目
し
て
い
き
た
い
。

	

（
学
芸
企
画
課
長　

宇
都
宮
壽
）

ⅰ　
「
ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
大
絵
本
美
術
展
〈
童
堂
賛
歌
〉」
企
画
書

－

序
章

ⅱ　

	「
マ
マ
テ
ナ

－

子
ど
も
の
時
間
感
覚
を
知
ろ
う
！

－

第
1
回	

子
ど
も
の
時
間
感
覚
を
育
て
る
」

（
２
０
１
４
年
７
月
23
日
）

ⅲ　

	

Ｘ
（
当
時
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
テ
ィ
ッ
シ
ュ
（
骨
折
中
）@

SPEED
_isPO

W
ER	

「
待
合
室
を
バ
ケ
モ
ン

が
占
領
し
て
い
る
せ
い
で
客
が
寒
空
の
下
待
た
さ
れ
る
の
良
い
な
」（
午
前
11
：
34
・	

２
０
２
２
年

１
月
５
日
）

ⅳ　

	

Ｔ
Ｏ
Ｓ
テ
レ
ビ
大
分
「
サ
タ
デ
ー
パ
レ
ッ
ト
」

－

ザ
・
キ
ャ
ビ
ン
カ
ン
パ
ニ
ー
特
集
「
あ
い
み
ょ
ん

と
コ
ラ
ボ
由
布
市
拠
点
の
絵
本
作
家
『
世
界
を
創
る
』
そ
の
魅
力
」（
２
０
２
２
年
１
月
22
日
放
送
）

ⅴ　

宮
崎
駿
『
出
発
点
︱
１
９
７
９
〜
１
９
９
６
』（
１
９
９
６
年
、
徳
間
書
店
）

ⅵ　

ウ
ェ
ブ
版
「
美
術
手
帖
」
︱A

RT
	W

IK
I　

ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
文
＝
勝
俣
涼
）

ⅶ　

	

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
『
野
生
の
思
考
』（
大
橋
保
夫
訳
、
１
９
７
６
年
、
み
す
ず
書
房
）

ⅷ　

	

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
『
野
生
の
思
考
』（
大
橋
保
夫
訳
、
１
９
７
６
年
、
み
す
ず
書
房
）

ⅸ　

	「
ア
ー
ト
と
出
会
う
」
現
代
ア
ー
ト
専
門
番
組
【M

EET
	Y

O
U
R	A

RT

】「【
ス
ペ
シ
ャ
ル
対
談
】

日
本
を
代
表
す
る
絵
本
作
家
・
荒
井
良
二
が
提
案
す
る
人
生
と
と
も
に
伴
走
す
る
ア
ー
ト
ピ
ー
ス
」

（
２
０
２
３
年
９
月
25
日
）
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
の
抜
粋

　
　

荒
井
良	

二
（
以
下
、
荒
井
）：
横
須
賀
美
術
館
で
現
在
開
催
中
の
展
覧
会
で
す
。
セ
キ
ス
イ
の
協
賛

で
で
き
た
オ
ブ
ジ
ェ
で
す
け
ど
。

　
　

森
山
未
來
（
以
下
、
森
山
）：
な
る
ほ
ど
、
立
体
も
作
ら
れ
て
る
ん
で
す
か
？

　
　

荒
井
：	「
部
屋
全
体
を
絵
本
に
で
き
な
い
か
っ
て
い
う
こ
と
」
の
発
想
な
の
で
。
み
ん
な
立
体
を
見
ち
ゃ

う
ん
で
す
け
ど
、
僕
は
空
間
全
部
が
絵
本
と
い
う
こ
と
の
括
り
で
試
し
に
や
っ
て
る
ん
で
す

け
ど
。

　
　

森
山
：
空
間
全
体
の
飛
び
出
す
絵
本
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
。

　
　

荒
井
：	

そ
う
そ
う
そ
う
で
す
。
ス
テ
ー
ジ
を
開
く
と
こ
の
な
ん
か
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
ク
み
た
い
な
も
の
が

の
っ
て
る
場
合
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
ま
た
別
の
家
が
出
て
く
る
と
い
う
。「
ど
っ
か
ら
来

た
ん
だ
ろ
う
？
こ
の
子
」
と
か
、
そ
う
や
っ
て
頭
の
中
で
簡
単
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
っ
て
、

次
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
移
行
し
て
も
ら
う
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
編
ん
で
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ

て
。

ⅹ　

	

柴
田
こ
ず
え
（
著
）、
別
冊
太
陽
編
集
部
（
編
集
）『
海
外
の
絵
本
作
家
た
ち
』（
２
０
０
７
年
10
月
、

平
凡
社
）
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大
分
県
立
美
術
館
は
様
々
な
視
点
、
感
覚
を
通
じ
て
、
感
性
や
創
造
性
に
訴
え
、
訪

れ
る
人
が
五
感
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
「
五
感
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」、
そ
し
て
大
分

と
世
界
、
古
典
と
現
代
、
美
術
と
音
楽
な
ど
、
様
々
な
「
出
会
い
」
を
テ
ー
マ
に
し
た

企
画
展
を
通
し
て
、
新
た
な
発
見
や
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
「
出
会
い
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
２
０
１
５
年
に
開
館
し
た
。
開
館
に
あ
た
り
、
初
代
館
長

新
見
隆
は
、
美
術
館
に
行
く
前
の
準
備
が
あ
る
と
し
た
ら
、
空
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
る

と
言
っ
た
。
そ
こ
で
教
育
普
及
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
来
館
者
の
好
奇
心
を
触
発
す

る
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
と
、
身
近
な
モ
ノ
、
日
常
の
中
、
そ
し
て
県
内
の

自
然
・
風
土
・
環
境
・
歴
史
・
文
化
に
目
を
向
け
た
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の
制
作
を
構
想
し
、

多
く
の
人
の
協
力
と
と
も
に
開
館
準
備
室
時
代
か
ら
制
作
を
始
め
た
。
本
稿
で
は
Ｏ
Ｐ

Ａ
Ｍ
教
材
ボ
ッ
ク
ス
（
口
絵
４
）
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
と
成
り
立
ち
、
概
要
を
紹
介

し
、
そ
の
活
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

●　

好
奇
心
を
触
発
す
る
教
材
ボ
ッ
ク
ス

⑴
構
想
か
ら
制
作
へ

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
り
、
認
識
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
を
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
１
）。

教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
、
目
黒
区
美
術
館
で
降
旗
千
賀
子
氏（

註
２
）が

企
画
・
監
修
し
た
「
画

材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館（

註
３
）」

を
参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
画
材
と
素
材
の
引
き

出
し
博
物
館
」
は
、
企
画
展
や
所
蔵
作
品
の
鑑
賞
、
あ
る
い
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内

容
に
よ
っ
て
、
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
引
き
出
し
の
構
造
は
、
開
け
る

と
き
の
ワ
ク
ワ
ク
感
か
ら
好
奇
心
を
触
発
し
、
そ
の
ま
ま
展
示
で
き
る
と
い
う
機
能
性

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
筆
者
が
以
前
、
目
黒
区
美
術
館
で
教
育
活
動
研
究
員
を
し
て

い
た
時
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ツ
ア
ー
で
活
用
し
て
い
た
経
験
が
あ
り
、

こ
の
様
な
教
材
が
、
大
分
県
立
美
術
館
で
も
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
教
育
普
及
の
活

動
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
さ
ら
に
大
分
県
な
ら
で
は
の
教
材
を
作
る
た

め
に
、
大
分
県
と
い
う
場
所
の
魅
力
は
何
か
、
先
の
身
近
な
モ
ノ
、
日
常
を
考
え
た
結

果
、
自
然
あ
ふ
れ
る
大
分
県
全
域
か
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
石
や
植
物
、
貝

殻
な
ど
の
“
美
”
の
カ
ケ
ラ
を
集
め
る
こ
と

に
し
た
（
図
１
）。
こ
れ
は
好
奇
心
の
触
発
は
、

知
識
欲
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
と

と
も
に
、
何
よ
り
も
「
視
る
こ
と
が
楽
し
い
」

と
、「
よ
り
積
極
的
な
姿
勢
に
な
る
こ
と
」
を

願
い
、
大
分
県
の
モ
ノ
や
コ
ト
を
美
術
的
視

点
で
と
ら
え
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
鉱
物
・
植
物
の
専
門
家
や
研
究
者
を
訪
ね
、

助
言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
構
想
を
練
っ
た
。

Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
教
材
ボ
ッ
ク
ス　

そ
の
成
り
立
ち
と
展
開

�

榎
本　

寿
紀

図１．フィールドワークにより集める
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ボ
ッ
ク
ス
は
４
タ
イ
プ
、
各
２
種
の
８
つ
で
、
そ
の
ま
ま
展
示
と
し
て
み
ら
れ
る
よ

う
に
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
を
主
と
し
た
も
の
と
、
箱
を
開
け
た
と
き
の
驚
き
と
い
う
遊
び
心

を
交
え
、
引
き
出
し
の
サ
イ
ズ
や
奥
行
き
を
変
え
る
こ
と
で
、
来
館
者
が
開
け
た
と
き

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
演
出
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
能
動
的
に
モ
ノ
を
視
る
こ
と
を
誘
う
た

め
、
ラ
イ
ト
ボ
ッ
ク
ス
、
形
態
と
素
材
・
色
彩
を
考
え
た
。
基
本
デ
ザ
イ
ン
と
カ
ラ
ー

リ
ン
グ
は
筆
者
が
行
い
、
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
美
術
館
の
建
築
設
計
を
行
っ
て
い
る（
株
）

坂
茂
建
築
設
計
が
図
面
を
引
き
、（
株
）
ノ
ム
ラ
デ
ュ
オ
が
制
作
を
請
け
負
っ
た
。
４

つ
の
ボ
ッ
ク
ス
は
、「
鉱
物
・
顔
料
」「
植
物
・

染
料
」「
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
」「
素
材
と
技
術
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
中
に
収
納
す
る
資

料
は
教
育
普
及
ス
タ
ッ
フ
で
収
集
・
制
作
し

た
も
の
と
、
作
家
・
職
人
に
依
頼
し
た
も
の

に
よ
る
。
２
０
１
５
年
の
開
館
時
に
は
、『
こ

れ
か
ら
の
教
育
普
及
活
動
』
と
題
し
、
教
材

ボ
ッ
ク
ス
を
中
心
に
展
示
し
た
（
図
２
）。

そ
れ
で
は
４
つ
の
ボ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、

少
し
細
か
く
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

⑵
ボ
ッ
ク
ス
Ａ
「
ス
ト
ー
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
～
ミ
ネ
ラ
ル
か
ら
ピ
グ
メ
ン
ト
」

絵
の
具
や
ク
レ
ヨ
ン
な
ど
絵
を
描
く
た
め
の
材
料
（
色
材
）
は
、
今
で
は
画
材
店
や

文
房
具
店
で
購
入
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
合
成
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
く

は
天
然
資
源
（
鉱
物
・
植
物
・
動
物
）
か
ら
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
ボ
ッ
ク
ス
Ａ
（
口
絵

５
）
で
は
、
天
然
顔
料
に
焦
点
を
当
て
、
鉱
物
を
取
り
上
げ
た
。

大
分
県
の
天
然
顔
料
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
残
る

の
は
、
大
分
県
臼
杵
市
臼
杵
磨
崖
仏
と
豊
後
高
田
市
富
貴
寺
大
堂
壁
画
で
あ
る
。

臼
杵
市
文
化
財
課
の
神
田
高
士
氏（

註
４
）を

訪
ね
た
。
臼
杵
磨
崖
仏
は
、
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩

の
崖
面
に
彫
ら
れ
た
石
仏
群
で
あ
り
、
国
の
特
別
史
跡
・
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
磨
崖
仏
群
は
、
多
く
の
仏
像
や
神
像
と
同
様
、
も
と
も
と
彩
色
さ
れ
て
い
た
。
使

用
さ
れ
た
色
彩
に
つ
い
て
は
朽
津
信
明
氏（

註
５
）の

研
究（

註
６
．７
）

が
詳
し
く
、
石
仏
に
は
赤
、
黄
、
オ

レ
ン
ジ
、
緑
、
白
、
黒
の
６
色
が
確
認
さ
れ
、
青
の
存
在
を
示
す
証
拠
は
得
ら
れ
て
い

な
い
。
色
材
は
、
ベ
ン
ガ
ラ
、
黄
土
、
緑
土
、
白
土
、
墨
と
推
定
さ
れ
る
が
断
定
は
で

き
ず
、
塗
り
重
ね
に
よ
り
材
料
の
種
類
以
上
の
多
色
を
得
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
経
年
変
化
で
ほ
と
ん
ど
の
色
彩
は
失
わ
れ
て
お
り
、

残
っ
て
い
る
色
彩
も
、
そ
れ
が
本
当
に
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
と
言
わ
れ
る
創

建
当
時
に
施
さ
れ
た
の
か
、
後
の
時
代
に
補
彩
さ
れ
た
の
か
は
判
断
の
し
よ
う
が
な
い

と
い
う
。

国
東
半
島
豊
後
高
田
市
に
あ
る
富
貴
寺
大
堂
は
、
平
安
建
築
の
一
つ
と
し
て
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
中
の
壁
画
は
平
安
時
代
に
描
か
れ
た
と
い
う
壁
画
が
残
さ
れ
て
い

る
が
、
今
で
は
わ
ず
か
な
色
彩
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
に

は
、
そ
の
復
元
模
型
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。「
壁
画
再
現

－

富
貴
寺
大
堂
壁
画
の
復
元
」

（
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
／
２
０
０
４
年
）
を
読
み
、
当
時
、
大
分
県
立
歴
史
博
物
館

の
副
館
長
兼
調
査
課
長	

渡
辺
文
雄
氏
を
訪
ね
る
と
、
色
彩
に
関
し
て
の
詳
細
は
、
先

の
文
章
に
記
し
た
こ
と
以
上
の
も
の
は
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
色
彩
に
つ
い
て

の
記
述
を
抜
粋
す
る
と
、「
大
堂
壁
画
の
現
状
」
の
章
で
は
、
朱
、
群
青
、
黄
土
、
金
箔
、

金
箔
の
明
記
が
あ
る
も
の
の
、
朱
系
統
、
緑
青
系
統
、
青
系
統
と
明
確
に
は
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
大
堂
壁
画
の
復
元
」
の
章
で
は
、
群
青
、
緑
青
、
黄
朱
、
白
金
茶
、

金
泥
、
銀
泥
、
白
群
、
丹
、
赤
朱
、
丹
に
赤
朱
の
隈
取
と
と
も
に
、
代
用
群
青
（
黄
土

を
藍
汁
で
染
め
た
合
成
色
料
）
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
、
復
元
で
は
群
青
を
使
用
と

あ
る
。
ま
た
、
朱
系
統
三
色
、
緑
青
系
統
三
色
の
表
記
も
見
ら
れ
た
。
壁
画
を
再
現
す

る
に
あ
た
り
『
ど
ん
な
色
材
を
使
っ
て
描
か
れ
て
い
る
か
』
と
い
う
よ
り
も
、『
描
か

図２．これからの教育普及活動（2015年）
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れ
て
い
る
対
象
物
や
構
成
を
ど
う
描
く
か
』
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
。
朽
津
氏
の
研

究（
註
６
）に

よ
る
と
、
赤
が
酸
化
鉄
（
ベ
ン
ガ
ラ
）・
朱
・
鉛
丹
、
緑
が
岩
緑
青
、
白
が
白
土
、

黄
色
が
黄
土
、
青
が
不
明
と
さ
れ
る（

註
８
）中

、
鮮
や
か
な
赤
と
緑
、
青
の
調
査
を
行
っ
た
結

果
、
朱
と
緑
青
が
使
わ
れ
、
青
色
顔
料
の
存
在
証
拠
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

で
は
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ａ
に
は
、
ど
ん
な
鉱
物
、
顔
料
を
入
れ
る
べ
き
か
。
筆
者
が

若
い
こ
ろ
か
ら
知
見
を
得
て
い
る
森
田
恒
之
氏（

註
９
）を

訪
ね
、
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
目

黒
区
美
術
館
「
画
材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館
」
が
一
番
わ
か
り
や
す
く
ま
と
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
「
画
材
と
素
材
の
引
き
出
し

博
物
館
」、
森
田
氏
の
書
籍

）
（註

（
註

、
お
よ
び
チ
ェ
ン
ニ
ー
ノ
・
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
「
絵
画
の

書
）
（（

（
註

」
を
参
照
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
鉱
物
と
顔
料
を
入
手
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
ま

た
近
代
ま
で
顔
料
と
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
新
し
い
天
然
岩
絵
の
具

）
（註

（
註

と
し
て
登
場
し
て
き

た
鉱
物
を
集
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ａ
の
代
表
的
と
も
い
え

る
も
の
を
紹
介
す
る
（
図
３
）。

一
般
的
に
認
知
度
の
高
い
宝
石
で
あ
り
、
青
い
顔
料
の
代
表
で
あ
る
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ

は
、
ラ
ズ
ラ
イ
ト
を
主
成
分
と
し
た
複
合
鉱
物
で
半
貴
石
、
和
名
で
は
瑠る

り璃
と
い
い
、

天
然
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
の
原
料
と
な

る
。
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
は
原
料
と
な

る
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
産
で
あ
り
、
地
中
海
を
超
え
る
海

路
で
運
ば
れ
た
た
め
、「
海
を
越
え

て
来
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア

ズ
ラ
イ
ト
は
濃
い
群
青
色
を
特
徴
と

し
、
古
来
よ
り
青
を
あ
ら
わ
す
顔
料

と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
銅
が
で

き
る
と
き
に
発
生
す
る
二
次
鉱
物（
水

や
空
気
と
反
応
し
て
別
種
に
変
わ
っ
た
も
の
）
で
、
水
酸
化
銅
・
炭
酸
銅
か
ら
な
る
鉱

物
で
あ
る
。
和
名
で
は
藍ら

ん
ど
う
こ
う

銅
鉱
と
い
い
、
同
じ
鉱
物
グ
ル
ー
プ
の
マ
ラ
カ
イ
ト
と
一
緒

に
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
マ
ラ
カ
イ
ト
は
、
緑
色
の
絵
の
具
に
な
る
銅
の
二

次
鉱
物
で
、
銅
に
で
き
る
錆
の
緑ろ

く
し
ょ
う青

と
同
じ
成
分
。
磨
く
と
マ
ー
ブ
ル
状
や
同
心
円
状

の
模
様
が
現
れ
、
こ
の
模
様
が
孔
雀
の
羽
根
模
様
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
孔
雀
石
の

名
前
が
つ
い
て
い
る
。
珪
孔
雀
石
は
、
銅
が
主
成
分
の
珪
酸
塩
鉱
物
で
銅
を
含
む
鉱
物

が
風
化
し
て
で
き
る
た
め
、
よ
く
マ
ラ
カ
イ
ト
と
一
緒
に
産
出
す
る
。
朱
色
・
赤
色
の

岩
絵
の
具
と
な
る
辰
砂
は
硫
化
水
銀
か
ら
な
る
鉱
物
で
、
日
本
で
は
古
来
「
丹に

」
と
呼

ば
れ
た
。
水
銀
の
重
要
な
鉱
石
鉱
物
で
、
豊
後
国
風
土
記
に
は
大
分
県
で
も
採
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
酸
化
鉄
で
あ
る
赤
鉄
鉱
／
ヘ
マ
タ
イ
ト
は
赤
茶
色
で
ベ
ン
ガ
ラ

も
し
く
は
岱
赭
と
な
る
。
石
黄
は
硫
化
ヒ
素
か
ら
な
る
鉱
物
で
、
雄
黄
／
オ
ー
ピ
メ
ン

ト
と
も
呼
び
、
中
世
頃
ま
で
は
黄
色
の
顔
料
と
し
て
、
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し

ヒ
素
の
毒
性
の
為
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
石
英
は
二
酸
化
ケ
イ
素
が

結
晶
し
て
で
き
た
鉱
物
で
、
中
で
も
六
角
柱
状
で
無
色
透
明
な
モ
ノ
を
水
晶
と
呼
ぶ
。

地
球
を
つ
く
る
一
般
的
な
造
岩
鉱
物
な
の
で
、
鉱
山
跡
地
付
近
の
ず
り
山
や
河
原
に
行

け
ば
見
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
他
、
タ
イ
ガ
ー
ア
イ
／
虎
目
石
／
丁
子
茶
、

ア
マ
ゾ
ナ
イ
ト
／
天
河
石
／
翡
翠
末
、
ソ
ー
ダ
ラ
イ
ト
／
方
曹
達
石
／
紫
雲
末
、
カ
ー

ネ
リ
ア
ン
／
紅
玉
髄
／
象
牙
色
（
焼
成
し
た
の
は
岩
肌
）、
グ
リ
ー
ン
ジ
ャ
ス
パ
ー
／

碧
玉
／
緑
瑪
瑙
、
レ
ッ
ド
ジ
ャ
ス
パ
ー
／
赤
碧
玉
／
赤
茶
等
を
教
材
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ

た
。し

か
し
足
元
の
石
こ
ろ
を
見
る
と
、
多
彩
な
色
を
し
て
い
る
。
大
分
県
に
は
鉱
山
が

多
く
、
県
内
の
石
は
地
質
上
、
多
彩
な
色
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
砕
け
ば
絵
の
具
の

も
と
、
顔
料
に
な
り
、
様
々
な
色
を
得
ら
れ
る
。
大
分
県
の
鉱
物
に
関
し
て
は
、
野
田

雅
之
氏

）
（註

（
註

を
訪
ね
た
。
野
田
氏
は
大
分
県
で
鉱
山
が
稼
働
し
て
い
た
こ
ろ
、
様
々
な
鉱
山

に
赴
き
鉱
物
の
採
集
を
し
て
い
る
。
野
田
氏
に
よ
る
と
、
木
浦
鉱
山
で
は
美
し
く
青
い

図３．�左上から時計回りで、ラピスラズリ、ソー
ダライト、アズライト、マラカイト、ク
リソコーラ、アマゾナイト、グリーンジャ
スパー、レッドジャスパー、カーネリア
ン、赤鉄鉱、辰砂、タイガーアイ、石黄、
方解石、石英
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藍
銅
鉱
や
緑
の
孔
雀
石
も
採
れ
た
と
い
う
。
別
府
金
山
（
現
・
ラ
ク
テ
ン
チ
）
や
、
大

