
も
う
九
〇
歳
に
届
こ
う
と
し
て
い
る
大
叔
母

（
キ
ミ
子
）は
、小
学
校
の
登
下
校
中
に
駅
前

の
本
屋
の
軒
先
に
飾
ら
れ
て
い
た
正
月
飾
り

の
し
め
縄
を
見
て「
き
れ
い
や
な
ぁ
」と
思
っ

た
と
い
う
。そ
し
て
、「
真
似
し
て
み
よ
う
」と

作
っ
て
み
た
ら
、出
来
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
戦
争
、結
婚
を
経
て
、嫁
ぎ
先
の
家

業
の
合
間
に
本
格
的
に
し
め
縄
を
作
り
始
め

て
六
〇
年
以
上
が
経
つ
。も
う
大
叔
母
の
住

む
地
域
で
は
、し
め
縄
を
作
る
の
は
彼
女
た

だ
一
人
だ
け
。地
域
の
小
学
校
で
教
え
た
り
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
一
度
取
材
に
来
た
こ
と
も
あ
る
。

今
で
は
少
し
離
れ
た
お
店
に
も
商
品
と
し
て

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

原
点
で
あ
る
本
屋
の
軒
先
に
飾
ら
れ
て
い
た

し
め
縄
と
、大
叔
母
が
作
っ
た
し
め
縄
、ず
っ

と
ず
っ
と
前
の
し
め
縄
と
、こ
れ
か
ら
先
に

作
ら
れ
て
変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
め
縄
。

常
世
が
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、何
か
が「
う
つ
す
、う
つ
る
、」と
、ど

ん
ど
ん
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
、そ
の
ず
っ

と
先
に
あ
る
何
か
を
見
た
い
と
思
う
。

中
尾 

美
園

展
示
作
品
に
つ
い
て│

テ
キ
ス
ト
＝
中
尾
美
園
　
編
集
＝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク

①
⑦
は
前
期
展
示
・
後
期
展
示
に
よ
り
内
容
を
一
部
変
更
。

②
⑥
は
後
期
展
示
よ
り
追
加│

【 

一
階
玄
関
ド
ア 

】│
① 「 

張
り
紙 

」

ポ
ス
タ
ー
の
裏
紙
に
墨
書

二
〇
一
八

キ
ミ
子
の
嫁
ぎ
先
は
植
木
屋
を
営
ん
で
い
た
。

そ
の
小
さ
な
事
務
所
の
戸
口
に
、「
昭
和
し
め

縄
」
と
書
い
て
張
り
紙
を
出
し
た
。そ
れ
が