分
市
丹
生
川
の
上
流
で
は
辰
砂
が
、
豊
後
大
野
市
松
谷
や
佐
伯
市
の
屋
形
島
で
赤
鉄
鉱

も
取
れ
た
と
い
う
。
地
質
上
、
中
央
構
造
線
と
南
海
ト
ラ
フ
の
ま
じ
り
あ
う
津
久
見
湾

周
辺
で
は
、
年
間8mm

程
動
く
プ
レ
ー
ト
か
ら
の
隆
起
に
よ
り
、
石
の
色
は
他
の
地
域

で
は
類
を
見
な
い
。
海
の
中
の
酸
素
が
多
け
れ
ば
赤
い
チ
ャ
ー
ト
が
、
少
な
け
れ
ば
緑

に
な
る
と
い
う
。
野
田
氏
は
地
学
に
関
し
て
素
人
の
筆
者
に
対
し
、
佐
伯
市
か
ら
津
久

見
市
に
か
け
て
四
浦
半
島
を
一
周
し
て
観
察
と
採
集
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
だ
さ
っ
た

（
図
４
）。
そ
の
後
、
野
田
氏
よ
り
聞
い
た
県
内
各
地
の
鉱
山
跡
を
、
教
育
普
及
ス
タ
ッ

フ
と
と
も
に
訪
ね
歩
い
た
。

各
地
を
歩
き
回
り
、
採
取
し
た
石
を
砕
き
、
篩
に
か
け
る
と
顔
料
に
な
る

）
（註

（
註

。
こ
れ
は

地
域
の
色
再
発
見
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
小
・
中
学
校
を
中
心
に
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
展
開
し
な
が
ら
（
図
５
）、
顔
料
１
０
、０
０
０
色
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
鉱
物
・
顔
料
に
加
え
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
を
は
じ
め
、
一
般
の
方

か
ら
大
分
県
の
鉱
物
（
辰
砂
、
マ
ン
ガ
ン
、
方
解
石
、
水
晶
等
）
や
化
石
、
さ
ら
に
日

田
市
小
鹿
田
焼
で
使
用
さ
れ
て
い
る
陶
土
と
釉
薬
の
土
な
ど
も
提
供
い
た
だ
き
、
教
材

ボ
ッ
ク
ス
Ａ
は
で
き
て
い
る
。

⑶
ボ
ッ
ク
ス
Ｂ
「
プ
ラ
ン
ト
＆
メ
デ
ィ
ソ
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
」

身
近
な
植
物
は
、
時
に
は
人
を
和
ま
せ
、
ま
た
食
材
と
な
り
、
あ
る
い
は
毒
に
も
薬

に
も
、
そ
し
て
色
材
に
も
な
る
。
色
や
形
も
魅
力
的
で
、
ミ
ク
ロ
に
、
マ
ク
ロ
に
、
美

術
的
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
で
、
想
像
と
創
造
を
刺
激
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
に
な
る

よ
う
に
、
ボ
ッ
ク
ス
Ｂ
（
口
絵
６
）
を
つ
く
っ
た
。

ボ
ッ
ク
ス
Ａ
に
続
き
、
色
材
と
し
て
の
植
物
か
ら
紹
介
す
る
。

ど
ん
な
植
物
も
必
ず
色
素
を
持
ち
、
煮
だ
し
た
液
に
繊
維
を
浸
せ
ば
、
何
ら
か
の
色

を
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
古
く
か
ら
、
植
物
染
料
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
モ

ノ
は
特
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
生
薬
が
多
い
。
飲
ん
で
よ
し
、
塗
っ
て
よ
し
の
生
薬

で
染
め
た
モ
ノ
を
身
に
着
け
て
い
る
と
、
呪ま

じ
ない

的
な
意
味
合
い
と
実
際
の
薬
効
が
相
ま
っ

た
植
物
染
料
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た

）
（註

（
註

。
植
物
は
毒
に
も
薬
に
も
絵
の
具
に
も
な
る
。
は

じ
め
に
ヨ
モ
ギ
や
タ
ン
ポ
ポ
な
ど
、
道
端
で
も
散
見
さ
れ
る
植
物
か
ら
染
め
る
。
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
に
出
掛
け
た
際
は
、
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
や
ク
サ
ギ
の
実
を
採
り
染
め
た
。
少
し
足

を
延
ば
し
て
山
に
行
け
ば
日
本
茜
も
発
見
で
き
る
。
濃
い
色
を
染
め
る
に
は
多
く
の
根

が
必
要
だ
が
、
西
洋
茜
よ
り
も
根
は
細
く
、
荒
れ
た
地
を
好
む
た
め
採
集
は
容
易
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
開
館
し
て
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
が
集
め
て
く
れ
た
。
西
洋

茜
は
古
く
か
ら
ア
リ
ザ
リ
ン
色
素
を
顔
料
化
し
た
色
、
マ
ダ
ー
レ
ー
キ
を
つ
く
る

）
（註

（
註

。
同

じ
方
法
で
日
本
茜
か
ら
顔
料
を
つ
く
る
実
験
を
し
た
（
図
６
）。）

（註

（
註

県
内
か
ら
教
材
ボ
ッ

ク
ス
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
染
色
を
知
る
だ
け
で
な

く
、
大
分
県
の
植
物
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

大
分
県
に
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
き
た
本
草
学
者
、
賀
来
飛
霞

）
（註

（
註

が
い
る
。
所

蔵
作
品
に
は
《
粟
図
》
１
８
８
９
年
、《
花
卉
図
》
１
８
９
２
年
が
あ
る
。
彼
の
業
績

図４．野田氏の案内により、四浦半島を一周する

図５．�小学校での顔料づくり／国東市立熊毛小学校
４～６年生（2014年）
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は
当
時
の
本
草
学
者
、
伊
藤
圭
介
と
の
共
著
「
小
石
川
植
物
園
草
木
図
説
第
一
冊
」

（
１
８
８
０
年
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
由
布
嶽
採
薬
図
譜
』
は
、
こ
れ
ま
で

の
賀
来
飛
霞
研
究
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
大
分
県
に
と
っ
て
地
域
植
物
誌
の
貴
重
な
資
料

と
さ
れ
て
き
た
。

大
分
県
の
植
物
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
時
、
荒
金
正
憲
氏

）
（註

（
註

と
会
う
機
会

を
得
た
。
県
内
の
植
物
に
つ
い
て
知
り
た
い
旨
を
つ
げ
る
と
、『
由
布
嶽
採
薬
図
譜
』

の
話
に
な
る
。
荒
金
氏
は
「
賀
来
飛
霞
の
『
由
布
嶽
採
薬
図
譜
』
考
」

）
註註

（
註

と
し
て
『
由
布

嶽
採
薬
図
譜
』
の
解
題
を
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
宮
崎
県
総
合
博
物
館
が
所
蔵
し
て

い
る
賀
来
飛
霞
の
植
物
標
本
の
中
、
大
分
県
の
植
物
を
ま
と
め
て
い
た
。
こ
れ
は
す
ぐ

に
で
も
『
由
布
嶽
採
薬
図
譜
』
を
見
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
大
分
県
立
歴
史
博
物
館

の
学
芸
員
、
平
川
毅
氏

）
註（

（
註

に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
『
由
布
嶽
採
薬
図
譜
』
に
記
さ
れ
た
植
物
の
中
に
紫ム

ラ
サ
キ草

が
あ
っ
た
。
紫
草
は
ム
ラ
サ

キ
科
の
多
年
草
（
図
７
）。
根
っ
こ
が
紫
色
で
乾
燥
し
た
も
の
を
生
薬
の
紫
根
と
い
い
、

解
熱
剤
・
皮
膚
病
役
と
す
る
ほ
か
、
紫
色
の
染
料
に
す
る
。
こ
の
紫
草
は
今
で
は
絶
滅

危
惧
種
に
あ
げ
ら
れ
栽
培
は
難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
大
分
県
竹
田
市
志
土
地
で
は
、

２
０
０
０
年
よ
り
栽
培
を
試
み
て
き
た
。
紫
根
に
よ
る
染
色
は
禁
色
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
染
め
ら
れ
た
の
は
上
方
だ
ろ
う
。
そ
の
志
土
地
で
吉
岡
幸
雄
氏

）
註註

（
註

に
お
会
い
し
た
の
は

２
０
１
３
年
だ
っ
た
。
吉
岡
氏
は
紫
根
染
の
講
習
会
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
兼

ね
て
よ
り
会
い
た
い
人
物
の
一
人
だ
っ
た
た
め
、
会
い
に
行
っ
た
。
吉
岡
氏
は
植
物
染

料
に
よ
る
色
彩
は
落
ち
着
い
た
・
渋
い
・
自
然
の
色
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
し
て

鮮
や
か
な
色
彩
の
復
元
を
行
っ
て
い
る
。
手
に
入
れ
た
古
布
裂
の
縫
い
目
を
ほ
ど
く
と

鮮
や
か
な
色
が
あ
り
、
そ
の
色
か
ら
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
そ
う
だ
。
２
０
１
８
年
に
は

当
館
で
講
演
を
お
願
い
し
た
（
図
８
）
が
、
そ
の
前
後
に
も
、
奈
良
薬
師
寺
玄
奘
三
蔵

会
大
祭
の
伎
楽
奉
納
（
衣
装
が
吉
岡
氏
）
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
工
房
を
訪
問
し

た
際
は
染
色
の
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
古
布
裂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
見

さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ど
植
物
に
よ
る
古
の
色
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

大
分
県
竹
田
市
で
は
、
サ
フ
ラ
ン
の
栽
培
も
し
て
い
る
。
サ
フ
ラ
ン
は
、
10
月
下
旬

か
ら
11
月
に
か
け
て
薄
紫
の
花
を
咲
か
せ
、
雌
し
べ
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
は
生
薬
や
香

図６．日本茜を顔料化する

図７．
紫草の花／
竹田市志土地／
2015年

図８．�ワークショップ＆レクチャー　いにしえの色、
千年の色／2018年

図９．
サフラン栽培／
竹田市吉田／
2014年
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辛
料
に
な
る
。
竹
田
市
サ
フ
ラ
ン
生
産
出
荷
組
合
の
組
合
長
、
渡
部
親
雄
氏
を
訪
ね
た

時
、
花
の
時
期
は
短
く
繁
忙
期
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
快
く
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
（
図
９
）。

さ
て
、
身
近
な
モ
ノ
で
も
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
の
視
点
を
往
復
す
る
こ
と
に
よ
り
、

思
い
も
よ
ら
ぬ
魅
力
に
気
づ
く
こ
と
が
あ

る
。
植
物
を
色
材
と
し
て
で
は
な
く
、
形

態
の
面
か
ら
取
り
上
げ
た
。
植
物
の
タ
ネ

は
自
ら
の
子
孫
を
増
や
す
た
め
、
風
に
、

水
に
、
そ
し
て
動
物
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る

た
め
の
構
造
を
備
え
て
い
る
。
実
体
顕
微

鏡
は
20
倍
の
大
き
さ
で
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
道
端
の
タ
ン
ポ
ポ
、
里
山
の
カ
ラ
ス

ウ
リ
、
そ
し
て
台
所
で
も
カ
ボ
チ
ャ
や
ピ
ー

マ
ン
の
タ
ネ
な
ど
を
、
実
体
顕
微
鏡
で
の
ぞ
く
と
抽
象
彫
刻
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も

あ
る
。
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
、
見
過
ご
し
て
い
る
も
の
の
中
に

も
、
見
方
を
変
え
れ
ば
美
を
発
見
で
き
る
。
植
物
の
自
ら
を
増
や
す
た
め
の
戦
略
と
し

て
の
形
態
も
、
造
形
物
と
し
て
と
ら
え
る
と
非
常
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図

10
）。県

内
に
生
育
す
る
樹
木
に
も
目
を
向
け
た
。
県
の
農
林
水
産
部
林
産
振
興
室
の
協
力

に
よ
り
、
県
内
の
里
山
に
あ
る
有
用
樹
木
か
ら
針
葉
樹
、
常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広
葉
樹

よ
り
ク
ヌ
ギ
、
イ
チ
ョ
ウ
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
を
は
じ
め
22
種
類
の
樹
を
選
定
し
た
。
直
径

15cm

程
の
サ
イ
ズ
の
幹
の
先
端
を
製
材
し
て
角
材
に
整
え
て
も
ら
う
。
ゆ
っ
く
り
乾
燥

さ
せ
な
い
と
割
れ
て
し
ま
う
と
の
助
言
を
得
て
い
た
が
、
割
れ
る
の
も
そ
の
木
の
特
性

と
と
ら
え
た
。
重
さ
、
手
触
り
を
手
の
中
で
確
か
め
な
が
ら
木
肌
模
様
を
見
比
べ
る
こ

と
で
木
の
魅
力
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
11
）。

ま
た
大
分
県
と
い
え
ば
竹
、
と
い
う
く
ら
い
、
多
く
の
竹
が
生
え
て
い
る
。
竹
に
は

様
々
な
種
類
が
あ
り
、
太
さ
や
模
様
、
節
の
形
状
な
ど
が
異
な
る
。
教
材
ボ
ッ
ク
ス
で

も
マ
ダ
ケ
、
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
を
は
じ
め
、
シ
ミ
ダ
ケ
、
斑
紋
竹
、
亀
甲
竹
な
ど
の
竹
を

集
め
た
。
ま
た
伐
採
し
た
竹
か
ら
油
抜
き
を
し
た
工
程
、
そ
し
て
竹
工
芸
を
制
作
す
る

道
具
、
基
本
的
な
編
み
方
／
四
ツ
目
編
み
、
網
代
編
み
、
六
ツ
目
編
み
、
八
ツ
目
編
み
、

ご
ざ
目
編
み
、
松
葉
編
み
、
菊
底
編
み
、
輪
孤
編
み
の
編
組
見
本
を
制
作
し
、
竹
に
つ

い
て
の
講
座
に
繋
が
っ
て
い
る
（
図
12
）。

こ
う
し
て
人
を
訪
ね
、
色
材
と
な
る
植
物
に
つ
い
て
、
そ
し
て
色
や
形
や
テ
ク
ス

チ
ャ
ー
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
触
発
さ
れ
創
造
力
を
刺
激
す
る
よ
う
に
、
標
本
瓶
あ
る
い
は

標
本
棚
の
よ
う
な
形
態
に
し
て
い
き
な
が
ら
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ｂ
は
出
来
上
が
っ
た
。

⑷
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ト
イ

こ
こ
で
一
度
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
、
ボ
ッ
ク
ス
の
中
身
を
検
討
・

図10．�夜のおとなの金曜講座「タネのカタチ～した
たかな造形美」より／2015年

図12．�夜のおとなの金曜講座「竹・素材の変容�竹
から竹材へ」より／2016年

図11．�夜のおとなの金曜講座「木に親しむ」より／
2015年
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収
集
し
て
い
る
最
中
に
生
ま
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ト
イ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
は
ボ
ッ
ク
ス
Ａ
の
県
内
各
地
か
ら
顔
料
を
つ
く
る
た
め
の
石
を
集
め
て
い
る
時

に
生
ま
れ
た
「
積
み
石
」
で
あ
る
。
拳
程
度
の
大
き
さ
の
石
を
積
も
う
と
す
る
と
、
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
指
先
に
意
識
を
集
中
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
難
し
い
が
、
思

わ
ぬ
造
形
に
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
集
中
す
る
（
図
13
）。

積
み
木
も
ま
た
、
立
方
体
・
直
方
体
で
は
な
く
、
杉
の
角
材
を
斜
め
に
カ
ッ
ト
し
た

積
み
木
や
木
製
家
具
の
端
材

）
註註

（
註

か
ら
「
木
っ
端
の
積
み
木
」
が
生
ま
れ
た
。

身
体
と
感
覚
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
教
育
普
及
で
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
教
材
、
バ

ン
ブ
ー
・
ト
イ
は
３
種
類
あ
る
。「
竹
積
」
は
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
た
竹
を
積
層
し
て
作

ら
れ
た
立
方
体
や
直
方
体
で
、
積
み
木
と
同
様
に
遊
ぶ
。
形
態
は
ほ
と
ん
ど
積
木
だ
が
、

竹
の
香
り
が
す
る
。「
た
け
び
ょ
ん
」
と
ユ
ニ
ー
ク
な
名
前
を
つ
け
た
ト
イ
は
そ
の
名

の
通
り
、
端
を
持
っ
て
揺
ら
す
と
び
ょ
ん
び
ょ
ん
と
し
な
り
、
竹
の
動
き
が
身
体
に
伝

わ
る
。
長
さ
は
約
１
８
０
ｃｍ
で
穴
が
両
サ
イ
ド
に
開
い
て
い
る
。
ネ
ジ
で
組
み
合
わ
せ

る
と
、
正
三
角
形
を
基
本
と
し
た
構
造
物
や
オ
ブ
ジ
ェ
を
造
る
こ
と
も
で
き
る
（
図
14
）。

一
方
「
リ
ン
コ
ち
ゃ
ん
」
と
命
名
し
た
ト
イ
は
、
ア
ト
リ
ウ
ム
展
示
さ
れ
て
い
る
須
藤

玲
子
氏

）
註註

（
註

の
作
品
上
部
に
あ
る
輪
弧
編
み
か
ら
着
想
を
得
た
。
大
・
中
・
小
と
３
種
類
の

大
き
さ
が
あ
り
、
回
転
や
振
動
に
よ
り
、
身
体
と
空
間
の
活
性
化
を
図
る
。

こ
う
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ト
イ
は
、
同
じ
も
の
が
１
０
０
集
ま
れ
ば
新
し
い
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
生
ま
れ
る
と
い
う
発
想
の
も
と
、
チ
ュ
ー
ブ
、
鈴
、
紙
コ
ッ

プ
、
紙
管
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
上
下
を
カ
ッ
ト
し
た
も
の
な
ど
増
え
続
け
、
様
々
な
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
活
用
し
て
い
る
。

⑸
ボ
ッ
ク
ス
Ｃ
「
Ｃ
Ｃ
ボ
ッ
ク
ス
（calcium

�carbonate

／
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）」

石
灰
岩
、
大
理
石
、
方
解
石
、
胡
粉
。
建
築
材
料
か
ら
日
本
画
顔
料
ま
で
用
途
や
使

わ
れ
る
場
所
に
よ
り
呼
称
が
変
わ
る
が
、
全
て
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
で
あ
る
。
他
に
も
貝

殻
や
珊
瑚
、
鶏
卵
の
殻
、
鍾
乳
石
、
白
亜
な
ど
が
あ
り
、
美
術
作
品
制
作
の
素
材
で
あ

る
他
、
意
外
と
身
近
な
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
大
分
県
に
は
石
灰
岩
の
地
層
が
あ
る
。

津
久
見
市
の
採
石
場
、
そ
の
南
西
に
は
臼
杵
市
の
風
連
鍾
乳
洞
、
佐
伯
市
の
小
半
鍾
乳

洞
、
そ
し
て
豊
後
大
野
市
の
稲
積
水
中
鍾
乳
洞
が
あ
る
。
そ
こ
で
ボ
ッ
ク
ス
Ｃ
（
口
絵

７
）
は
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
頭
文
字
／calcium

	carbonate	

か
ら
《
Ｃ
Ｃ
ボ
ッ
ク
ス
》
と
名
付
け
た
。

津
久
見
市
の
セ
メ
ン
ト
山
と
呼
ば
れ
る
採
石
場
に
入
山
す
る
機
会
を
得
た
（
図
15
）。

石
灰
岩
は
ほ
と
ん
ど
が
セ
メ
ン
ト
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は

で
き
る
限
り
天
然
の
モ
ノ
で
構
成
し
た
く
、
石
灰
岩
や
そ
の
結
晶
を
は
じ
め
、
天
然
素

材
で
作
ら
れ
る
漆
喰
壁
、
そ
し
て
レ
リ
ー
フ
状
の
絵
画
で
あ
る
鏝
絵
を
取
り
上
げ
た
か
っ

た
。
鏝
絵
は
左
官
職
人
が
漆
喰
に
鏝
で
絵
を
描
い
た
も
の
で
全
国
に
見
ら
れ
る
が
、
大

分
県
、
特
に
宇
佐
市
安
心
院
で
多
く
が
見
学
で
き
る
（
図
16
）。
鏝
絵
を
全
国
的
に
有

名
に
し
た
の
は
写
真
家
、
藤
田
洋
三
氏

）
註註

（
註

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
筆
者
は
若
い
こ
ろ
、

季
刊
誌
『
銀
花
』

）
註註

（
註

で
知
っ
た
。
そ
の
後
も
「
鏝
絵

－

消
え
ゆ
く
左
官
職
人
の
技
」

図13．�オリジナル・トイ／積み石と積み木っ端で遊
ぶ（アトリエ・ミュージアム）

図14．�「たけびょん」によるオブジェで身体パフォー
マンス／86B210によるワークショップ／
2016年�
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（
１
９
９
６
年
／
小
学
館
）、「
鏝
絵
放
浪
記
」（
２
０
０
１
年
／
石
風
社
）、「
藁
塚
放
浪

記
」（
２
０
０
５
年
／
石
風
社
）、「
世
間
遺
産
放
浪
記
」（
２
０
０
７
年
／
石
風
社
）、「
世

間
遺
産
放
浪
記	

俗
世
間
篇
」（
２
０
１
２
年
／
石
風
社
）
を
知
り
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の

制
作
に
際
し
、
直
接
会
い
た
い
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
お
会
い
す
る
と
、
素
材
、
文

化
、
歴
史
に
関
し
て
の
見
識
が
深
く
、
特
に
鉱
物
・
鉱
山
に
つ
い
て
も
詳
し
く
、
様
々

な
ア
ド
バ
イ
ス
と
と
も
に
鏝
絵
の
画
像
を
い
た
だ
い
た
。

壁
や
天
井
に
塗
ら
れ
る
漆
喰
と
鏝
絵
は
ど
の
よ
う
な
素
材
で
、
ど
の
よ
う
な
工
程
を

経
て
で
き
て
い
る
の
か
。
あ
ら
か
じ
め
漆
喰
に
顔
料
を
混
ぜ
て
つ
く
る
大
分
県
の
鏝
絵

は
他
県
で
は
類
を
見
な
い
。
日
田
市
で
左
官
屋
を
営
む
原
田
進
氏

）
註註

（
註

に
、
漆
喰
壁
の
構
造

見
本
と
重
松
家
（
宇
佐
市
安
心
院
）
の
鏝
絵
を
実
測
し
て
い
た
だ
き

）
註註

（
註

、
レ
プ
リ
カ
（
こ

ち
ら
も
構
造
が
わ
か
る
よ
う
に
）
の
制
作
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
鏝
絵
は
そ
の
デ
ザ
イ

ン
に
合
わ
せ
た
サ
イ
ズ
の
鏝
が
必
要
と
な
る
た
め
、
道
具
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
お
願
い

し
た
（
図
17
）。
原
田
氏
は
天
然
素
材
に
こ
だ
わ
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
教
材
ボ
ッ

ク
ス
に
は
漆
喰
の
基
本
と
な
る
貝
灰
、
そ
し
て
海
藻
、
ワ
ラ
等
の
混
ぜ
物
な
ど
の
材
料

見
本
も
収
納
し
た
。

漆
喰
を
塗
り
、
乾
く
前
に
素
早
く
顔
料
を
水
で
溶
い
た
も
の
だ
け
で
描
き
、
漆
喰
が

乾
く
と
同
時
に
色
を
封
じ
込
め
る
フ
レ
ス
コ
画
の
制
作
工
程
見
本
は
、
教
育
普
及
の
ス

タ
ッ
フ
で
制
作
し
た
。

方
解
石
は
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
が
主
成
分
の
鉱
物
で
、
中
で
も
尖
っ
た
結
晶
が
集
ま
っ

た
も
の
は
、
犬
牙
状
方
解
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
田
市
の
鯛
尾
金
山
の
資
料
館
で
企

画
・
広
報
を
行
っ
て
い
る
方
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
頃
は
庭
先
や
そ
こ
ら
中
に
ご
ろ
ご

ろ
あ
っ
た
が
、
東
京
の
鉱
物
業
者
が
み
ん
な
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
教
材

ボ
ッ
ク
ス
の
犬
牙
状
方
解
石
は
、
鉱
山
技
師
だ
っ
た
祖
父
か
ら
譲
り
受
け
た
と
い
う
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
か
ら
い
た
だ
い
た
（
図
18
）。

　

貝
も
ま
た
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
で
あ
る
。
中
で
も
イ
タ
ボ
ガ
キ
は
数
年
か
け
て
風
化
し

た
貝
殻
を
砕
く
と
、
白
い
絵
の
具
・
胡
粉
に
な
る
。
し
か
し
絶
滅
危
惧
種
で
今
で
は
貝

殻
の
入
手
は
難
し
く
、
胡
粉
の
製
造
は
ホ
タ
テ
や
ハ
マ
グ
リ
に
代
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ

ん
な
時
、
イ
タ
ボ
ガ
キ
は
瀬
戸
内
海
で
自
生
、
ま
た
１
９
８
０
年
代
ま
で
は
盛
ん
に
養

図15．津久見市セメント山／2014年

図16．安心院の鏝絵

図18．犬牙状方解石

図17．
鏝絵と漆喰壁の見本
（レプリカ）・素材・鏝
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殖
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
山
口
県
の
海
岸
沿
い
を
探
し
て
み
る
と
、
発
見
し
た

）
註註

（
註

。

瀬
戸
内
海
に
生
息
し
て
い
る
の
な
ら
、
大
分
県
で
も
採
集
で
き
る
の
で
は
と
、
豊
後
灘

の
海
岸
を
探
し
た
が
見
つ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
豊
後
高
田
市
で
養
殖
を
し
て
い
る
と

い
う
情
報
を
聞
き
つ
け
、
す
ぐ
さ
ま
訪
ね
て
貝
殻
を
い
た
だ
い
た
（
図
19
）。

　

さ
て
、
県
内
の
鉱
物（
採
集
は
野
田
氏
）、

富
貴
寺
の
壁
画
や
臼
杵
磨
崖
仏
や
鏝
絵

な
ど
の
文
化
的
遺
産
、
そ
し
て
鍾
乳
洞

や
賀
来
飛
霞
／
本
草
植
物
図
譜
な
ど
、

実
物
が
収
納
で
き
な
い
モ
ノ
も
た
く
さ

ん
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
透
明
フ
ィ

ル
ム
に
画
像
を
プ
リ
ン
ト
を
し
て
、
ボ
ッ

ク
ス
Ｃ
の
上
面
に
あ
る
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

ボ
ッ
ク
ス
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
（
図

20
）。
通
常
の
プ
リ
ン
ト
で
は
な
く
、
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ッ
ク
ス
で
見
る
と
い
う
、

一
つ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
る
こ
と
で
、

能
動
的
に
視
る
と
い
う
行
為
を
促
す
た

め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
、

卵
、
貝
殻
、
鉱
物
を
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
、

そ
し
て
漆
喰
壁
と
鏝
絵
の
制
作
工
程
見

本
を
あ
わ
せ
、
大
分
県
な
ら
で
は
の
ユ

ニ
ー
ク
な
ボ
ッ
ク
ス
と
な
っ
た
。

⑹
大
分
県
か
ら
絵
の
具
を
つ
く
る

色
材
か
ら
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
み
る
と
、

Ａ
の
ボ
ッ
ク
ス
は
１
０
、０
０
０
色
を
目
指
し
て
の
顔
料
づ
く
り
。
Ｂ
で
は
植
物
染
料
、

Ｃ
で
は
イ
タ
ボ
ガ
キ
胡
粉
と
方
解
末
の
白
い
絵
の
具
。
こ
れ
ら
は
身
の
ま
わ
り
か
ら
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
ほ
か
の
色
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

黒
色
顔
料
に
つ
い
て
は
、
炭
と
墨
が
簡
単
に
で
き
る
。
ボ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ク
、
ア
イ
ボ

リ
ー
ブ
ラ
ッ
ク
、
バ
イ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
、
ピ
ー
チ
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
牛
骨
、
象
牙
、

ブ
ド
ウ
の
蔓
、
桃
の
タ
ネ
を
蒸
し
焼
き
に
し
て
炭
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
、
色
名
は
材
料

由
来
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
分
県
の
イ
ノ
シ
シ
・
関
サ
バ
・
関
ア
ジ
の
ボ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ク
、

豊
後
梅
、
姫
島
車
エ
ビ
な
ど
、
大
分
県
の
特
産
品
を
炭
化
さ
せ
、
黒
色
顔
料
を
作
っ
た

（
図
21
）。
油
煙
墨
、
松
煙
墨
も
、
菜
種
油
、
松
脂
を
見
つ
け
、
燃
や
し
て
煤
を
採
っ
て

作
る
。
イ
カ
墨
、
タ
コ
墨
は
、
入
手
し
や
す
い
。
ア
カ
ニ
シ
、
イ
ボ
ニ
シ
の
内
臓
／
鰓

下
腺
の
分
泌
液
を
取
り
出
し
て
日
光
に
当
て
る
と
、
黄
色
か
ら
紫
に
変
化
す
る
の
が
貝

紫
（
図
22
）。
そ
し
て
江
戸
時
代
、
平
賀
源
内
や
伊
藤
若
冲
も
使
っ
て
い
た
と
い
う
鮮

や
か
な
青
・
プ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル
ー
は
、
１
７
０
４
年
に
ド
イ
ツ
で
牛
の
血
か
ら
偶
然
発

図21．�左上から時計回りで、関サバ、イノシシ、イノ
シシの爪、姫島車エビ、豊後梅、日田杉

図22．貝紫で染める／アッキガイ・イボニシ

図19．イタボガキ／豊後高田氏／2016年図20．�ボックスC-2のライティングボックスで視る／
夜のおとなの金曜講座「写真大公開！�CCボッ
クスの秘密」／2018年
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見
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
豊
後
牛
か
ら
作
っ
て
み
た
（
図
23
）。

そ
の
他
、
自
生
し
て
い
な
い
藍
、
紅
花
は
タ
ネ
を
入
手
し
、
育
て
る
と
こ
ろ
か
ら
行

い
染
色
、
さ
ら
に
体
質
顔
料
を
つ
く
る
た
め
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
に
植
物
の
色
素
を
染

め
付
け
た
（
図
24
）。

⑺
ボ
ッ
ク
ス
Ｄ
「
マ
テ
リ
ア
ル
＆
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
」

ボ
ッ
ク
ス
Ｄ
（
口
絵
８
）
は
、
作
品
と
制
作
工
程
、
素
材
と
技
術
と
表
現
の
関
係
、

そ
し
て
手
技
と
道
具
を
テ
ー
マ
に
、
生
活
に
関
わ
る
工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
か
ら
ア
ー
ト
ま

で
を
集
め
た
い
と
思
っ
た
。
ま
ず
は
須
藤
玲
子
氏
に
よ
る
美
術
館
ア
ト
リ
ウ
ム
に
展
示

す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
庭
の
作
品
《
水
分
峠
の
水
草
》
の
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
所
蔵
作
家
・

古
澤
万
千
子
氏

）
註註

（
註

に
よ
る
着
物
の
制
作
工
程
見
本
を
中
心
に
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

須
藤
氏
の
《
水
分
峠
の
水
草
》
は
象
徴
的
に
美
術
館
ア
ト
リ
ウ
ム
に
展
示
さ
れ
る
た

め
、
作
品
と
同
じ
布
を
教
材
と
し
て
触
る
機
会
を
つ
く
る
こ
と
で
、
視
覚
と
触
覚
に
訴

え
る
教
材
を
作
り
た
か
っ
た
。
須
藤
氏
が
東
京
造
形
大
学
で
１
／
４
サ
イ
ズ
の
サ
ン
プ

ル
生
地
や
原
寸
大
の
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
吊
り
な
が
ら
、
布
の
サ
イ
ズ
や
色
を
検
討
す
る

と
い
う
の
で
見
学
に
行
っ
た
（
図
25
）。
そ
の
時
に
竹
工
芸
家
の
大
橋
重
臣
氏
に
よ
る

輪
弧
編
み
の
美
し
さ
を
知
っ
た

）
註（

（
註

。
そ
し
て
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
み
な
ら
ず
、
須
藤
氏
が
デ

ザ
イ
ン
し
た
ほ
か
の
布
23
種
を
、
そ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
設
計
図
、
素
材
見
本
な
ど
か

ら
本
の
形
を
し
た
ミ
ニ
ボ
ッ
ク
ス
を
制
作
し
た
（
図
26
）。

古
澤
氏
は
、
イ
メ
ー
ジ

を
具
現
化
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
糊
防
染
に
よ
る

型
染
、
絞
り
染
、
手
描
き

染
を
併
用
し
て
着
物
を
制

作
し
て
い
る
。
染
色
に
お

い
て
技
法
の
併
用
を
行
う

作
家
は
多
く
は
な
い
。
技

法
の
習
得
に
時
間
が
か
か

図25．�NUNOオブジェ実験／東京造形大
学／2014年

図26．�夜のおとなの金曜講座「布�素材と触覚」／
2017年

図27．子ども用着物／古澤万千子／2015年

図23．プルシャンブルー制作実験

図24．体質顔料制作実験
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る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
各
々
の
技
法
の
特
徴
が
強
く
、
併
用
し
た
と
し
て

も
技
法
が
融
合
せ
ず
、
互
い
の
技
法
が
生
か
さ
れ
な
い
場
合
も
多
い
。
作
品
制
作
の
過

程
よ
り
も
描
く
意
識
の
強
い
古
澤
氏
の
表
現
と
技
法
を
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の
た
め
に
、

型
染
、
絞
り
染
、
描
き
染
を
併
用
し
て
作
ら
れ
る
子
ど
も
用
の
着
物
（
図
27
）
を
、
そ

の
制
作
工
程
見
本
と
と
も
に
依
頼
し
た
。
リ
ア
ル
な
制
作
を
伝
え
た
く
、
制
作
過
程
の

手
元
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
ア
ト
リ
エ
に
通
っ
た
。

ボ
ッ
ク
ス
Ｄ
は
そ
の
他
に
、
小
鹿
田
焼
、
時
松
辰
夫
氏

）
註註

（
註

に
よ
る
木
の
器
、
豆
皿
な
ど
、

そ
し
て
イ
ー
ム
ズ
チ
ェ
ア
、
パ
ン
ト
ン
チ
ェ
ア
、
柳
宗
理
の
バ
タ
フ
ラ
イ
ス
ツ
ー
ル
な

ど
椅
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
こ
の
ボ
ッ
ク
ス
に
類
す
る
。
さ
ら
に
素
材
と
技
術
に
注
目
し

た
作
品
を
作
家
へ
と
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
視
覚
と
触
覚
を
刺
激
す
る
、
触

る
・
触
れ
る[H

ands	on	W
orks]

シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

●　

こ
れ
か
ら
の
教
材
ボ
ッ
ク
ス

⑴
現
在
の
教
材
ボ
ッ
ク
ス
と
そ
の
活
用

教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
、
来
館
者
向
け
と
し
て

ア
ト
リ
エ
前
に
展
示
し
て
い
る
（
図
28
）。
引

き
出
し
と
い
う
構
造
は
中
身
を
想
像
し
開
け

る
楽
し
み
が
あ
る
た
め
、
引
き
出
し
の
サ
イ

ズ
や
奥
行
き
の
長
さ
を
変
え
、
来
館
者
が
開

け
た
と
き
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
演
出
し
よ
う
と

し
た
。
残
念
な
が
ら
中
身
を
持
ち
帰
っ
て
し

ま
う
来
館
者
が
い
る
ら
し
い
こ
と
、
そ
し
て

手
に
取
っ
て
見
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
た

本
型
ボ
ッ
ク
ス
が
重
く
、
落
下
・
破
損
の
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
自
由
に
触
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
講
座
を
開
催
し
て
、
手
に

取
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る

）
註註

（
註

。
ま
た
、
日
々
の
業
務
で
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の

制
作
時
間
が
確
保
で
き
な
い
た
め
、
公
開
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
と
し
て
一
般
来
館
者
が
見
学

す
る
中
で
行
っ
て
い
た
（
図
29
）。
い
つ
し
か
来
館
者
の
中
で
常
連
も
で
き
、
一
緒
に

手
を
動
か
し
な
が
ら
の
制
作
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
り
、
で
き
る
だ
け
来

館
者
は
モ
ノ
に
触
れ
な
い
よ
う
に
心
掛
け
、
筆
者
が
単
独
で
行
う
色
材
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
へ
と
発
展
し
た
（
図
30
）。

教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
も
と
に
し
た
特
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
＆
レ
ク
チ
ャ
ー
も
開
催
し
て

い
る
。
開
館
し
た
２
０
１
５
年
度
は
、「
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」
と

題
し
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の
制
作
に
あ
た
り
助
言
を
い
た
だ
い
た
、
あ
る
い
た
制
作
を
依

頼
し
た
７
名
に
よ
る
講
演
を
実
施
し
た

）
註註

（
註

。
２
０
１
７
年
度
「
植
物
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お

話
」
で
は
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ｂ
の
内
容
を
中
心
に
組
み
立
て

）
註註

（
註

、
２
０
１
８
年
度
「
色
を

め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」
で
は
色
材
の
話
を
中
心
に
企
画
し
た

）
註註

（
註

。
近
年
で
は
、
継
続
事
業

と
し
て
他
分
野
・
多
分
野
を
美
術
的
視
点
で
と
ら
え
、
未
知
な
る
も
の
を
見
て
ほ
し
い

図29．公開ラボラトリー／2016年

図28．アトリエ前の教材ボックス

図30．色材パフォーマンス／植物で染める／2022年
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と
名
付
け
た
「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち
」

）
註註

（
註

を
、

ま
た
「
〇
〇
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」
シ
リ
ー

ズ
で
の
資
料
展
示
を
発
展
さ
せ
、
展
示
と
講

座
を
組
み
合
わ
せ
、
歴
史
的
・
文
化
的
・
民

俗
的
な
モ
ノ
を
美
術
的
視
点
で
と
ら
え
る

「W
hat’s	M

useum
?

」
の
シ
リ
ー
ズ
を
、
各

３
回
ず
つ
実
施
し
た

）
註註

（
註

（
図
31
）。

そ
し
て
教
育
普
及
活
動
展
示
で
は
、
教
材

ボ
ッ
ク
ス
に
関
わ
る
特
集
展
示
も
行
い

）
註註

（
註

、
間

近
で
教
材
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑵[H
ands�on�W

orks]

へ
の
展
開

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
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ｄ
「
マ
テ
リ
ア
ル

＆
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
」
よ
り
発
展
し
た
、
触
る
・
触
れ
る
教
材[H

ands	on	

W
orks]

）
註註

（
註（

口
絵
９
）
が
生
ま
れ
た
。
触
覚
は
作
品
の
重
さ
、
温
度
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、

そ
し
て
形
の
向
こ
う
側
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
触
る
と
触
れ
る
と
い
う
、

微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
教
材
ボ
ッ
ク
ス
Ｄ
の
項
で
も
記
し
た
が
、

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

ズ
」
を
考
え
、
視
覚
と
触
覚
を
体
験
す
る
教
材
作
品
と
し
て
作
家
に
直
接
制
作
を
依
頼

し
た
。
作
品
制
作
を
少
し
で
も
リ
ア
ル
に
伝
え
た
く
、
制
作
過
程
の
画
像
や
、
作
家
の

使
用
し
て
い
た
道
具
や
素
材
、
テ
ス
ト
ピ
ー
ス
や
マ
ケ
ッ
ト
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
等
も
加

え
た
い
と
お
願
い
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
素
材
に
大
分
県
の
木
や
石
を
、
あ

る
い
は
モ
チ
ー
フ
に
大
分
県
の
風
景
や
静
物
、
さ
ら
に
文
化
遺
産
を
も
と
に
、
制
作
の

依
頼
を
し
て
い
る
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
お
け
る
鑑
賞
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
公
用
車
で

運
べ
る
た
め
、
工
作
タ
イ
プ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
連
動
さ
せ
、
美
術
館
で
の
講
座
と

同
様
に
活
用
し
て
い
る
。
作
品
と
作
家
に
つ
い
て
の
詳
細
は
本
稿
で
は
述
べ
ず
、
別
の

機
会
と
す
る
。

⑶
携
帯
用
ボ
ッ
ク
ス

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
、
及
び
学
校
へ
の
貸
し
出
し
を
視
野
に
入
れ
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
携
帯

用
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
構
想
段
階
か
ら
あ
り
、
３
台
作
っ
た
。
当
初
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ボ
ッ
ク

ス
の
内
容
を
、
ミ
ッ
ク
ス
し
て
一
つ
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
を
ユ
ニ
ー
ク
に
し
よ
う
と
し
た
あ
ま
り
、
箱
の
内
部
の
収
納
が
う
ま
く

い
か
ず
、
し
か
も
情
報
量
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
中
途
半
端
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
Ａ
Ｂ
Ｃ
そ
れ
ぞ
れ
の
ボ
ッ
ク
ス
・
ミ
ニ
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
リ
メ
イ
ク
中
で
あ

る
（
図
32
）。

ま
た
、
通
称
「
お
か
も
ち
ボ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
、
日
田
杉
を
素
材
と
し
た
ボ
ッ
ク
ス

も
４
台
制
作

）
註註

（
註

し
て
い
る
。
箱
の
前
面
に
蓋
と
な
る
板
を
上
下
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
形
態
が
、

お
か
も
ち
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
呼
び
名
を
使
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
「
器

の
た
め
の
器
」
と
し
て
構
想
し
た
。
小
鹿
田
焼
の
素
材
か
ら
器
を
メ
イ
ン
に
、
陶
磁
器

を
収
集
し
、
器
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
専
用
の
ボ
ッ
ク
ス
を
考
え
た
が
、
重
さ
や
サ
イ
ズ
、

数
量
と
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
収
ま
ら
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、
変
形
菌
の
色

彩
・
形
態
だ
け
で
な
く
存
在
そ
の
も
の
に
、
モ
ノ
を
視
る
楽
し
み
の
可
能
性
を
感
じ
、

[H
ands	on	W

orks]

の
眼
で
触
る
・
触
れ
る
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
矢
島
由
香
氏

）
註（

（
註

に
「
変

形
菌
ボ
ッ
ク
ス
」
の
企
画
監
修
と
制
作
を
依
頼
し
た
（
図
33
）。

教
材
に
は
Ａ
〜
Ｄ
の
ボ
ッ
ク
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
収
ま
り
切
れ
な
い
モ
ノ
も
た
く
さ

ん
あ
る
。「
大
分
県
か
ら
絵
の
具
を
作
る
」
項
で
述
べ
た
貝
紫
を
は
じ
め
と
し
た
動
物

系
を
素
材
と
し
た
絵
の
具
や
螺
鈿
と
し
て
の
真
珠
層
を
も
つ
貝
、
そ
し
て
海
綿
の
仲
間

で
あ
る
偕
老
同
穴
も
ま
た
、
造
形
的
に
魅
力
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ガ
ラ
ス
繊
維
と
い
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う
二
酸
化
ケ
イ
素
の
骨
格
で
知
ら
れ
て
い
る
。
残
り
の
「
お
か
も
ち
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、

鉱
物
・
顔
料
の
携
帯
ボ
ッ
ク
ス
、[H

ands	on	W
orks]

の
作
品
、
そ
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
収
ま
り
切
れ
な
い
モ
ノ
を
中
心
に
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
持
ち
運
び
可
能
、
あ
る
い
は

貸
出
を
視
野
に
入
れ
て
制
作
し
て
い
き
た
い
。

⑷
こ
の
先
へ

で
は
他
館
で
は
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
全
国
の
美
術
館
教
育
普
及

活
動
が
活
性
化
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
目
黒
区
美
術
館
の
他
、
館
独
自
の
教
材
を

制
作
・
活
用
し
て
い
る
福
岡
市
美
術
館
、
東
京
都
現
代
美
術
館
を
取
り
上
げ
る
。

目
黒
区
美
術
館
の
「
画
材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館
」
に
つ
い
て
は
既
に
筆
者
が

述
べ
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
教
材
ボ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
印
象
・
比
較
に
つ
い
て
は
、
熊
本
市
現

代
美
術
館
の
坂
本
顕
子
氏
が
、
美
術
館
・
ア
ー
ト
情
報
の
Ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン[

ア
ー
ト

ス
ケ
ー
プ]

の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
ズ
ノ
ー
ト
で
紹
介
し
て
い
る

）
註註

（
註

。
そ
し
て
現
在
は
、「
画

材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館
」
を
見
な
が
ら
参
加
者
と
一
緒
に
、
使
い
方
を
実
験
す

る
ミ
ニ
講
座
「
画
材
の
実
験
室
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
活
動
を
広
げ
て
い
る
。

福
岡
市
美
術
館
で
は
、
美
術
館
の
所
蔵
作
品
を
題
材
に
、
ど
こ
で
も
持
ち
運
び
可
能

な
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
作
り
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
「
ど
こ
で
も
美
術
館
」
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
美
術
館
の
所
蔵
作
品
の
レ
プ
リ
カ
を
ベ
ー
ス
に
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
け
ば
文

字
通
り
、
ど
こ
で
も
美
術
館
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ど
こ
で
も
美
術

館	

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
ズ
・
プ
ラ
ス
」
と
称
し
、
美
術
鑑
賞
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
教
材
貸
出

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
福
岡
市
内
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
を
対
象
に
、
事
業

を
広
げ
て
い
る
。

東
京
都
現
代
美
術
館
で
は
、
鑑
賞
の
補
助
的
な
役
割
と
し
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る

鑑
賞
に
関
連
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
般
で
の
使
用
を
想
定
し
て
「
触
察
ツ
ー
ル
」
を
制
作

し
て
い
る
。
所
蔵
作
品
の
油
彩
画
と
版
画
作
品
を
テ
ー
マ
に
、
素
材
や
技
法
な
ど
、
作

品
を
構
成
す
る
要
素
の
触
覚
的
体
験
を
目
指
し
、
道
具
と
技
術
の
見
本
を
教
育
普
及
担

当
の
学
芸
員
、
鳥
居
茜
氏
が
企
画
か
ら
制
作
ま
で
を
行
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は

作
家
の
協
力
に
よ
り
制
作
し
、
ま
た
立
体
イ
メ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ
ー
と
音
声
コ
ー
ド
を
使

い
、「
触
察
ツ
ー
ル
」
と
し
て
の
役
割
を
広
げ
て
い
る
。
今
ま
で
コ
ロ
ナ
禍
で
、
な
か

な
か
活
用
す
る
機
会
が
な
く
準
備
の
段
階
だ
そ
う
だ
が
、
鳥
居
氏
は
鑑
賞
教
育
に
お
い

て
、「
触
察
ツ
ー
ル
」
を
介
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
何
よ
り
大
切
と
考
え
て

い
る

）
註註

（
註

。
今
後
、「
触
察
ツ
ー
ル
」
を
活
用
し
た
鑑
賞
教
育
の
現
場
を
訪
れ
て
み
た
い
。

こ
う
し
た
他
館
の
活
動
を
ふ
ま
え
、
最
後
に
当
館
の
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の
今
後
の
課
題

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
現
在
、
ア
ト
リ
エ
前
で
の
展
示
、
講
座
で
紹
介
し
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
携
帯
用
の
教
材
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
へ
の
活
用
に
つ
い
て
も
先
に
述

べ
た
。
将
来
的
に
は
学
校
へ
の
貸
し
出
し
や
、
他
美
術
館
・
博
物
館
へ
の
貸
し
出
し
も

視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
系
統
的
に
分
類
・
伝
達
す
る
こ
と
、
そ
し
て
福
岡
市
美
術
館
の

教
材
「
ど
こ
で
も
美
術
館
」
の
よ
う
に
、
移
動
に
際
し
て
の
物
理
的
・
構
造
的
側
面
も

図32．携帯用ボックス

図33．変形菌ボックス

－ 41 －



補
う
必
要
が
あ
る
。
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
優
先
に
し
て

お
り
、
中
身
の
詳
細
は
講
座
に
参
加
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
初
め
か
ら
講
座
を
目
指

し
て
来
館
す
る
方
は
い
い
が
、
多
く
の
人
は
来
館
し
て
か
ら
教
材
ボ
ッ
ク
ス
の
存
在
を

知
る
。
館
内
ガ
イ
ド
の
サ
ポ
ー
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
も
対
応
し
て
い
る
が
、
誰
も
い
な
く
て

も
、
さ
ら
な
る
好
奇
心
を
触
発
さ
せ
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
東
京
都
現

代
美
術
館
の
「
触
察
ツ
ー
ル
」
の
音
声
コ
ー
ド
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
解
説
を
加
え
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
及
び
貸
出
を
視
野
に
入
れ
、
持
ち
運
び
の
軽
量
化

や
コ
ン
パ
ク
ト
性
な
ど
の
ハ
ー
ド
面
の
充
実
と
と
も
に
、
内
容
を
充
実
さ
せ
せ
る
こ
と

を
忘
れ
て
な
ら
な
い
。
開
館
当
初
よ
り
、
教
材
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
は
ど
う
か
と
、
小

学
生
低
学
年
生
は
貝
殻
を
拾
い
、
砂
鉄
を
集
め
、
カ
ブ
ト
ガ
ニ
の
抜
け
殻
を
見
つ
け
て

く
る
。
最
近
も
貝
殻
の
真
珠
層
を
取
り
出
す
こ
と
を
夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座
で
知
っ

た
小
学
生
は
、
自
ら
行
っ
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
こ
う
し
て
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、

今
も
増
え
続
け
て
い
る
教
材
ボ
ッ
ク
ス
は
、
今
後
も
教
育
普
及
ス
タ
ッ
フ
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
基
に
、
専
門
家
や
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
な
ど
、
多
く

の
人
と
一
緒
に
作
り
続
け
て
い
き
た
い
。

　

	

（
学
芸
企
画
課	

教
育
普
及
室
長　

榎
本
寿
紀
）

註
１　

	

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
５

－

２
０
１
６
／
ア
ー
ト
フ
ル
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

行
委
員
会	

発
行
／
２
０
１
６
年
／P.9

〜P.10

　
　
　

	

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
９

－

２
０
２
０
／
ア
ー
ト
フ
ル
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
０
年
／P.5

〜P.18

　
　
　

	

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
２
０

－

２
０
２
１
／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員

会	

発
行
／
２
０
２
１
年
／P.3

〜P.22

註
２　

	

降
旗
千
賀
子
／
元
目
黒
区
美
術
館
学
芸
係
長
、&

4

＋do

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
。
目
黒
区
美
術
館

で
は
、
作
品
収
集
、
展
覧
会
企
画
、
教
育
普
及
事
業
の
全
体
に
関
わ
る
。
美
術
、
建
築
・
デ

ザ
イ
ン
分
野
を
横
断
す
る
複
合
的
な
展
覧
会
を
積
極
的
に
企
画
。
美
術
を
素
材
や
原
料
か
ら

視
る
た
め
の
『
画
材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館
』
を
美
術
館
ツ
ー
ル
と
し
て
企
画
、「
色
の

博
物
誌
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
展
覧
会
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
発
展
さ
せ
た
。
目
黒
区
美
術

館
退
職
（
２
０
１
９
年
）
後
は
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
ほ
か
、
大
学
で
教
育
に
関
わ
り
な

が
ら
、
フ
リ
ー
で
展
覧
会
企
画
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
企
画
を
行
っ
て
い
る
。
２
０
２
０
年
建

築
学
会
文
化
賞
受
賞
。

註
３　

	

画
材
と
素
材
の
引
き
出
し
博
物
館
／
展
示
と
教
育
普
及
活
動
を
結
ぶ
た
め
、
美
術
の
画
材
、

素
材
に
目
を
向
け
た
目
黒
区
美
術
館
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
教
材
。
キ
ャ
ス
タ
ー
付
き
の
木
製
の
箱

（BO
X

）
に
引
き
出
し
が
縦
一
列
に
収
納
さ
れ
、
画
材
・
紙
・
木
・
金
属
の
４
種
が
あ
る
。	

引

き
出
し
の
数
は
全
部
で
81
個
。	

そ
れ
ぞ
れ
の
引
き
出
し
に
は
画
材
や
素
材
が
テ
ー
マ
別
に
体

系
的
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

註
４　

	

神
田
高
士
／
大
分
県
臼
杵
市
生
ま
れ
。
臼
杵
市
教
育
委
員
会
文
化
・
文
化
財
課	

課
長
。
臼
杵

の
歴
史
的
背
景
、
特
に
下
藤
キ
リ
シ
タ
ン
墓
地
の
調
査
担
当
し
、
そ
の
実
態
の
解
明
と
保
護

に
努
め
る
。

註
５　

	

朽
津
信
明
／
東
京
文
化
財
研
究
所	

保
存
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー	

修
復
計
画
研
究
室
長
。
鉱
物

学
を
専
攻
し
、
壁
画
顔
料
の
分
析
調
査
や
変
色
褪
色
に
関
す
る
研
究
、
石
造
文
化
財
の
保
存

修
復
な
ど
の
仕
事
に
従
事
す
る
。
大
分
県
へ
は
磨
崖
仏
、
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
、
古
墳
、
壁
画

な
ど
の
調
査
で
、
た
び
た
び
来
県
し
て
い
る
。

註
６　

	

大
分
県
下
の
石
仏
の
彩
色
に
つ
い
て
／
朽
津
信
明
・
山
田
拓
伸
／
２
０
０
０
年
／
保
存
科
学	

					

／p.33-42

註
７　

	

臼
杵
磨
崖
仏
で
観
察
さ
れ
る
彩
色
表
現
に
つ
い
て
／
２
０
０
１
年
／
保
存
科
学					

／p.52-63

註
８　

	

古
代
顔
料
の
科
学
的
研
究
／
山
崎
一
雄
／
１
９
５
１
年
／
古
文
化
財
の
科
学
１
／p.17-30

註
９　

	

森
田
恒
之
／
博
物
学
者
。
専
門
は
博
物
館
学
・
保
存
科
学
・
色
彩
材
料
学
。
１
９
３
８
年
東

京
生
ま
れ
。
埼
玉
県
立
博
物
館
学
芸
員
、
東
京
都
美
術
館
学
芸
員
を
経
て
、
１
９
７
９
年
よ

り
２
０
０
２
年
ま
で
国
立
民
族
学
博
物
館
に
勤
務
す
る
。
同
館
名
誉
教
授
。
愛
知
県
立
芸
術

大
学
客
員
教
授
。
当
館
で
は
教
育
普
及
の
講
演
の
他
、
ト
ー
ク
＆
ツ
ア
ー
「
荒
川
修
作
の
初

期
作
品
を
め
ぐ
っ
て
」（
２
０
２
２
年
）
を
行
う
。

№
39

№
40
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註
10　

	

画
材
の
博
物
誌
／
森
田
恒
之
著
／
中
央
公
論
美
術
出
版
、
絵
画
表
現
の
し
く
み

－

技
法
と
画

材
の
小
百
科
／
森
田
恒
之
著
／
美
術
出
版
社
、
絵
画
材
料
辞
典
／
美
術
出
版
社
／
ラ
ザ
フ
ォ
ー

ド
・
Ｊ
・
ゲ
ッ
テ
ン
ス
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
Ｌ
・
ス
タ
ウ
ト
著
、
森
田
恒
之	

訳

註
11　

	

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
工
房
内
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
ジ
ョ
ッ
ト
以
来
の
絵
画
技
法
と
そ
の
心
構
え
を
、

画
家
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
が
１
４
０
０
年
頃
に
書
き
留
め
た
歴
史
的
文
献
。
現
存
す
る
３
写
本
か

ら
の
完
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

註
12　

	

日
本
画
と
材
料	

近
代
に
創
ら
れ
た
伝
統
／
荒
井
経	

著
／
武
蔵
野
美
術
大
学
出
版
局

（
２
０
１
５
年
）
／p.119

註
13　

	

野
田
雅
之
／
理
学
博
士
／
１
９
２
６
年
生
ま
れ
。
日
本
古
生
物
学
会
名
誉
会
員
。
戦
前
か
ら

長
年
に
わ
た
り
化
石
・
鉱
物
を
採
集
す
る
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
豊
後
大
野
市
歴
史
民
俗

資
料
館
に
寄
贈
し
て
お
り
、
常
設
展
示
室
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

註
14　

	

森
田
恒
之
氏
に
は
、
絵
の
具
に
す
る
た
め
に
は	
水
簸
（
沈
殿
法
・
流
水
法
）
に
よ
り
顔
料
の

粒
子
サ
イ
ズ
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
と
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
現
在
は#300

の
紗
膜

に
通
し
て
瓶
に
詰
め
て
い
る
。

註
15　

	

漢
方
か
ら
み
た
植
物
染
料
⑴
薬
効
と
結
び
つ
い
た
衣
服
の
染
色
／
蔵
方
宏
昌
／
月
間
染
織
α	

№
168

／
１
９
９
５
年

註
16　

	

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
冊
子	「
色
の
不
思
議

－

コ
チ
ニ
ー
ル
・
ア
カ
ネ
の
『
あ
か
』
を
さ
ぐ
る
」

（
平
塚
市
美
術
館
／
１
９
９
３
）
を
見
な
が
ら
マ
ダ
ー
レ
ー
キ
の
制
作
実
験
を
行
っ
た
。

註
17　

	

西
洋
茜
に
く
ら
べ
、
茶
色
み
の
強
い
赤
に
な
る
。
日
本
茜
に
含
ま
れ
る
色
素
は
ア
リ
ザ
リ
ン

で
は
な
く
、
プ
ル
プ
リ
ン
（
あ
る
い
は
パ
ー
プ
リ
ン
）
と
い
う
色
素
の
た
め
褪
色
し
や
す
い

か
も
し
れ
な
い
（
大
分
県
か
ら
絵
の
具
を
作
る
／p.15

／
西
洋
茜
と
日
本
の
茜
）。

註
18　

	

賀
来
飛
霞
／
本
草
学
者
／
１
８
１
６
年
豊
後
国
高
田
（
弦
・
大
分
県
豊
後
高
田
市
）
生
ま
れ
。

採
薬
の
た
め
全
国
各
地
を
歩
く
が
、
薬
草
と
い
う
よ
り
も
植
物
そ
の
も
の
を
捉
え
る
。
描
い

た
植
物
図
は
、
色
彩
・
構
造
か
ら
形
態
ま
で
鮮
明
に
観
察
、
図
示
さ
れ
て
い
る
。
１
８
９
４

年
没
。

註
19　

	

荒
金
正
憲
／
別
府
大
学
短
期
大
学
部
名
誉
教
授
／
大
分
の
植
物
フ
ロ
ラ
研
究
の
第
一
人
者
。

野
生
植
物
の
研
究
を
行
う
。
自
ら
撮
影
し
た
カ
ラ
ー
写
真
か
ら
な
る
「
豊
の
国
大
分
植
物
誌
：

大
分
の
自
然
に
生
き
る
植
物
」
は
長
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
り
制
作
さ
れ
た（
２
０
０
３

年
）。

註
20　

別
府
大
学
平
成
６
年
度
公
開
講
座
に
お
け
る
講
演
「
賀
来
飛
霞
と
本
草
学
」
を
ま
と
め
た
。

註
21　

	

平
川
毅
／
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
主
幹
学
芸
員
。
専
門
は
、
日
本
近
世
史
。
な
か
で
も
「
人

と
自
然
」
を
テ
ー
マ
に
賀
来
飛
霞
、
賀
来
惟
熊
を
は
じ
め
と
す
る
賀
来
一
族
の
研
究
に
詳
し
い
。

２
０
１
６
年
に
「
賀
来
飛
霞　

生
誕
２
０
０
年
」
を
企
画
し
た
。

註
22　

	

吉
岡
幸
雄
／
染
織
史
家
・
染
色
家
、
染
司
よ
し
お
か
五
代
目
当
主
。
植
物
染
に
よ
る
伝
統
色

に
取
り
組
み
、
天
平
時
代
の
色
彩
を
す
べ
て
植
物
染
料
に
よ
り
再
現
す
る
。
日
本
古
来
の
染

色
技
術
の
復
元
に
よ
り
、
奈
良
薬
師
寺
や
東
大
寺
の
伎
楽
装
束
な
ど
の
文
化
財
復
元
制
作
を

行
う
。
大
分
県
竹
田
市
と
は
２
０
０
１
年
に
志
土
地
の
紫
根
で
染
め
た
時
か
ら
関
係
が
続
い

て
い
た
が
、
２
０
１
９
年
に
永
眠
。

註
23　

	

伝
統
的
な
職
人
技
を
守
り
、
県
産
の
木
に
こ
だ
わ
っ
て
制
作
す
る
高
野
木
工
家
具
製
作
所
を

訪
ね
た
お
り
、
額
縁
を
作
っ
た
端
材
が
あ
り
、
そ
の
他
の
も
う
使
用
し
な
い
木
っ
端
と
と
も

に
い
た
だ
い
た
。
持
ち
運
び
可
能
な
教
材
「
お
か
も
ち
ボ
ッ
ク
ス
」
の
制
作
を
依
頼
し
た
。

註
24　

	

須
藤
玲
子
／
１
９
５
３
年
茨
城
県
生
ま
れ
。
１
９
８
４
年
以
来
、
テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
・

ス
タ
ジ
オN

U
N
O

の
デ
ザ
イ
ン
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
染
織
技
術
と

最
先
端
の
製
造
技
術
を
融
合
し
、
絹
・
手
漉
き
和
紙
の
ス
リ
ッ
ト
・
ヤ
ー
ン
や
熱
可
塑
性
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
と
い
っ
た
異
素
材
を
組
み
合
わ
せ
た
独
創
的
な
テ
キ
ス
タ
イ
ル
を
探
究
し
て
き
た
。

当
館
で
は
教
育
普
及
の
講
演
の
他
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
布
は
友
達
〜
つ
ぎ
つ
ぎ
パ
ッ
チ
を

首
に
巻
く
」「
眠
ら
な
い
錆
〜
写
し
出
さ
れ
る
イ
ロ
・
カ
タ
チ
」（
２
０
１
５
年
）、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
「
さ
が
せ
、
私
の
“
こ
い
の
ぼ
り
”」（
２
０
１
８
年
）
を
行
う
。

註
25　

	

藤
田
洋
三
／
写
真
家
／
１
９
５
０
年
大
分
県
生
ま
れ
。
幼
い
頃
よ
り
職
人
仕
事
に
興
味
を
持
ち
、

１
９
７
６
年
よ
り
大
分
を
拠
点
に
、
全
国
の
鏝
絵
、
土
壁
、
石
灰
窯
、
藁
塚
、
石
積
み
等
の

撮
影
と
取
材
を
続
け
て
い
る
。

註
26　

	

１
９
７
０
年
創
刊
の
季
刊
誌
で
、
性
別
、
年
齢
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
暮
ら
し
の
中
の
美

を
求
め
、
味
わ
い
深
い
人
生
に
誘
う
趣
味
の
雑
誌
。
２
０
１
０
年
休
刊
。
藤
田
氏
の
鏝
絵
は

49
号
「
豊
野
国
の
鏝
絵
」、
１
１
４
号
「
鏝
絵
・
文
明
開
化
」
に
掲
載
。
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註
27　

	

原
田
進
／
原
田
左
研
代
表
／
１
９
５
８
年
大
分
県
生
ま
れ
。
１
９
７
０
年
代
後
半
よ
り
左
官

修
行
を
重
ね
、
１
９
９
６
年
原
田
左
研
の
２
代
目
親
方
に
な
る
。
自
ら
天
然
原
料
を
探
し
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
配
合
で
漆
喰
に
土
を
混
ぜ
る
「
土
漆
喰
」
を
行
う
。

註
28　

	

重
松
家
の
鏝
絵
／
重
松
家
（
安
心
院
折
敷
田
）に
あ
る
４
つ
の
鏝
絵
の
う
ち
、
２
階
戸
袋
の
《
竹

林
と
虎
》
作
・
長
野
鐵
蔵
／
１
８
８
４
年
を
実
測
し
作
成
し
た
。

註
29　

	

山
口
県
立
美
術
館
香
月
泰
男
シ
ベ
リ
ア
シ
リ
ー
ズ
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
色
を
つ
く
っ
て

視
る
〈
白
〉」（
２
０
１
２
年
）
に
て
、
筆
者
が
採
集
し
た
貝
の
鑑
定
を
萩
自
然
史
博
物
館
の

専
門
員
に
依
頼
し
、
特
定
さ
れ
た
。

註
30　

	

古
澤
万
千
子
／
染
色
家
・
国
画
会
会
員
／
１
９
３
３
年
生
ま
れ
。
天
然
染
料
を
用
い
、
描
く

よ
う
に
多
く
の
染
色
技
法
で
制
作
を
行
う
。
１
９
７
１
年
よ
り
大
分
県
大
分
市
佐
賀
関
町
に

転
居
。
大
分
の
自
然
や
風
物
を
題
材
と
し
た
作
品
も
多
く
手
掛
け
る
。

註
31　

	

大
橋
重
臣
／
竹
工
芸
家
／
１
９
７
３
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
大
分
県
別
府
市
に
て
、
主
に
生
活

の
中
で
使
用
す
る
竹
篭
や
照
明
な
ど
の
制
作
と
と
も
に
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
共
同
で
店
舗
の
特

注
照
明
や
オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
も
手
掛
け
る
。
大
橋
氏
と
の
出
会
い
で
バ
ン
ブ
ー
・
ト
イ
「
リ
ン

コ
ち
ゃ
ん
」
の
構
想
が
始
ま
っ
た
。

註
32　

	

時
松
辰
夫
／
１
９
３
７
年
大
分
県
九
重
町
生
ま
れ
。
１
９
８
０
年
に
大
分
県
日
田
産
業
工
芸

試
験
所
を
退
官
。
工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
秋
岡
芳
夫
が
指
導
す
る
東
北
工
業
大
学
の
第
三
生
産

技
術
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
生
産
技
術
）
研
究
室
に
招
聘
さ
れ
て
研
究
員
と
な
り
、
岩
手
県
旧
大

野
村
や
北
海
道
置
戸
町
で
木
工
を
通
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
深
く
か
か
わ
る
。
１
９
９
１
年
に

大
分
県
湯
布
院
町
に
「
ア
ト
リ
エ
と
き
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
」
を
開
設
。
後
進
の
指
導
に
あ
た

り
つ
つ
、
湯
布
院
の
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す
る
。
２
０
２
１
年
１
月
に
永
眠
。

註
33　

	

通
常
は
「
朝
の
お
と
な
の
１
０
１
０
講
座
」「
夜
の
お
と
な
の
金
曜
講
座
」
と
称
し
た
講
座
で
、

年
間
60
回
程
度
を
開
催
し
て
い
る
。

註
34　

	「
教
材
ボ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
５

－

２
０
１
６
／
ア
ー
ト
フ
ル
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
１
６
年
／P.30

註
35　

	「
植
物
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
１
７

－

２
０
１
８
／
ア
ー

ト
フ
ル
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
１
８
年
／P.25

〜P.26

註
36　

	「
色
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
」　

い
ろ
い
ろ
な
色
の
物
語	

色
を
め
ぐ
る
７
つ
の
お
話
／
ア
ー
ト

フ
ル
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
１
９
年

註
37　

	「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

vol.1　

科
学
と
表
現
者
」　	

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！

２
０
２
０

－

２
０
２
１	vol.1

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
１

年
／P.32

　
　
　

	「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

vol.

Ⅱ　

Color	&
	Science

」　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！

２
０
２
１

－

２
０
２
２	vol.2

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
２

年
／P.26

〜P.38

　
　
　

	「
未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

vol.

Ⅲ　

見
立
て
の
世
界
」　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！

２
０
２
２

－

２
０
２
３	vol.2

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
３

年
／P.17

〜P.26

註
38　

	「W
hat’s	M

useum
?　

“
み
る
”
を
楽
し
も
う
！
」	

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
２
０

－

２
０
２
１	vol.1

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
１
年
／P.29

〜p.31

　
　
　

	「W
hat’s	M

useum
?

Ⅱ　

お
米
と
お
酒
を
視
る
」
び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
２
１

－

２
０
２
２	vol.2

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
２
年
／P.19

〜

P.28

　
　
　

	「W
hat’s	M

useum
?

Ⅲ　

糸
・
布
・
衣
」　

び
じ
ゅ
つ
っ
て
、
す
げ
ぇ
！
２
０
２
２

－

２
０
２
３	vol.2

／
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
地
域
連
携
創
造
実
行
委
員
会	

発
行
／
２
０
２
３
年
／P.27

〜

P.31

註
39　

２
０
１
５
年
度　

教
材
ボ
ッ
ク
ス
と
こ
れ
か
ら
の
教
育
普
及
活
動

　
　
　

２
０
１
６
年
度　

大
分
県
か
ら
絵
の
具
を
つ
く
る
「
黒
」

　
　
　

２
０
１
７
年
度　

記
録
展	

大
分
県
か
ら
絵
の
具
を
つ
く
る

　
　
　

２
０
１
８
年
度　

N
U
N
O
N
U
N
O
	

い
ろ
い
ろ

　
　
　

２
０
１
９
年
度　

見
せ
ま
す
！
教
育
普
及
の
“
器
”
た
ち

　
　
　

２
０
２
０
年
度　

W
hat’s	M

useum
?	

道
具
の
博
物
誌
〜
暮
ら
し
の
中
の
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

科
学
と
表
現
者

　
　
　

２
０
２
１
年
度　

W
hat’s	M

useum
?

Ⅱ　

お
米
と
お
酒
を
視
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
知
っ
ち
、
見
ち
っ
ち　

vol.

Ⅱ　

Color	&
	Science

　
　
　

２
０
２
２
年
度　

	W
hat’s	M

useum
?

Ⅲ　

糸
・
布
・
衣　

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
／
日
田

祇
園
祭
の
見
送
り
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	W
hat’s	M

useum
?

Ⅲ　

糸
・
布
・
衣　

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
／
大
分

－ 44 －



県
内
の
仏
像

　
　
　

２
０
２
３
年
度　

石
っ
て
、
す
げ
ぇ
！	

註
40　

	

作
品
、
お
よ
び
資
料
が
あ
る
作
家
に
、
青
木
美
歌
（
ガ
ラ
ス
）、
井
上
雅
之
（
陶
）、
中
井
川

由
希
（
陶
）、
橋
本
真
之
（
金
属
）、
佐
野
藍
（
石
）、
谷
本
め
い
（
石
）、
横
尾
哲
生
（
木
）、

小
松
誠
（
陶
磁
）
が
い
る
。
眼
で
触
る
・
触
れ
る
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
、
小
川
信
治
（
鉛
筆
画
）、

木
島
隆
康
（
テ
ン
ペ
ラ
画
）、
川
島
逸
郎
（
生
物
標
本
画
）、
矢
島
由
香
（
変
形
菌
ボ
ッ
ク
ス
）、

小
林
敬
生
（
木
口
木
版
画
）、
妻
木
良
三
（
鉛
筆
画
）。

註
41　

	

矢
島
由
佳
／
農
学
博
士
・
室
蘭
工
業
大
学
大
学
院	

工
学
研
究
科	

准
教
授
。
専
門
は
変
形
菌

（
真
正
粘
菌
）、
形
態
形
成
、
超
微
細
構
造
解
析
。「
見
え
る
微
生
物
」
を
手
が
か
り
に
、
近
年

活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
難
培
養
性
微
生
物
の
実
態
と
能
力
の
解
明
を
行
っ
て
い
る
。

註
42　

	

大
分
県
立
美
術
館
「
み
ん
な
の
土
曜
ア
ト
リ
エ
・
体
験
か
ら
鑑
賞
ま
で
」　

坂
本
顕
子
（
熊
本

市
現
代
美
術
館
学
芸
員
）

　
　
　

https://artscape.jp/report/curator/10112563_1634.htm
l

註
43　

	

２
０
２
１
年
度
東
京
都
現
代
美
術
館
研
究
紀
要
第
24
号
／
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
策
事
業
に
お
け

る
「
触
察
ツ
ー
ル
」
の
作
成
に
つ
い
て
／
鳥
居
茜

－ 45 －



一
、
藩
校
設
立
と
文
化
興
隆

田
能
村
竹
田
（
一
七
七
七
〜
一
八
三
五
）
の
父
、
田
能
村
家
七
代
硯
庵
（
一
七
三
九

〜
一
八
〇
三
）
は
、
豊
後
国
岡
藩
主
中
川
家
に
仕
え
る
侍
医
で
あ
り
、
田
能
村
家
は
、

二
代
休
庵
が
中
川
家
四
代
久
盛
（
在
位
一
六
一
二
〜
一
六
五
三
）
に
奥
医
師
と
し
て
召

し
抱
え
ら
れ
て
以
後
、
代
々
医
業
を
も
っ
て
岡
藩
に
仕
え
て
き
た
家
柄
で
あ
っ
た
。
竹

田
の
七
歳
年
上
に
あ
た
る
兄
・
周
助
は
病
身
で
あ
り
、
医
業
は
継
が
ず
学
問
専
攻
を
命

じ
ら
れ
て
い
た
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
二
十
五
歳
の
若
さ
で
没
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
次
男
の
竹
田
が
嫡
子
と
な
り
医
業
を
継
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
竹
田
も
同
様

に
身
体
が
弱
く
、
学
才
の
方
を
認
め
ら
れ
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）、
二
十
二
歳
の
時
、

藩
校
由
学
館
出
勤
と
学
問
専
攻
を
藩
主
よ
り
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

竹
田
は
十
一
歳
か
ら
由
学
館
で
藩
士
と
し
て
の
教
育
を
受
け
て
い
る
が
、
由
学
館
は

そ
れ
ま
で
の
学
問
所
・
輔
仁
堂
を
移
転
・
拡
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
輔
仁
堂
は
、
中

川
家
四
代
久
恒
（
一
六
四
一
〜
一
六
九
五
）
が
招
聘
し
た
備
前
岡
山
藩
の
儒
医
・
関
幸

甫
（
一
六
四
四
〜
一
七
三
〇
）
が
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）、
竹
田
村
杣
谷
の
私
邸

内
に
開
い
た
藩
公
認
の
私
塾
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
後
に
中
川
家
六
代
久
忠
（
一
六
九
七

〜
一
七
四
二
）
が
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
藩
立
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
川
家

八
代
久
貞
（
一
七
二
四
〜
一
七
九
〇
）
の
治
世
に
お
け
る
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）、

名
称
を
由
学
館
と
改
め
、
さ
ら
に
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
は
伊
豆
坂
に
移
転
し
て

い
る（

註
１
）。

徳
川
四
代
将
軍
家
綱
（
在
位
一
六
五
一
〜
一
六
八
〇
）
以
後
、
そ
れ
ま
で
の
武
断
政

治
か
ら
転
換
し
、
文
治
政
治
が
推
進
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
全
国
の
先
進
的
な

一
部
の
藩
で
は
十
七
世
紀
中
期
頃
よ
り
、
藩
校
が
設
立
さ
れ
て
い
く
が
、
早
い
例
で
は
、

岡
山
藩
藩
学
（
岡
山
学
校
）
の
前
身
の
花
畠
教
場
が
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
設

立
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
国
で
最
も
早
い
例
と
も
さ
れ
る
が
、
同
じ
岡
山
藩
か
ら
招

聘
さ
れ
た
関
幸
甫
が
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
開
い
た
由
学
館
の
前
身
・
輔
仁
堂

も
、
多
く
の
藩
校
が
宝
暦
期
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
）
以
後
に
設
立
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
早
い
例
と
い
え
、
夙
に
岡
藩
が
文
教
政
策
に
力
を
注
い
で
き
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
教
の
風
潮
の
中
で
青
年
へ
と
成
長
し
た
田
能
村
竹
田
が
、
由
学
館
に
出

勤
す
る
よ
う
に
な
っ
た
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）、
幕
命
に
よ
る
地
誌
編
纂
事
業
と
し

て
『
豊
後
国
志
』
編
纂
の
命
が
中
川
家
九
代
久
持
よ
り
下
さ
れ
た
。
儒
医
・
唐
橋
君
山

（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
〇
）
を
総
裁
と
し
て
、
竹
田
も
そ
の
御
用
係
の
中
心
的
存
在
と

し
て
編
纂
事
業
に
奔
走
す
る
こ
と
に
な
る
。
編
纂
の
途
中
、
唐
橋
君
山
が
業
半
ば
で
没

す
る
も
、
竹
田
や
由
学
館
の
教
授
で
あ
っ
た
伊
藤
鏡
河
（
一
七
五
二
〜
一
八
二
九
）
ら

が
事
業
を
引
き
継
ぎ
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）、『
豊
後
国
志
』
は
無
事
に
幕
府
に
納

め
ら
れ
て
い
る
。

唐
橋
君
山
は
、
江
戸
に
生
ま
れ
、
徂
徠
門
下
で
詩
文
を
得
意
と
し
た
高
野
蘭
亭
に
学

ん
だ
儒
医
で
あ
る
が
、
こ
の
君
山
が
岡
藩
に
及
ぼ
し
た
文
化
的
影
響
は
大
き
い（

註
２
）。

君
山

は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）、
江
戸
在
勤
の
匙
医
師
と
し
て
岡
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て

い
る
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
岡
に
赴
任
し
て
い
る
。
明
治
二
年
に
廃
寺
と

な
り
、
現
在
は
そ
の
山
門
・
円
通
閣
の
み
が
遺
っ
て
い
る
大
勝
院
に
お
い
て
、
当
時
、

君
山
は
竹
田
社
・
米
船
社
と
い
う
詩
画
会
を
主
宰
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
会
場
と
な
っ

田
能
村
竹
田
の
青
年
期
に
お
け
る
詩
学
へ
の
傾
倒
（
上
）�

宗
像　

晋
作
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た
大
勝
院
に
は
、
谷
文
晁
の
師
で
も
あ
る
北
山
寒
厳
（
本
名
：
馬
孟
煕
、
一
七
六
七
〜

一
八
〇
一
）
の
観
音
大
士
像
が
掲
げ
ら
れ
た
と
い
う（

註
３
）。

現
存
す
る
田
能
村
竹
田
の
最
初

期
の
作
品
と
し
て
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
「
河
豚
図
」（
図
１
）
が
あ
る
が
、
款

記
に
「
寒
厳
馬
孟
煕
画　

田
孝
憲
模
」
と
あ
り
、
原
本
に
は
漢
方
医
と
し
て
知
ら
れ
た

吉
益
東
洞
（
一
七
〇
二
〜
一
七
七
三
）
の
詩
を
唐
橋
君
山
が
書
い
た
題
詩
も
あ
っ
た
よ

う
で
、
そ
の
題
詩
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
る
。
ま
た
『
竹
田
荘
師
友
画
録
』
の
「
淵

白
亀
」（
淵
上
旭
江
）
の
項
に
「
君
山
先
生
邑
に
官
遊
し
、
文
晁
、
孟
煕
、
成
寛
諸
家

の
造
る
所
を
携
え
示
し
、
画
道
大
い
に
闢
く
」（

註
４
）と

い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
河

豚
図
」
も
君
山
が
持
参
し
た
原
本
を
竹
田
が
模
写
し
て
学
ん
だ
作
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

東
都
江
戸
を
拠
点
と
し
て
い
た
君
山
は
、
岡
藩
に
新
鮮
な
中
央
の
文
化
を
も
た
ら
し
、

岡
の
地
に
も
文
人
が
集
う
サ
ロ
ン
的
な
場
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
二
十
歳
前
後
の
若
き

竹
田
は
、
こ
う
し
た
岡
藩
の
新
た
な
文
化
興
隆
の
中
で
多
感
な
時
期
を
過
ご
し
、
詩
文

書
画
に
親
し
む
貴
重
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。

二
、
詩
学
へ
の
情
熱

藩
校
由
学
館
が
拡
張
・
整
備
さ
れ
、
ま
た
中
央
の
文
化
を
も
た
ら
し
た
唐
橋
君
山
に

師
事
す
る
中
で
、
田
能
村
竹
田
は
文
芸
的
な
世
界
へ
の
憧
れ
を
強
く
し
て
い
っ
た
よ
う

だ
。『
豊
後
国
志
』
編
纂
事
業
が
無
事
に
終
了
し
た
翌
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
竹
田

は
熊
本
、
長
崎
へ
遊
学
し
、
さ
ら
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
も
熊
本
、
長
崎
を
経

て
大
坂
に
入
り
、
京
都
に
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
十
一
月
ま
で
滞
在
す
る
。
こ
の
初

め
て
の
京
都
へ
の
遊
学
は
、
眼
病
治
療
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
田
は
極
度
の
近

視
だ
っ
た
よ
う
で（

註
５
）、

入
京
す
る
前
の
大
坂
で
、
三
保
元
寿
、
行
徳
玄
竜
と
い
う
眼
科
医

に
診
療
を
受
け
て
い
る
が
、
治
療
を
怠
れ
ば
失
明
す
る
可
能
性
を
告
げ
ら
れ
て
い
る（

註
６
）。

文
化
二
年
五
月
、
大
坂
に
到
着
し
て
以
後
の
一
連
の
伊
藤
鏡
河
宛
て
の
竹
田
の
書
簡
が

知
ら
れ
て
い
る
が
、
閏
八
月
頃
と
考
え
ら
れ
る
書
簡
に
は
、
失
明
へ
の
不
安
も
相
俟
っ

て
か
、
と
に
か
く
早
く
詩
学
を
成
し
遂
げ
た
い
と
い
う
焦
る
気
持
ち
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

	「
彼
是
と
申
候
中
ニ
小
生
も
最
早
生
涯
半
バ
ニ
及
申
候
、
只
今
少
々
に
て
も
読
書
不

仕
候
ヘ
ハ
再
ひ
時
ハ
無
御
座
候
」

　
「
小
生
も
経
学
ハ
止
メ
詩
斗
学
ひ
申
候
存
念
ニ
御
座
候
」

　

	「
何
分
書
物
ホ
シ
ク
御
座
候
而
昼
夜
此
事
而
已
工
夫
仕
候
モ
シ
失
明
に
て
も
仕
候
ヘ

ハ
其
後
千
金
御
座
候
而
も
無
益
ニ
御
座
候
」

　

	「
書
物
無
御
座
候
而
ハ
、
世
間
の
人
と
抗
衡
し
而
事
ヲ
成
シ
申
候
事
ハ
出
来
兼
申

候
」

（
註
７
）

日
本
最
大
の
流
通
都
市
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
物
が
集
ま
る
大
坂
に
は
書
肆
が
多
く

あ
り
、
着
坂
後
、
竹
田
は
ま
ず
唐
橋
君
山
の
遺
著
『
箋
釈
豊
後
風
土
記
』
の
出
版
に
取

り
か
か
っ
て
い
る
。
出
版
に
は
日
数
を
要
す
る
た
め
、
岡
藩
の
蔵
屋
敷
の
空
き
部
屋
を

借
り
て
滞
留
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
竹
田
の
書
簡
に
は
、
こ
の
滞
留
中
の
大
坂
で

目
に
し
た
書
物
に
関
す
る
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る（

註
８
）。

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
い
つ
失
明

す
る
か
も
わ
か
ら
な
い
眼
病
の
状
況
と
併
せ
て
、
ま
だ
自
分
が
見
た
こ
と
の
な
い
貴
重

図１　田能村竹田「河豚図」寛政８年（1796）
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な
書
物
が
数
多
く
あ
る
こ
と
に
焦
り
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
書
物
を
購
入
す

る
た
め
に
、
竹
田
は
書
簡
の
中
で
、
藩
費
の
借
り
上
げ
の
相
談
を
し
て
い
る
。『
箋
釈
豊

後
風
土
記
』
に
加
え
て
、
竹
田
は
予
て
よ
り
準
備
し
て
い
た
自
著
『
塡
詞
図
譜
』（
文
化

元
年
自
序
成
立
）
の
出
版
も
目
論
ん
で
お
り
、
こ
う
し
た
費
用
の
調
達
に
苦
心
し
て
い
た
。

　

	「
游
学
中
一
年
ニ
十
両
宛
拝
借
仕
度
左
様
に
御
座
候
ヘ
ハ
三
年
ニ
三
十
両
ニ
而
御
座

候
是
レ
ガ
出
来
申
候
ヘ
ハ
詩
余
図
譜
抔
も
快
く
板
ニ
仕
候
」

　

	「
前
後
ヲ
只
物
考
へ
申
候
ヘ
ハ
一
生
思
ひ
切
り
タ
ル
事
ハ
出
来
不
申
候
、
産
ヲ
破
り

而
も
仕
見
可
申
候
イ
ケ
ヌ
時
ハ
其
節
斃
れ
申
候
迄
ニ
御
座
候
�
誠
ニ
小
生
一
生
之
事

ニ
係
り
申
候
事
只
自
己
の
為
斗
に
て
も
無
御
座
候
少
し
に
て
も
出
精
仕
、
国
家
の
高

恩
万
分
一
モ
報
し
申
候
様
相
成
申
候
ヘ
ハ
冥
加
之
義
ニ
御
座
候
何
分
ニ
モ
此
処
御
監

察
奉
願
候
」

（
註
９
）

書
簡
の
文
面
に
は
、
思
い
詰
め
た
様
子
が
窺
え
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
「
破
産
し

て
斃
れ
る
ま
で
」
と
退
路
を
断
つ
覚
悟
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
を
受
け
た
由
学

館
の
上
司
に
あ
た
る
伊
藤
鏡
河
は
、
書
籍
代
の
購
入
な
ど
に
充
て
る
藩
費
の
借
用
に
つ

い
て
、
藩
庁
に
掛
け
合
っ
た
よ
う
だ
が

）
（註

（
註

、
竹
田
の
嘆
願
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
交
渉
は

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
文
化
二
年
九
月
二
日
付
の
鏡
河
宛
の
竹
田
の
書
簡
に

は
「
小
生
兎
角
悪
癖
に
而
、
書
物
に
て
ハ
不
及
ナ
ガ
ラ
読
申
候
而
、
一
流
ヲ
立
而
申
度

と
、
ム
ダ
ナ
ル
事
ニ
心
ヲ
苦
し
め
申
候
。
�
実
に
名
利
に
纏
ハ
れ
申
候
事
、
俗
情
の
第

一
ニ
御
座
候
。
誠
に
向
後
ハ
決
し
而
俗
事
不
申
上
候
、
只
今
迄
の
事
ハ
真
平
御
用
捨
奉

希
入
候
。
�
」
と
、
行
き
過
ぎ
た
相
談
を
改
め
る
内
容
が
見
て
と
れ
る

）
（（

（
註

。

以
上
の
よ
う
に
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
書
簡
資
料
か
ら
は
、
二
十
九
歳
の
青

年
た
る
竹
田
の
心
に
昂
る
詩
学
へ
の
情
熱
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
書
簡
中
「
小
生
も
経
学
ハ
止
メ
詩
斗
学
ひ
申
候
存
念
ニ
御
座
候
」
と
、
由
学
館
に
勤

め
る
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
「
経
学
」（
儒
学
）
を
や
め
て
詩
文
の
み
を
学
び
た
い
と
い

う
告
白
は
、
当
時
の
社
会
状
況
や
儒
者
の
在
り
方
か
ら
し
て
、
ど
の
程
度
現
実
的
な
望

み
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
江
戸
時
代
中
期
〜
後
期
の
詩
壇
の
動
向

を
踏
ま
え
て
論
を
進
め
て
み
た
い
。（
次
号
に
つ
づ
く
）

	

（
学
芸
企
画
課	

主
幹
学
芸
員　

宗
像
晋
作
）

註
１　

監
修
・
賀
川
光
夫
『
竹
田
市
史
・
中
巻
』（
竹
田
市
史
刊
行
会
、
昭
和
五
十
九
年
）

註
２　

	

佐
藤
晃
洋
「
唐
橋
世
済
と
「
豊
後
国
志
」
編
纂
」『
史
料
館
研
究
紀
要	

第
一
号
』（
大
分
県
立

先
哲
史
料
館
、
平
成
八
年
）

註
３　

	「
追
懐
真
斎
先
生
、
偶
獲
数
絶
」（「
逸
詩
文
鈔
」『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

詩
文
篇
』
大
分
県
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
）
に
「
君
山
先
生
、
在
豊
日
、
尽
散
所
収
之
俸
、

営
竹
田
・
米
船
二
社
於
大
勝
院
、
為
同
人
会
集
之
所
、
中
安
馬
寒
巌
所
画
観
音
大
士
像
、
閣

道
往
来
、
頗
為
雅
観
毎
会
所
得
吟
箋
画
幅
、
当
将
散
際
、
投
之
閣
下
、
里
中
児
童
、
向
晩
群

聚
喧
嘩
争
拾
常
以
資
笑
」
と
あ
る
。

註
４　

	

淵
白
亀
「
�
後
十
余
年
、
君
山
先
生
官
遊
于
邑
、
携
示
文
晁
、
孟
煕
、
成
寛
諸
家
所
造
、
画

道
大
闢
。
�
」（『
竹
田
荘
師
友
画
録
』
草
稿
自
筆
本
）

註
５　

	

近
視
の
病
状
が
窺
え
る
書
簡
の
記
述
と
し
て
「
�
蓋
し
僕
た
る
も
の
、
古
の
謂
は
ゆ
る
廢
疾

の
民
な
り
、
目
は
常
に
華
を
見
て
、
飛
蠅
貫
珠
、
咫
尺
の
外
は
弁
知
す
る
こ
と
能
わ
ず
�
」（
寛

政
十
一
年
、
伊
藤
鏡
河
・
古
田
含
章
宛
書
簡
）『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書

簡
篇
』（
大
分
県
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
）。

註
６　

	「
�
大
阪
府
に
而
当
時
第
一
と
称
し
最
早
老
成
ニ
テ
久
敷
名
ヲ
成
シ
居
申
候
眼
科
両
人
御
座
候

三
保
元
寿
行
徳
玄
竜
と
称
シ
両
人
ニ
見
せ
申
候
処
行
徳
ハ
殊
ノ
外
ニ
六
ツ
ケ
敷
申
候
殊
に
よ

り
療
治
ニ
怠
り
申
候
ハ
ヽ
失
明
ニ
も
及
ひ
可
申
趣
ニ
申
候
三
保
ハ
是
よ
り
い
よ
〳
〵
ウ
ス
ク

成
り
不
申
候
様
ニ
仕
度
シ
エ
候
ニ
ハ
及
ひ
申
間
敷
と
申
候
尤
服
薬
不
絶
可
仕
由
ニ
申
候
夫
故

先
ツ
三
保
の
薬
ヲ
請
ひ
申
候
何
れ
に
も
読
書
殊
外
戒
め
申
候
�
」（
文
化
二
年
八
月
頃
、
伊
藤

鏡
河
宛
書
簡
）『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』（
大
分
県
教
育
委
員
会
、
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平
成
四
年
）。

註
７　

	
文
化
二
年
八
月
頃
、
伊
藤
鏡
河
宛
書
簡
『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』

（
大
分
県
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
）。

註
８　

	「
�
是
非
共
早
々
ニ
編
立
さ
せ
可
申
候
。
但
し
右
之
通
、
直
シ
又
々
十
ヶ
処
斗
御
座
候
故
、
し

ば
ら
く
ハ
か
ゝ
り
可
申
候
。
右
掛
合
ひ
仕
舞
申
候
迄
は
、
此
元
ニ
滞
り
可
申
候
。
�
」「
�
夫

故
御
留
守
居
迄
御
願
申
上
候
而
、
明
キ
小
屋
借
り
申
候
存
念
ニ
仕
候
�
」「
�
大
坂
ハ
、
書
物
、

扨
々
沢
山
ニ
御
座
候
。
且
江
戸
と
ち
が
ひ
、
書
林
至
極
丁
寧
ニ
而
、
よ
く
世
話
仕
呉
申
候
故
、

色
々
の
物
見
申
候
。
兎
角
持
病
指
起
り
、
書
物
ほ
し
く
相
成
申
候
而
、
こ
れ
ニ
ハ
こ
ま
り
申
候
。

�
」
文
化
二
年
六
月
九
日
、
伊
藤
鏡
河
宛
書
簡
『
大
分
県
先
哲
叢
書	

田
能
村
竹
田
資
料
集	

書
簡
篇
』（
大
分
県
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
）。

註
９　

註
７
前
掲
書

註
10　

	「
鏡
河
日
記
」
等
を
基
に
編
ま
れ
た
年
譜
（
宗
像
健
一
『
田
能
村
竹
田
基
本
画
譜　

解
説
篇
』

思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
三
年
）
を
参
考
と
し
た
。

註
11　

	

翌
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
一
月
に
、
京
都
に
て
『
塡
詞
図
譜
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
何
か
し
ら
の
出
版
費
の
工
面
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
出
版
さ
れ
た
の
は
同

図
譜
の
小
令
部
の
み
。
文
化
三
年
八
月
十
六
日
付
、
高
本
紫
溟
宛
の
竹
田
の
書
簡
に
は
中
調
、

長
調
の
部
も
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
続
版
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
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は
じ
め
に

本
稿
で
は
田
能
村
竹
田«
瓶
梅
図»

（
当
館
蔵
、
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）	（
口
絵

10
、
図
一
）
と
い
う
作
品
を
紹
介
す
る
。
本
作
品
は
、
当
館
の
豊
後
南
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
核
と
な
っ
て
い
る
、
片
岡
辰
市
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
の
一
品
で
、
豊
後
南
画
の

祖
・
田
能
村
竹
田
（
一
七
七
七

－

一
八
三
五
）
の
晩
年
の
作
品
で
あ
る
。

一
．
作
品
概
要

本
作
品
は
紙
本
墨
画
淡
彩
、
縦
百
二
十
．
三ｃｍ

、
横
二
十
四
．
六ｃｍ

の
掛
幅
装
の

作
品
で
、
画
面
左
上
部
に
は
詩
と
年
紀
が
書
か
れ
て
い
る
（
図
二
）。

画
面
半
分
か
ら
下
に
か
け
て
は
、
青
色
の
少
し
頸
の
長
い
花
瓶
に
、
生
け
ら
れ
た
三

枝
の
梅
が
描
か
れ
て
い
る
。
筆
勢
に
速
度
や
激
し
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
枝
は
ま
っ
す
ぐ

に
伸
び
あ
が
り
、
若
木
の
清
々
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
に
は
、
簡
潔

に
描
か
れ
た
花
や
つ
ぼ
み
が
つ
い
て
お
り
、
花
弁
や
つ
ぼ
み
の
周
辺
に
代
赭
で
色
を
加

え
て
萼
を
表
し
、
ま
た
花
の
し
べ
は
藍
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
三
）。

梅
花
の
し
べ
に
青
い
色
を
用
い
る
表
現
は
、
竹
田
の
《
歳
寒
三
友
雙
鶴
図
》
に
も
み

ら
れ
る
。
花
瓶
は
輪
郭
線
の
み
で
表
し
、
胴
の
部
分
に
肥
痩
の
効
い
た
墨
線
を
引
く
。

花
瓶
の
全
体
に
薄
く
藍
色
を
刷
い
て
あ
り
、
少
な
い
筆
致
で
瑠
璃
色
の
花
瓶
の
光
沢
が

表
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

田
能
村
竹
田
は
豊
後
岡
藩
出
身
の
儒
者
、
文
人
画
家
で
あ
る
。
江
戸
、
京
都
、
大
坂
、

長
崎
な
ど
諸
国
を
旅
し
、
各
地
の
文
人
、
パ
ト
ロ
ン
等
と
の
交
流
を
重
ね
た
。
作
品
が

描
か
れ
た
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
一
月
、
竹
田
は
上
京
の
途
上
で
、
下
関
に
滞
在
中

作
品
紹
介　

田
能
村
竹
田«

瓶
梅
図»�

柴
﨑　

香
那

図一　瓶梅図

図三　瓶梅図（部分）

図二　瓶梅図（詩文）
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で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
竹
田
は
周
文
の
山
水
画
、
瑠
璃
色
の
花
瓶
を
購
入
し
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
軸
を
か
け
、
花
瓶
に
梅
の
花
を
生
け
て
正
月
を
楽
し
ん
だ
よ
う
だ
。
本
作
品

は
そ
の
時
の
梅
を
生
け
た
花
瓶
の
様
子
に
詩
を
つ
け
て
残
し
た
も
の
で
、
伝
周
文
の
作

品
と
瑠
璃
瓶
も
付
随
し
て
当
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
四
、五
）。

瑠
璃
瓶
の
箱
書（

註
１
）か

ら
、
天
保
四
年
の
三
月
に
竹
田
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
医
師
の
小
石

元
瑞
（
一
七
八
四

－

一
八
四
九
）
に
贈
ら
れ
、
代
々
伝
わ
っ
た
後
、
戦
後
に
は
小
石
家

を
離
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、
伝
来
に
大
き
く
不
審
な
点
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
伝
周
文
作
品
の
箱
に
は
竹
田
に
よ
る
箱
書
が
あ
り
、「
大
雅
池
翁
珍
賞
」
と

京
都
で
活
躍
し
た
文
人
画
家
の
池
大
雅
（
一
七
二
三

－

七
六
）
が
実
見
し
た
作
品
と
し

て
、
竹
田
の
元
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
註
２
）

二
．
作
中
の
詩
文
に
つ
い
て

左
上
部
の
詩
文
と
年
紀
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
詩
の
部
分
に
つ
い

て
は
、『
自
画
題
語
』
に
も
掲
載
が
あ
る
が
、
詩
の
「
他
郷
」
が
「
家
郷
」
に
、「
故
郷
」

が
「
他
郷
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

瓶
翠
瓷　
　
　
　
　
　
　
　

瓶
は
翠
瓷

梅
白
枝　
　
　
　
　
　
　
　

梅
は
白
枝

壁
上
雲
煙
墨
欲
飛　
　
　
　

壁
上
の
雲
煙
、
墨
飛
ば
ん
と
欲
す

旅
窗
開
歳
時　
　
　
　
　
　

旅
窗
、
開
歳
の
時

冷
生
涯　
　
　
　
　
　
　
　

冷
生
涯

淡
生
涯　
　
　
　
　
　
　
　

淡
生
涯

住
在
他
郷
無
別
為　
　
　
　

住
ん
で
他
郷
に
在
る
は
別
為
無
し

故
郷
也
若
斯　
　
　
　
　
　

故
郷
も
也
た
斯
く
の
若
し

癸
巳
元
朝
寄
調
長
相
思　
　

	

竹
田
生
画
併
題
「
憲
印
」（
白
文
楕
円
印
）「
竹
田
」（
朱

文
楕
円
印
）（
図
六
）	

癸
巳
元
朝　

長
相
思
に
寄
せ
て
調
う　

竹
田
生
画
併
題

客
臘
購
僧
周
文
山
水
及
深
翠
古
花
瓶
挿
梅
三
枝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

客
臘　

僧
周
文
山
水
及
び
深
翠
古
花
瓶
を
購
い
梅
三
枝
を

挿
す

【
口
語
訳
】

瓶
は
緑
の
か
め
、
梅
の
枝
は
白
い
。
壁
に
掛
け
た
山
水
画
の
筆
勢
は
、
ま
る
で
墨
が
飛

ぶ
よ
う
に
勢
い
が
あ
る
。
旅
の
窓
に
新
年
を
迎
え
た
。
名
声
や
富
を
求
め
ず
、
さ
さ
や

か
に
人
生
を
送
る
。
他
の
土
地
に
あ
っ
て
も
、
故
郷
に
住
む
こ
と
と
変
わ
り
は
無
い
。

【
語
注
】

雲
煙
�
書
画
の
筆
跡
が
鮮
や
か
で
あ
る
こ
と
。　

旅
窓
�
先
述
の
通
り
、
こ
の
時
竹
田

は
下
関
に
滞
在
中
で
あ
る
。　

開
歳
�
新
年
の
こ
と
。　

淡
生
涯
�
中
国
の
詩
に
も
使

用
例
が
見
ら
れ
る
単
語
。
富
や
名
声
に
こ
だ
わ
ら
な
い
生
き
方
を
指
す
。　

長
相
思
�

図四　伝周文山水図

図五　花瓶

図六　「憲印」
　　　「竹田」
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詩
調
の
名
称
。
長
相
思
は
一
連
が
三
字
、
三
字
、
七
字
、
五
字
で
区
切
れ
、
同
じ
音
数

で
二
連
続
く
形
式
の
塡
詞
で
あ
る
。
塡
詞
と
は
中
国
・
唐
代
に
興
り
、
宋
代
に
か
け
て

流
行
し
た
詩
の
一
形
態
で
、
元
は
楽
曲
に
あ
わ
せ
て
歌
う
も
の
を
、
後
に
曲
が
失
わ
れ

た
た
め
調
に
あ
わ
せ
て
詞
を
作
っ
た
。
竹
田
は
『
塡
詞
図
譜
』
と
い
う
平
仄
な
ど
を
図

示
し
た
図
譜
を
出
版
す
る
ほ
ど
、
こ
の
塡
詞
に
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。　

客
臘
�
昨

年
の
十
二
月
の
こ
と
。　

周
文
�
室
町
時
代
中
期
の
画
僧
。
水
墨
山
水
画
に
独
自
の
様

式
を
展
開
し
、
幕
府
の
御
用
絵
師
を
務
め
た
。

三
．
作
品
の
制
作
背
景

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
九
月
、
竹
田
は
弟
子
の
帆
足
杏
雨
を
伴
い
上
京
の
旅
に
出

た
。
下
関
に
は
閏
十
一
月
に
到
着
し
、『
自
画
題
語
』
掲
載
の
「
仙
洞
読
書
図
」
の
年

紀
に
は
、「
歳
除
日
」
と
大
晦
日
の
日
付
と
、「
時
寓
於
赤
間
關
之
呑
海
楼
」
と
下
関
の

旅
宿
・
呑
海
楼
に
滞
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
の
下
関
滞
在
で
は
「
十
二
旬
」

つ
ま
り
百
二
十
日
ほ
ど
を
こ
の
吞
海
楼
で
過
ご
し
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
長
期
滞
在
は
画

料
獲
得
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
井
土
誠
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

（
註
３
）

妻
の
さ
だ
宛
て
の
書
簡
に
よ
る
と
、
竹
田
は
年
末
に
さ
だ
よ
り
送
金
し
て
も
ら
っ
た

一
両
を
使
っ
て
、
周
文
画
を
一
両
一
歩
、
そ
の
上
花
瓶
を
二
歩
二
朱
で
購
入
し
た
よ
う

で
あ
る
。

（
註
４
）も

と
よ
り
そ
れ
ら
の
購
入
費
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
一
両
と
い
う
大
金
を
、

竹
田
は
絵
と
花
瓶
の
た
め
に
あ
っ
さ
り
と
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
「
淡
生
涯
」
で

あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
を
飾
っ
た
元
旦
の
情
景
を
詠
ん
だ
こ
の
詩
は
竹
田
に

と
っ
て
よ
い
出
来
だ
っ
た
よ
う
で
、『
自
画
題
語
』
掲
載
の
他
、
小
石
元
瑞
宛
の
書
簡

に
も
こ
の
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
註
５
）さ

だ
宛
書
簡
の
「
御
礼
ハ
へ
つ
ニ
詩
を
作
申
候
」
の

詩
も
こ
の
詩
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は«

瓶
梅
図»

の
描
写
や
詩
文
の
解
読
、
作
品
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
。

本
作
品
に
お
い
て
、
梅
や
花
瓶
の
描
写
は
、
文
化
年
間
の
竹
田
の
花
卉
の
描
写
と
比

較
す
る
と
、
相
当
簡
潔
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
元
旦
の
、
竹
田
の
目
を
喜

ば
せ
た
情
景
に
つ
い
て
は
、
詩
の
部
分
で
十
分
に
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
絵
の
持
つ
、
詩
の
情
景
を
補
完
し
う
る
性
質
と
い
う
の
は
、

梅
の
若
木
や
新
年
の
朝
と
い
う
場
面
特
有
の
清
新
さ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

	

（
学
芸
企
画
課	

学
芸
員　

柴
﨑
香
那
）

註
１　

	

旧
箱
蓋
裏
書
付
「
天
保
癸
巳
季
春
／
竹
田
居
士
所
贈
／
松
芝
老
人
龍
所
蔵
」
新
蓋
裏
書
付
「
此

ノ
瑠
璃
花
生
ハ
竹
田
翁
／
遺
愛
ノ
品
ニ
シ
テ
秋
巌
龍
／
僊
史
ニ
傳
リ
以
来
當
家
ニ
／
秘
蔵
セ

シ
モ
此
度
故
有
リ
テ
／
竹
内
義
行
國
手
ニ
贈
ル
／
昭
和
己
丑
正
月　

小
石
識
「
小
石
氏
印
」（
朱

文
方
印
）」

註
２　

	

軸
箱
蓋
裏
書
付
「
僧
周
文
画
山
水
図
／
癸
巳
臘
月
在
於
馬
関
與
古
瑠
璃
瓶
共
購
處
云
𦾔
大
雅

池
翁
珍
賞
固
雖
尺
幅
／
小
品
周
文
之
面
目
躍
如
于
紙
上
實
可
認
神
品
矣
即
悦
保
奄
忽
中
添
其

二
因
成
其
由
／
於
此　

時
甲
午
夏
四
月
也
竹
田
生
憲
「
竹
田
」（
朱
文
重
郭
円
印
）

註
３　

	

井
土
誠
「
田
能
村
竹
田
筆
「
小
迫
門
泛
舟
図
」
に
み
る
近
世
下
関
の
文
化
交
流
」『
下
関
市
立

美
術
館
研
究
紀
要　

第
五
号
』
一
九
九
五
年

註
４　

	

天
保
四
年
一
月
一
三
日　

妻
さ
た
宛　
（
大
分
県
教
育
委
員
会
『
大
分
県
先
哲
叢
書　

田
能
村

竹
田　

資
料
集　

書
簡
編
』
一
九
九
二
年
）

註
５　

	

天
保
四
年
一
月
一
二
日　

小
石
檉
園
宛　
（
大
分
県
教
育
委
員
会
『
大
分
県
先
哲
叢
書　

田
能

村
竹
田　

資
料
集　

書
簡
編
』
一
九
九
二
年
）
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35P� 36P

�

（注）	ベトナム戦争の和平協定締結日は1973年１月27日であることから、制作年は1973年１月～３月

糸園はʻ1974’と記載しているが、後年に追記したものと推測する

（参考）「表紙のことば」黒い水　糸園和三郎

　1968年発、私はこの絵を描いた。同時に『黄いろい水』と題した作品を連作のつもりで描いた。い

ずれもベトナムを背景としたものである。田村茂、岡村昭彦氏らの視察写真集、その他の報道写真を

参考にし、ある部分は借用した。しかし戦場の過酷な現実を表現する力は私にはない。たんなる心象

風景で終わってしまった。ベトナム人民にわびたいような作品である。

　『朝日ジャーナル』1968（昭和43）年Vol.10	№29	７月14日号所収

　糸園は生前も個展やグループ展を終始開催し、数々の展覧会にも招待出品した。美術館での企画展

も幾度も開催されてきたが、その長い画歴に対し、自らの作品についての口述は極めて少ない。没後

20年目になって初めて公開され、糸園の心情がストレートに記述された本資料は、糸園の作品制作の

背景、彼の芸術観を探るうえで、重要なものである。

　特に７P１月25日の素描と記述は、参考としてあげた『朝日ジャーナル』の糸園のことばとともに、

ベトナム戦争に対する彼の並々ならぬ画家としての強い意志がうかがわれるものである。

　今回は資料紹介という段階ではあるが、今後、本資料とベトナム戦争を題材とした作品シリーズを、

大きな当時の社会情勢の中で改めて検証を行いたい。糸園は太平洋戦争期に「新人会」にあって時勢

に組み込まれず、戦後の動乱期から自由美術協会を離れるまで、常に新しい絵画表現を模索した。そ

うした糸園の社会へのまなざし、そして彼の心中にあったであろう画家としての使命感を今後は探り、

大きな戦後美術史の中での独自性を相対的に捉えるため、本資料を有効に活用したいと考える。

　本資料は2021（令和３）年「生誕110年記念　糸園和三郎展	～魂の祈り、沈黙のメッセージ～」（大

分県立美術館）での公開後、2022年（令和４）年度にご遺族により大分県に寄贈された。ご寄贈なら

びに本稿での全頁公開を許可してくださったご遺族の方々に、心より感謝申し上げる。

	 　（学芸企画課	上席主幹学芸員　池田隆代）
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23P（テキストのみ）

（吉松真司への手紙に添えて　返歌　これは私自身への問いかけですから気にとめないでください）

　西欧の造形理念と私たちへの影響との関連です　ヨーロッパのこと中国のこと書きたいのですが、

長くなりそうなのでやめます　同じ人間のカルテ異なりです　カタストロフを行雲流水と解釈しかね

ない日本的自然観、そんな背景のなかのわたしたちの美意識はどんなものでしようか！

27P　21日　くもり後晴� 29P

�

32P　　　　　　　　　　　　　 33P　　　　　　　　　　　　　 34P
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15P　２日� 17P　４日

�

18P　５日� 19P　６日　９日

	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 	　午後からのレコードコンサートのシャンソン

が講堂であるというのでそれを聞く　ラメール

のメロディを記号にしてみた

21P　８日� 22P　10日

�

　雪の夜　厚いパートにしたら
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９P　27日　　　　　　　　　　 10P　28日

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 10P（テキスト）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　黒いぶきみな生物にしたいの

だが形がきまらない　もっとた

くさんのエスキースしなけらば

制作に入れない　ばくぜんした

イメージ　僕の体に定着しない

11P　29日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12P　30日

　　　　　　　　　　　　　　　 11P（テキスト） 　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　 	　絵日記のつもりで今日はフォ

ルムから頂いた黄色バラを描

いてみた。苦心して描くわけ

ではないが　シャレて装画に

しようと思った　ひどい絵に

なった　本当は24本のバラ

だったが　12号空の部分　例

のたらしの方々で空を描く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　土堤の人　12号に前の120号

に描いた《空と川と人と地と》

の同様のモチーフだが三月展に

出すつもり

13P　１月31日� 14P　２月１日

�

－ 56 －



４P　22日� 　　　　　５P　23日

� 　　　　　

　12号の描きかけの林と家を入院の時もってきている

ので、それを続ける

６P　24日　　　　　　　　　　 ７P　25日　　　　　　　　　　 ８P　26日

 　 　 

７P（テキスト）	　北ベトナムとアメリカの間で停戦が合意に達したと新聞は大きく報道している。

小国と大国の戦いは侵略と大量の武器と小国愛国者の激しい抵抗で十数年の長い苦

悩の毎日だったと思う。南北ベトナムの人たちは戦にまきこまれ　報道のみの私さ

え民衆の悲惨な姿を写真などから　なぜアメリカが他国で戦争をしなければならな

いのか　まったくわからなかった　しかし停戦の話は一致したらしい　今後のベト

ナム南北はどのようになるだろか　アメリカが加わらなくとも南政府と解放軍の戦

争は続くだろう　ただ物量より人民が団結すればどんな大国にも負けないという事

実だけは私も感じられる。黒い鳩のもとに殺される人民をエスキースした　黒い大

きな鳩は平和のしるしではなく殺しやである

８P（テキスト）	　ベトナム停戦なると新聞大見出し　和平協定実施は60日後、しかし南北の戦闘は

変わらず続いているという
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代美術館）《人》《ひとり》出品、第15回安井賞展の選考委員をつとめるなど日本洋画壇を代表する一

人として活躍。その多忙のせいか、体調を崩し、病院にて療養生活を送った時期のものである。糸園

本人の言葉では「『絵日記』を付けることにした」ようで、日々の体調、食事、面会者などを記録し

ながら、眼にしたものや風景、お見舞いの花が描かれている。以前より糸園は小さな手帳（B6版）

に備忘録的に文字のみでこのような日常生活の記録を行っていたため、その延長としてこの入院時期

には画材を持ち込んで「絵日記」を付けていたようである。

そのほとんどは、日常生活の記録であるが、その中に珍しく制作背景を伝える記録もあり、代表的

作品のイメージとなった素描が垣間見られる。通常の展示では冊子状であることから、物理的に１頁

を公開するのみにならざるを得ないため、本資料紹介にて、スケッチブック内に収められた全図版を

公開するとともに、作品制作に関する糸園本人の記述を紹介する。なお、その他の記載は個人名が記

載されていること、内容が糸園のプライベートに関することであるため、割愛することをご了承いた

だきたい。

表紙� １P　1974年１月16日（注）

�

２P　20日� ３P　21日

�
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【資料紹介】「黒い鳩」所収糸園和三郎スケッチブック　1973年
池田　隆代

糸園和三郎は〈1911（明治44）年－2001（平成13）年〉大分県中津町（現・中津市）に、代々呉服

商を営む父・辰次郎と母・あつの三男として生まれた。1917（大正６）年中津市・南部小学校在学中

の11歳の時に骨髄炎を発症。手術の入退院から進学を断念し、16歳から上京し、川端画学校に通う。

1929（昭和４）年には画家を志して、前田寛治写実研究所に入所。翌年の第８回春陽会にて《赤い百

合の花》が初入選し、第５回1930年協会展にも入選を果たした。翌年からは独立美術協会展に出品を

続け､ さらに四軌会や飾畫などのグループ展や創紀美術協会展でもシュールレアリスム風の作品を発

表して注目を集めた。1929（昭和14）年美術文化協会の結成にも参加し、1943（昭和18）年には井上

長三郎の呼びかけに応じて松本竣介､ 靉光らと新人画会に加わり､ 表現の自由を抑圧された戦時下に、

画家としての良心を貫いた創作活動を行った。1945（昭和20）年の東京大空襲により、中津にあった

数点を残して全作品を消失している。戦後は、1947（昭和22）年から自由美術家協会展に出品を続け

る。同時に、日本国際美術展、現代日本美術展、サンパウロ・ビエンナーレ展などの国内外の大規模

な展覧会に招待出品を重ねながら、戦後社会の新しい洋画表現を提示する作風によって高い評価を獲

得し、日本洋画壇の第一線で活躍した。1958（昭和33）年からは日本大学で教鞭を執りながら、後進

の育成にも尽力し、1964（昭和39）年に自由美術協会を離れて、無所属となった。1960年に勃発し長

く続いたベトナム戦争に際し、1966（昭和41）年第７回現代日本美術展に《幕（足）》、1967（昭和

40）年第９回国際美術展《幕（手）》（共に大分県立美術館蔵）、1968（昭和41）年第８回現代美術展に

《黒い水》《黄いろい水》（共に神奈川県立近代美術館蔵）とベトナム戦争をテーマとした作品を連続し

て出品し、Ｋ氏賞を受賞したが、その画家としての反戦への強い意志は社会的にも大きな反響を呼んだ。

1970（昭和45）年以降は、新人画会などの友人や教え子とのグループ展、個展を中心に作品発表を行

い、現代人の孤独や不安を詩情とヒューマニズム溢れる画面に描き出して、幅広い人気を博した。

大分県では、大分県立芸術会館開館直後の1978（昭和53）年「糸園和三郎展」、晩年1995（平成７）

年「糸園和三郎とその時代展―描かれた不安・孤独…―」、没後は2010「生誕100年記念　宇治山哲平・

糸園和三郎賛歌」を開催しながら、糸園の初期から晩年にいたる代表的作品を中心とした収集活動を

行った。さらに、2015（平成27）年に開館した大分県立美術館では、常設となったコレクション展に

てテーマにあわせて糸園作品を紹介するとともに、2021（令和３）年には「生誕110年記念　糸園和

三郎展	～魂の祈り、沈黙のメッセージ～」を大規模に開催した。

このように、糸園和三郎の自主企画展は、大分県立芸術会館ではその画業を三度の企画展（1978、

1996、2011年）で異なるテーマのもとに取り上げてきた。一方で、糸園作品の題材や表現技法の研究、

画業にかかる文献資料や糸園の言葉などが、担当の梶原麻奈未主任学芸員によって詳細に調査、検討

された。そして、2021年の生誕110年記念展に際しては、糸園のアトリエに残された遺品や資料が作

品とともに公開され、その制作背景の一端を紹介することができた。

本資料紹介では、この生誕110年記念展に出品された資料の中から、非常に珍しい糸園の1973（昭

和48）年１月から３月にかけて記されたスケッチブック（紙・冊子装、25.0×34.0cm）を公開する（注）。

この頃の糸園は、1972（昭和47）年２月　「戦後日本美術の展開・具象表現の変貌展」（東京国立近
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考察などを記した。冒頭より新世紀群を一種の「楽天主義」とし、野外展の意義を反省したか、「絵画と一般
大衆との断層を絶望的なものだと考えているか」とその姿勢を問うている。さらに「より決定的な方法を発見
しなければならない」とし絵画の形式的な変革として「複数の絵画」「無数の絵画」の可能性を持ち出す。本
文末には「九月八日」とあるが、巻末に木村が発行の遅れと河原へのお詫びを記しているように、本来1956年
の同人結成五周年に間に合うように河原が寄稿したものである。よって河原の執筆は1956年９月８日と推測で
きる。1958年以降本格化する「印刷絵画」のコンセプトを彷彿とさせる河原の主張としてはかなり早い段階の
文章の一つといえよう。

註22	 西日本新聞「われら前衛の徒	大分新世紀群の軌跡（10）開拓者　果てぬ理不尽　女性たちは闘った」
	 2019年12月６日
	 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/565900/（最終閲覧日2024年２月５日）

註23	 大分県立図書館には６号、12号、13号、16号（原本）の他、「創立15周年特集号」（1966年10月発行）の所蔵が
ある。また町村によれば、法政大学大原社会問題研究所に12号、16号が所蔵されている。

	 町村悠香「『新世紀群』再考―サークル運動から前衛芸術集団「ネオ・ダダ」の「母体」を捉え直す」大原社
会問題研究所雑誌	779・780合併号	2023年９・10月号、10-25頁、https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/
contents/ohara_779%E3%83%BB780_p10.pdf（最終閲覧日2024年１月13日）

註24	 キムラヤでの河原温個展には《浴室》《物置小屋の出来事》《カム・オン・マイハウス》など素描18点が展示さ
れた。《浴室》《物置小屋の出来事》は東京国立近代美術館が作家より寄贈を受け所蔵。《カム・オン・マイハ
ウス》（油彩画は名古屋市美術館所蔵）は大分市美術館が木村成敏旧蔵品を所蔵。

	 大分における河原温個展および制作者懇談会の展示に関しては、多摩美術大学大学院美術研究科芸術学専攻博
士前期課程（修了）の小倉達郎氏よる綿密な調査研究より情報提供いただいた。記して謝意を表す。

註25	 「町田文夫」という人物については不明である。機関誌７号２頁には「社会主義リアリズムとモダニズムの問
題について、磯崎、町田両君を中心にして、残った人達と賛否両論が活発にかわされた」とある。また８号10
頁には「講師　東大町田、同人磯崎」とある。
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註１	 「燃える半世紀　スポーツと美術への情熱」編集発行：キムラヤ有限会社、1976年12月１日発行、「キムラヤ50
年のあゆみ」８-21頁

註２	 	古賀春江展、会期：1928年３月３日～６日、会場：キムラヤ画房、大分新聞1928年３月３日朝刊４面
	 （古賀春江展の会期の情報は以下を参考にした。林田龍太「九州とシュルレアリスム」「『シュルレアリスム宣言』

一〇〇年　シュルレアリスムと日本」株式会社青幻舎、2024年１月20日発行、120頁）。

註３	 猪熊弦一郎氏洋画展、会期：1931年６月６日～６月８日、会場：キムラヤ画房
	 （個展の情報は丸亀市猪熊弦一郎現代美術館より提供いただいた。）

註４	 	註１による。キムラヤ画房で開催された初期絵画展には山下鉄之輔が関わっている可能性が高いが、現在調査
中である。令和７年度に当館で開催する開館10周年記念展において一部成果報告をする予定である。

註５	 後藤龍二「大分の近代美術　明治・大正・昭和」海鳥社、1992年10月30日発行、107-8頁

註６	 「新世紀群」の名称由来については文献により若干の揺れがある。佐藤至良の回想ではメンバーが集まった際
に「これからは若者の時代だ。『新世紀』にしよう。最年長でリーダー格のシゲちゃんがこれに『群』をつけた。」
とあり、磯崎の名は出てこない。（佐藤至良「新世紀群（一）」「航路２」1985年９月15日発行、43頁）

註７	 町田市立国際版画美術館の町村悠香学芸員によれば「磯崎が世紀の会と接触したのは同会が解散する直前で、
磯崎にとって大学一年の終わりから二年の初めごろの一九五一年春だったと推測できる。」

	 「磯崎新と一九五〇年代サークル運動・文化運動の接点」思想　2024年１月号、岩波書店、65頁

註８	 磯崎新「『新世紀群』由来」「ZINC	WHITE・草創期の新世紀群〔東京から〕」編集／雪野恭弘＆KABU-
IPPAN、株式会社ライフエージェンシー、1985年８月10日発行、10頁

註９	 註６に同じ

註10	 2023年11月17日に行った木村譲氏への聞き取りによる。

註11	 「新世紀14　５周年特集号」及び佐藤至良「新世紀群（二）」、「航路３」1986年５月25日発行、43頁

註12	 美術手帖1956年６月号「ワシントンの戸外展覧会」82-83頁

註13	 佐藤至良「新世紀群（二）」、「航路３」1986年５月25日発行、43頁

註14	 木村成敏「新世紀群の足音　野外展の始まり」「新世紀群　創立15周年記念特集号」1966年10月発行

註15	 木村成敏「野外展の重要性について」「新世紀７」1955年11月５日発行、１頁

註16	 第８回展に磯崎新が出品した、磯崎「最後」の絵画作品とされる《五月》は所在不明である。血のメーデーに
触発され、ピカソのゲルニカを意識して描いたキュビスム風の絵とされている。

註17	 1948年に荒木剛、廣瀬通秀、早川正、油野誠一、三重野一郎によって発足されたグループ。1950年に「ネギ会」
の菅久、岩尾秀樹らと合流した。

註18	 広瀬通秀「野外展で感じた事」「新世紀８」1955年12月12日、２頁

註19	 「サークルをどう発展させるか　批評家・作家の意見」「新世紀９」５頁

註20	 河原温「印刷絵画　I・発想と提案　II・技術」美術手帖臨時増刊「絵画の技法と絵画のゆくえ」1959年、83-
126頁

註21	 河原温「新世紀群のみなさんへ」「新世紀14」（５周年記念特集号）1957年６月10日発行８-10頁
	 河原温は約4000字に及ぶ寄稿文において、新世紀群の活動に対する批評、芸術の大衆への伝達機能についての
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展覧会・講習会
同人展開催や機関誌発行に加え、新世紀群は多くの県外者を招聘し、積極的に展覧会や講習会を催

した。特に、池田龍雄は複数回来県しており、池田の繋がりから河原温や制作者懇談会が訪れた。以

下、機関誌に掲載された展覧会および活動歴より、新世紀群が主催あるいは共催した展覧会や講演会

の内、主だったものを列記する。
1952年 12月 「原爆の図」巡回展　大分県教育会館

丸木位里、赤松俊子、ヨシダ・ヨシエによる座談会
1953年 ８月 ヌード研究会

11月23日 赤松俊子を囲む会
1954年 ８月23-27日 中谷泰　夏季講習会　

　　　 22日 中谷泰　座談会「平和と美術」
12月４日 フランス美術入門講座（町村会館）
12月５-11日 池田龍雄個展（キムラヤ）

1955年 １-２月 日本アンデパンダン展出品作品を共同制作開始
２月18日 野間宏　講演会
４月５日 池田龍雄　座談会（キムラヤ）

	 	

４月15日 吉村益信個展（キムラヤおよびトキハ）
７月20-23日 夏季講習会　講師：朝倉摂
　　　 23日 座談会
７月26日-８月２日 河原温個展（キムラヤ）24

９月17日 「現代美術入門講座」　講師：東京大学　町田文夫
	

25
	

11月８日 池田龍雄　座談会「新しい絵について」（町村会館）
11月15-24日 制作者懇談会展	池田龍雄、河原温、石井茂雄、島村潔（キムラヤ）

1956年 １月17日 日本アンデパンダン展出品作品を共同制作《仲間》完成
５月 石橋美術館にて「石橋コレクション」を見学
８月 大分県美術サークル協議会発足（犬飼町「ピヨピヨ会」玖珠町「ハネ」）

1957年 ３月 福岡岩田屋にて「世界今日の美術展」を見学

おわりに
キムラヤの歴史、新世紀群の発足と背景、その諸活動の内容を紹介した。本稿はあくまで先行研究

や既存の文献を参照したに過ぎず、関係者のアクチュアルな証言や、新聞記事等の詳細な調査を経た

本格的な新世紀群研究にはほど遠い。しかしながら、これまで顧みられる機会の少なかった新世紀群

について、基礎事項をまとめることで、新世紀群の輪郭がおぼろげながら掴めたのであれば幸いであ

る。新世紀群は地元大分を盛り上げる豊かな絵画サークルとして、当時の労働者や主婦など幅広い同

人を取りこんできた。芸術を専門とする者だけのためのグループとなるのは木村の本望ではなかった

だろう。今回惜しくも情報を削らざるを得なかった同人の貢献を忘れずに、磯崎新や吉村益信ら掘り

下げが必要とされる者の調査を引き続き行いたい。

	 （学芸企画課	主任学芸員　木藤野絵）
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「新世紀９」1956年１月10日発行

・特集「サークルを如何に発展させるか」

批評家や作家へアンケートを実施。（１）美術サークルのあり方についてのお考え（２）新世紀群についてのご感想・ご忠

言を請うた。赤松俊子、林文雄（美術評論家）、杉浦三郎（松川事件被告）、河原温、池田龍雄、磯崎新、他より回答

「新世紀10」1956年３月25日発行

・前号のアンケート回答続き

・池田龍雄による新世紀群共同制作《仲間》についての評（雪野恭弘が聞き取り）

・木村成敏「東京みやげ話」

「新世紀11」1956年８月10日発行

・木村成敏「わけの解らぬ近頃の僕」

「新世紀12」1956年11月５日発行

・「砂川特集」吉村益信、赤瀬川原平らによる砂川闘争参加の記録

・凡倉怠作　小説「接吻」

「新世紀13」1957年２月18日発行

・風倉省作　詩「何も知らない」

・プロフィール「佐藤至良君の巻」

「新世紀14」1957年６月10日発行

[５周年記念特集号]

・木村成敏「新世紀群の生い立ちと今後の課題」

・河原温「新世紀群のみなさんへ」

・凡倉怠作　小説「接吻」（続き）

・新世紀群活動年表（1953～56年）

「新世紀15」1957年10月18日発行（原本有り）

「新世紀15」

・同人　石橋文化センター「ピカソ展」感想

・橋本正巳（風倉匠）　詩「雨降」

・赤瀬川原平　小説「再出発」

「新世紀16」1958年３月30日発行

・赤瀬川原平　小説「再出発」（続き）

・	「祝新築　吉村益信君　新宿区百人町に苦心さんたん、アトリエ付住宅を新築されました。このアトリエか

ら秀作・力作が生まれる様お祈りします。」
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左より機関誌「新世紀５」1955年、「新世紀15」1957年

「新世紀５」1955年（原本有り）

・佐藤至良「再刊に際して」

・木村成敏　岡本太郎「今日の芸術」読書会について

　第８回日本アンデパンダン展における同人の出品作品について（吉村益信《群像》他）

　第３回日本展同人出品作について（木村成敏《女》口絵12）

「新世紀６」1955年９月頃発行

・S.I.「摂先生の印象」

・雑報「吉村益信個展…[８月14日～20日　東京村松画廊]」

・	雑報「河原温個展…[７月26日～８月２日　キムラヤ] 同人の中で賛否両論沸騰して今後の私達の絵のあ

り方について多大な示唆を与えた」

「新世紀７」1955年11月５日発行

・木村成敏「野外展の重要性について」

・第７回新世紀群野外展アンケート　結果報告

　1955（昭和30）年10月第７回同人展・野外展について、72名よりアンケートを回収。	

「新世紀８」1955年12月12日発行

・凡倉惰作「新世紀群の印象」

・通信　美術批評家　中原佑介氏より

・1955年　新世紀群の歩み　年表
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追出して、いわゆる絵をアクセサリーとする階級のものから、更に生きることにきびしい毎日を送っ

ている人達に見せるという方向に向けねばならない」と主張し、野外展は「今まで全く美術と切り離

された人達（殆んど90%の人達）と美術を結びつける大切なかけ橋」であるとした。
	15

美術関係者や専門家を対象とするのではなく、「大衆」に向けて展示や制作を行う取り組みは多分

に時代性を反映している。「大衆」は戦後復興期にさかんに議論されたトピックである。岡本太郎の『ア

ヴァンギャルド宣言』（1949年『改造』11月号）をはじめ、花田清輝や安部公房らによって概念とし

ての「大衆」が論じられた。また1950年代初頭には、民衆を直接の対象とした芸術実践として、丸木

位里・赤松俊子による「原爆の図」とその巡回展や、山下菊二や池田龍雄らによる「ルポルタージュ

絵画」が展開される。

こうした動向に呼応するように、各回の野外展は木村をはじめとするメンバーの政治的・思想的立

場を少なからず反映した。第７回同人展・野外展（1955年10月）では、同人以外にも参加を呼びかけ、

小山田二郎、池田龍雄、松川事件の杉浦三郎被告（獄中より参加）らが賛助出品した。また続く第８

回展でも、炭鉱労働者による幻灯の自主製作サークルが福岡在住の版画家の作品を出品した。メンバー

の作品も社会主義リアリズムに共鳴した作品（木村、佐藤、吉村）が目立ち、抽象的・モダニズム的

傾向の作品（磯崎）
	16
、風景画など自然主義的な作品（雪野）は少数派であった。

人材も作品も多様に入り混じった野外展は、彼らの団結力によって運営され、表向きは祝祭的なムー

ドに満ちていたようだが、次第に内外から批判の声が出始めた。例えば戦後間もない大分でモダニズ

ム系の画家たちによる本格的な絵画グループとして発足した「スバル」
	 17

の広瀬通秀は、野外展という

形式自体や出品作品の内容を疑問視した。
	18

また池田龍雄は後述する機関誌において「創作の問題につ

いての各自の意見や批判などが充分になされているかどうか」と問いかけている。
	19

さらに河原温は鋭く切り込んだ。河原は56年頃より絵画と観衆の在り方に疑問を持ち、美術と大衆

を結びつける新しい「相互交流」の方法を模索していた。それはやがて原画一点主義や展覧会型式を

否定する「印刷絵画」へ発展する。
	20

その途にあった河原は、従来の絵画展形式を打ち破る新世紀群の

野外展にはじめ注目したが、次第に自らの問題意識と新世紀群の認識に隔たりを感じ、野外展は絵画

の伝達機能の制約性への考察が充分になされていないと批判する。
	21

自己批判に欠けた野外展は、創立メンバーの上京なども要因となり1958年をピークに一旦収束し、

その後は新世紀群の活動時代も縮小傾向へ向かう。コアメンバーが去った後もグループは新規メンバー

を取り入れながら存続したが、1995年の同人展を最後に2000年頃会は自然消滅した。
	22

機関誌「新世紀」
新世紀群の機関誌「新世紀」は大分市美術館、大分県立図書館等に所蔵されている

	23
が、弊館には前

身の大分県立芸術会館が所蔵した以下の号がある。一部原本含む以外はほとんどがコピーではあるが、

管見の限り公的機関に現存するものでは最大数のようだ。なお確認できたものは「再刊」以降である

ため、創刊がいつであるか明確でない。各号には、特集、エッセイ（「主張」）、会員紹介、県外の同

人からのメッセージ、小説、詩、消息、展覧会評、活動歴などが記載されている。掲載内容の全てを

網羅することはできないが主だったものを以下に記す。
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野外展の当時のパンフレットや写真は確認できていないが、1956年美術手帖７月号に「美術サーク

ルめぐり」として記事が掲載されている。これは前号（６月号）に掲載された海外の野外展の紹介
	12
に

呼応して木村が投稿したものである。集合写真には帰郷中の吉村益信の姿も写っている。花壇のフェ

ンスに飾られた作品には「ビニールをかぶせて俄か雨とほこりを防ぎます」とあるが、木村譲の証言

によれば、作品は夜の盗難を防ぐために会期中ほぼ毎日持ち帰り、翌朝再展示していたそうだ。また

雨が酷い時は日中も搬出入を繰り返した。（搬出入場所はキムラヤまたは公園近くの労働会館だった。）

公園の利用については市役所に申請し許可を得ていた。これについては当時の市長・上田保（1894-

1980）が助け舟になったと考えられる。そもそも若草公園は1952年に上田が開園させた新しい公園だっ

た。（その後、上田は複数の公園や遊歩道を市内に設置した。最も知られた例に野生の猿の餌付けに

成功した「高崎山自然動物園」が挙げられる。）「アイデアマン」として知られた上田が、若草公園に

市民の話題を集めるためにも、若い芸術家たちのアイデアを採用し許可した可能性は高い。上田は日

本画家の福田平八郎と校友で、野外展に福田を招き、福田が芳名帳に丁寧に署名する姿に磯崎新らが

感動した、というのは語り草である。
	13

では、野外展の目的は何だったのか。第２回同人展における木村成敏の宣言文を引く。

　我々の周囲を眺める時、絵画は殆んど老衰し破壊されつくしているのを知っている今、新たに制作
し行動せんとする若者達に対しても、それと同じ圧力はあらゆる形をもっておそいかかってくる。そ
れは画壇の徒弟制度であり、公募展であり、古い力と結びついたジャーナリズムである。しかし我々
はこのことをいたずらに嘆き悲しむだけでは済まされない。真正面から対決し誠実さと純粋さとで最
後まで貫かねば絵は描かれない。それで我々はあらゆる障碍をもかえりみず街頭においてアンデパン
ダン展を行うことにした。これは誰にも審査されることなく、またサロンに陳べられ何人かの愛玩物
となるより、より多くの人達に見ていただきたいためである。そして多くの人達の言葉が我々の絵を
更に押し進めてくれることと思うからである。

14

この宣言文からも分かるように、木村は野外展において既存の権威に対抗して無鑑査で展示を行い、

市井の人々に作品を自由に鑑賞してもらうことで「美術を大衆のものに」することを目指したといえ

る。「絵画を正しい意味において国民のものとする為には画廊やデパートからもっと街のどまん中に

第４回同人展（第３回野外展）案内状
（佐伯美術家協会　神田千里宛）
当館蔵

美術手帖 1956年７月号、82-83頁
当館蔵
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だ。

木村成敏の弟であり、キムラヤの経営を支えた木村譲（1928-）の回想によれば、「新世紀群は一見

滅茶苦茶なグループであったが、それぞれが個に収まりきれないエネルギーを集団行動に注入した強

烈な団結力を持ったグループだった。」
	 10

その団結力は、野外展をはじめとする種々の活動に結実した。

以下、「野外展」「機関誌」「展覧会・講習会」と節を分けて1950年代における新世紀群の活動を詳述

する。

野外展
新世紀群は結成年より同人展を開催した。第２回同人展は大分市中心市街地に位置する若草公園で

野外展として開催された。これは公園の花壇のフェンスに同人の作品を展示するという前代未聞の試

みであった。野外展は公園利用者や通りすがりの人も含め多くの市民が鑑賞（目撃）することとなっ

た。野外展は下記の通り、1952年から1958年にかけて、新世紀群同人展の一貫として開催された。59

年から62年は開催されず、63年以降は野外展や室内における同人展が1985年まで間歇的に開催された。

なお、野外展は67年までに計11回行われた。
	11

【新世紀群同人展】
1951（昭和26）年７月 第１回新世紀同人展　至キムラヤ
1952（昭和27）年８月 第２回同人展　野外展　至若草公園
1953（昭和28）年５月 第３回同人展　野外展　至若草公園
	1953（昭和28）年８月27～30日 第４回同人展　野外展　至若草公園
1954（昭和29）年４月 第５回同人展　野外展　至若草公園
1954（昭和29）年８月 第６回同人展　野外展　至若草公園
1955（昭和30）年10月１～４日 第７回同人展　野外展　至若草公園
1956（昭和31）年４月 第８回同人展　野外展　至若草公園
1957（昭和32）年８月 第９回同人展　至トキハギャラリー	
1958（昭和32）年11月 第10回同人展　野外展　至若草公園
1963（昭和38）年11月 同人展　野外展　至若草公園
1965（昭和40）年10月 同人展　至トキハギャラリー	
1966（昭和41）年３月 同人展　野外展　至若草公園
1966（昭和41）年10月 15周年記念展
1967（昭和42）年11月 同人展　野外展　至若草公園の小屋
1968（昭和43）年 同人展　OBS（大分放送）ギャラリー	

（以下略）
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新世紀群とは

キムラヤにて
木村成敏（中央右）、吉村益信（後列右）
吉村益信旧蔵資料より

新世紀群は1951年の夏頃にキムラヤにおいて発足した絵画グループである。創業者・木村純一郎の

長男・木村成敏（しげとし／1925-2008）を中心に、吉村益信（1932-2011）、磯崎新（1931-2022）、

佐藤至良（1929-2013）、清水将美、堤延樹、熊谷博、薬師寺保之らが集い、結成された。遅れて風倉

匠（本名：橋本正一／1936-2007）、中学生の赤瀬川原平（赤瀬川克彦／1937-2014）や雪野恭弘（1936-）

が加わり、後に東京で「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」を結成する吉村、風倉、赤瀬川といっ

た面々が初めて集う歴史的な場となった。

新世紀群のねらいは、公募展や団体展を否定し、既存の権威を退けることだった。特に戦後の大分

県では大分県美術協会が主催する大分県美術展が権威とみなされたが、これに対し落選者展を企画し

た。また芸術と大衆を結びつけることを目論み、大分市の若草公園を会場に野外展を開催した。さら

に東京から中谷泰、朝倉摂、池田龍雄らを招き、講習会を開催した。中央と地方をつなぐ手段として、

ガリ版刷りの機関誌「新世紀」を発行し、県内外の同人および関係者へ配布した。

グループ名の由来については、磯崎新が命名に関わったといわれている。
	6

磯崎は大分県立大分第一

高等学校（現・大分県立大分上野丘高等学校）に通う頃からキムラヤのデッサン会に出入りしていた。

1950年に東京大学理科一類に入学した後は、駒場寮で美術研究会に関わった他、安部公房や勅使河原

宏らのグループ「世紀」の会合を訪れた。アヴァンギャルド芸術を検証した花田清輝や岡本太郎によ

る「夜の会」と合流した「世紀の会」に出入りすることで、磯崎は周囲を渦巻く文学や美術の運動を

いち早く吸収していた。
	7

1951年夏の帰郷時にキムラヤでのサークル結成に立ち合い、東京で参加した

「世紀」の名に「新」を付け加えた「新世紀」という名称を提案したと回想している。
	8

　「新世紀」に「群」を付け加えたのは、主宰者である木村成敏だった。
	9

戦後、日本大学芸術学部へ

入学し、1950年に大分へ戻るまでの木村の歩みは、新世紀群のバックボーンを形成したといえよう。

木村は在学中に戦後最大の労働争議といわれる東宝争議（1946～48年）に関わり、内田巌を筆頭に左

派系の芸術家たちが集った日本美術会に参加した。新世紀群には日本美術会に所属する画家が多く、

1951年春に武蔵野美術大学に入学した吉村益信もその一人だった。政治活動に関わった経験を持つ木

村は血気盛んな若者たちを束ねる素質を持っていたと想像できる。メンバーは木村を「群長」と呼ん
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者は数多く、洋画家の佐藤敬、日本画家の髙山辰雄、作家の林房雄、音楽家の園田清秀らがいる。山

下という人物がいなければ大分の近代美術は花開くことなかった、と言っても過言ではない。自由な

気風に満ちた事業主の木村と、教養豊かな山下の力があわさり、キムラヤは大分の「文化サロン」と

なった。

　

なお、キムラヤは九州でも早くに喫茶業を始めた「ハイカラ」な店でもあった。木村純一郎は神戸

で親交のあった不二家やユーハイムから珈琲や菓子を入手して供した。さらに蓄音機とラジオを設置

し、店内は音楽鑑賞やスポーツ観戦の場にもなった。木村は小倉でテニスクラブを作ったが、大分で

もテニス、ラグビー、サッカー、陸上、卓球、バスケットなど数多くスポーツクラブを組織化し、本

部をキムラヤにおいた。木村は芸術文化だけでなくスポーツの振興にも大いに貢献した、文字通り文

武両道の人物であった。

1945年７月16日から未明にかけての大分空襲により、キムラヤは全焼する。翌年夏、場所を移して

営業を再開し、1948年に敷地の一角に「大分県美術研究所」という名目でアトリエを再建する。権藤

種男らが率いる大分県美術協会が関与することで、また後述する市長・上田保が木村純一郎の活動に

共鳴したことで、戦後の物資不足の中、建物再建のための資材調達が可能となった。徐々に絵画教室

が再開し、「スバル」や「新世紀群」を始めとするグループ活動が展開され、多彩な面々が集うよう

になる。

キムラヤ「猪熊弦一郎展」展示会場 風景写真
（撮影者不明 1931年撮影）
画像提供：公益財団法人ミモカ美術振興財団

山下鉄之輔 写真
（撮影者：片寄 1931年６月13日撮影）
画像提供：公益財団法人ミモカ美術振興財団
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「新世紀群」について
　木藤　野絵

本稿は1951年に大分市で発足した絵画サークル「新世紀群」について、現段階で判明したことまと

めたものである。建築家の磯崎新や美術家の吉村益信、赤瀬川原平ら、後に東京で前衛的な芸術運動

に参加する面々が、大分で集い、運動体を形成した。「新世紀群」の活動に関して、また活動の拠点

となったキムラヤに関して、これまであまり多くは語られていない。本稿はかつて大分に興った芸術

文化の水脈をたどるとともに、「新世紀群」に改めて光を当て、美術運動としての一断面を明らかに

することを目的とする。

キムラヤについて
　新世紀群の活動について詳述する前に、拠点となったキムラヤについて紹介したい。キムラヤは

1926（大正15）年に木村純一郎（本名：純雄	1900-1981）が「キムラヤ洋画材料運動具店」として創

業した、画材とスポーツ用品を取り扱う店である。木村純一郎は長崎出身、神戸育ちで、学生時代か

ら大阪宝文館に勤めた。神戸支店を経て、小倉の九州支店の営業部長として赴任後、大分の宮崎書店

の娘・ハズと知り合い、1924（大正13）年に結婚する。折しも大阪宝文館は経営難となり、木村は退

社、宮崎書店を手伝いながら、キムラヤの開店準備をする。

同年、宮崎書店の２階には画廊兼アトリエができ、12月に萬鉄五郎の個展が開催された。
	1

翌年９月

には岐阜県出身で大分師範学校に図画教師として赴任した版画家の武藤完一の個展が開催された。そ

の後、1926（大正15）年に宮崎書店に隣接してキムラヤが開店すると、県下で初のギャラリーとして

「キムラヤ画房」が開かれる。1928（昭和３）年３月に古賀春江個展
	

、
2

1931（昭和６）年６月に「猪

熊弦一郎洋画展」
	

、
3

この他、武者小路実篤の新しき村主催「泰西名画オリジナル並びに複製版画展」

など、次々と個展やグループ展が開催された。
	4

大正期の大分で美術展が受容された背景に、1921（大正10）年に開催された第14回九州沖縄八県連

合共進会による博覧会開催が挙げられる。九州における大博覧会で、大規模な特設会場には、農林水

産業、工業、歴史等、ジャンル毎に展示館が設けられていた。美術館では、黒田清輝や朝倉文夫が審

査員に迎えられ、九州の美術家の作品が一堂に集められた。藤島武二、岡田三郎助、和田三造、吉田

博らの作品が出品され、大分ゆかりの画家からは片多徳郎、菅一郎、権藤種男らが出品された。これ

により一般市民に美術鑑賞の機運が高まったと考えられる。
	5

キムラヤにおいては画房の立役者である山下鉄之輔（1887-1969）の存在が大きい。山下は福岡県

北九州市の出身で、東京美術学校在学中に、萬鉄五郎、平井為成とアブサント会を結成し、同人展を

開催した。卒業後は師である和田英作の下で舞台美術の制作に関わり、この頃、武者小路実篤と交友

を深める。またフューザン会に属して後期印象派の吸収に努めた。1916（大正５）年、片多徳郎の紹

介で大分県立大分中学校（現・大分県立大分上野丘高等学校）に着任し､ 1932（昭和７）年に同校を

退職するまで後進を育成した。

山下は西洋美術と西洋音楽に関する本格的な情報を大分に持ち込み、自身のアトリエやキムラヤに

若者を集めた。「セザンヌ会」と称する勉強会が開かれ、若者たちを啓蒙した。山下の薫陶を受けた
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About Shinseiki-gun (New Century Group)

Curator, Noe Kito

This essay summarizes the background of the group called Shinseiki-gun (New Century Group) that 
was established in Oita City in 1951. Until now, lesser is known about this group so I aimed to delve into 
the details as much as possible. Beginning from the short history of the place where the group member 
met, Kimura-ya , this essay overviews how architect Arata Isozaki, artist Masunobu Yoshimura, Genpei 
Akasegawa, and others who would later participate in the avant-garde group called Neo Dadaism 
Organizers met in Oita and formed a movement. I have researched their exhibition, publication, and the 
other events such as lecture. The purpose of this article is to trace the vein of art and culture that once 
flourished in Oita, shed new light on the Shinseiki-gun , and clarify one aspect of the groupʼs artistic 
endeavor.
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Wasaburo Itozonoʼs sketchbook included in “Black Dove,” 1973.

Senior Chief Curator, Ikeda Takayo

Wasaburo Itozono was born in Nakatsu city, Oita prefecture. Due to his childhood illness, he dropped 
out from school and began studying oil painting at the Maeda Kanji Realism Institute from the age of 16. 
In the early Showa period, he continued to exhibit at the Independent Art Association Exhibition, and also 
exhibited surrealism work at group exhibitions such as the Shigikai, Kazarie, and the Souki Art Association 
Exhibition to attract attention. He also participated in the establishment of the Art and Culture Association 
in 1939. In 1943, he joined the Rookie Painting Association along with Shunsuke Matsumoto, Aimitsu and 
several others in response to a call from Chouzaburou Inoue to keep conscience as a painter during 
wartime, when freedom of expression was suppressed. After the war, he continued to exhibit at the Free 
Artist Association Exhibition, and was highly acclaimed for his works on postwar society and the Vietnam 
War at domestic and international exhibitions. He was also active in Japanʼs Western-style painting 
community. While teaching at the Japan University, he worked hard to nurture younger generations, and 
in 1964 he left the Free Art Association to become an independent artist. Afterwards, he focused on group 
exhibitions with friends and students from the Rookie Painting Association and gained widespread 
popularity by portraying the anxieties and loneliness of modern people through poetry.

In this introduction to the materials on display at the exhibition commemorating the 110th anniversary 
of Itoenʼs birth, a sketchbook written by Itoen between January and March 1973, which is extremely rare, 
is presented.

Most of them are records of his daily life, but some of them are rare records of the background of his 
works, which provide a glimpse of the drawings that became the images of his representative works. Since 
the book is in booklet form, it is physically impossible to show only a single page of the book in a regular 
exhibition. Please note that other descriptions are omitted because they contain personal names and the 
contents are about Itozonoʼs private life.

Although this is only an introduction to the material, we would like to reexamine this material and the 
series of works on the subject of the Vietnam War in the context of the social situation of the time.
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Collection Introduction
Tanomura Chikuden “Flower Pot with Plum Branchs”

Kana Shibasaki

Tanomura Chikuden (1777-1835) was a Confucian scholar and literati painter from the Bungo Oka 
domain. He traveled to Edo, Kyoto, Osaka, Nagasaki, and other countries, interacting with literary fi gures, 
patrons, and others in each region. This article introduces Chikudenʼs work “Flower Pot with Plum 
Branchs”

In January 1833, when the work was painted, Chikuden was on his way to Kyoto and was staying in 
Shimonoseki. There, Chikuden purchased a landscape painting by Shūbun (painter of muromachi period) 
and a blue vase. He hung the scroll and arranged plum blossoms in the vase to enjoy the New Year. 

This work is a painting depicting the vase with plum blossoms and a poem. This work is in the 
museum collection along with the painting attributed to Shūbun and the vase. The poem depicts the New 
Yearʼs decoration, as well as Chikudenʼs belief that he was not obsessed with wealth, and his feelings about 
welcoming the New Year in other places, as he traveled frequently.
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Tanomura Chikudenʼs devotion to poetics during his youth

 Shinsaku Munakata

The Tanomura family was a family that had served the Oka clan in the medical profession for 
generations since the second generation, Kyūan, was employed by Hisamori, the fourth generation of the 
Nakagawa family (reigned from 1612 to 1653), as an court physician. Chikudenʼs older brother, Shusuke, 
who was seven years older than him, was ill and was ordered to major in academics instead of continuing 
his medical practice, but he died at the young age of 25 in 1794. After that, Chikuden became the heir and 
was supposed to take over the medical practice, but Chikuden was also recognized for his physical 
weakness and academic talent, and in 1798, at the age of 22, He was ordered by the feudal lord to attend 
the clan school, Yugakukan, and major in academics.

As a young man, Tanomura Chikuden is devoted to poetry. His fi rst trip to Kyoto in 1805,  was for his 
eyes to be treated. Knowing that he was in danger of losing his eyesight, Chikuden wanted to study 
poetry as soon as possible and become a full-fledged artist. Letters from the time contain detailed 
information about valuable books and fear of losing his eyesight and not being able to read books. In 
addition, Chikudenʼs letters from that time include a request to borrow money from the domain for the 
purchase of books. The letter says that he want to accomplished this even though he was bankrupt, and 
you can see the passion of the young Chikuden. He says that wants to stop studying Confucianism and 
only wants to study poetry. Was this a realistic hope considering the social situation at the time? This is 
because Chikuden was a Confucian who served the Oka clan. I will discuss this point in the next issue 
based on trends in the poetic circles at the time.
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OPAM teaching material box
Its origin and development

Oita Prefectural Art Museum, Curatorial Planning Division, Education Promotion Offi  ce,

 Toshiki Enomoto

As one of the activities to spread education at Oita Prefectural Art Museum, I hope there is something 
that will spark the curiosity of visitors. The idea was to create a teaching material box that focuses on 
familiar objects, everyday life, and the prefectureʼs nature, climate, environment, history, and culture. With 
the cooperation of many people, I began production based on fi eldwork I had done since my days in the 
opening preparation room. This article will explain the purpose and origin of the OPAM teaching materials 
box, as well as the four boxes “Stone Box - Minerals to Pigments”, “Plant & Medicine Box”, “CC Box 
(calcium carbonate / calcium carbonate)”, and “Materials & Techniques Box”. We will introduce an 
overview of the system and consider its use.

The teaching material box introduced here is currently being used in as many courses as possible. 
There will also be a special exhibit related to teaching materials boxes, allowing visitors to see the 
teaching materials up close. We are also developing portable teaching materials boxes for outreach and 
lending to schools, as well as tactile works called [Hands on Works]. In the future, with an eye on 
outreach and lending, we will not forget to improve the hardware, such as making it lighter and more 
compact to carry, as well as enrich the content. Based on the fieldwork of education extension staff, 
experts and I would like to continue making it together with many people, including supporters and 
workshop participants.
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clothing on. A young child without knowledge and experience is the uncontrolled universe itself, and 
therefore full of energy. They are always living in ʻthe momentʼ. We have made them the basis of our own 
work, with their preciousness, fragility and longing. For us, drawing and creating children is nothing less 
than creating the universe.

ʻHallʼ.
The word ʻhallʼ means a container. A cathedral if it enshrines a God. A temple if it enshrines a Buddha. 

Many bookshops, drugstores and confectionery shops all have the hall as their signboard. Hall is a vast 
word that transcends people, meaning, thought and religion to embrace all things. And we always want to 
be like that. We want to be honest and accept complex things as they are complex, without judgement 
and without defl ection. Value concepts constantly shift and change with the times, so what you see today 
is not necessarily what you will see tomorrow. If so, we would like to doubt everything, believe everything, 
and swallow them all in a jumble. A stomach like a huge, strong hall that dissolves all contradictions, 
conflicts and discrimination, and lets in all things. The sludgy chaos that has accumulated and mixed 
within it. To give birth to this chaos through our own bodies is our idea of art and the only truth.

In this essay, I will trace their masterpieces and unravel the appeal and creative uniqueness of their 
works, which refl ect the true essence of the universe and the true nature of all living things - letʼs call 
them ʻArt Holeʼ - while also considering their impact on the art and art world and society.
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THE CABIN COMPANY
Art unit that continues to swallow the universe whole and 

express it from Oita

Chief of Curatorial Division,

 Hisashi Utsunomiya

THE CABIN COMPANY formed a unit in 2009, made its debut as a picture book author in 2014 with 
the book ʻDaiouika no Ikataroʼ (Suzuki Publishing), and has published 40 picture books over the past nine 
years, with an average rate of four to fi ve books per year, one after another. In parallel, they has also been 
commissioned by companies, dancers/choreographers and singers to plan events, stage art and live tour 
pamphlets, as well as organising exhibitions at museums and galleries.

Retro tastes that evoke a sense of nostalgia, yet pop, with a sense of surprise and excitement felt 
every time the pages are turned. THE CABIN COMPANY continues to present picture books and three-
dimensional objects with a unique world view. Are they trying to invite viewers, from children to adults, 
into a world of exciting picture stories and fantasy? Many of their fans must surely feel so.

However, what attracts many fans is that behind the seemingly cute characters, nostalgic landscapes, 
and exciting storylines, there is an ugly truth behind everything in this world, including the universe and 
all living things. Beauty, good and evil, reason and madness, everything from what is internal and external 
to what is hidden, is skillfully set up to reveal everything as it is without concealing it, and whether or not 
the viewer is aware of it is a matter of skill. Regardless, the location and way of touching may differ 
depending on the person, but I think it is about touching the heart of the viewer and causing a natural 
internal reaction.

The following message, which will be written at the beginning of their first major retrospective 
exhibition, ʻTHE CABIN COMPANY Picture Book Art Exhibition “Children and Hallʼs Hymn”ʼ, which will 
be held from July 2024 to April 2025 at four museums (Hiratsuka City Museum of Art, Ashikaga City 
Museum of Art, Chiba City Museum of Art and Oita Prefectural Museum of Art), shows that their wish is 
connected with this.

Full of primal forces, dissolving all values, it is orderless, abrupt, beautiful, terrifying, funny, mysterious 
and mystical, a heartfelt song that is like a river of such things fl owing violently, I wanted to somehow 
give form to it.

ʻChildʼ
I love the moment when I am made to forget all the thoughts that have been buried in my head until 

now and am drawn in, thinking, “What is this?” The starry moonlit night that looked like a dusting of 
silver dust at the Boys Nature House. The orange and blue horizon that followed the Colorado Plateau. It 
comes from time to time when watching the things of the universe created by God. What we want to 
create is the very ʻmomentʼ. But how can we, as tiny human beings, express an energy equal to that of the 
God-born universe? We think about such things round and round in my brain. Then one day, we had a 
revelation. We watched a child slide down a slide for hours without getting bored and watched the river 
fl ow. The moment my daughter was born, we saw a volcanic eruption as she cried out without a stitch of 
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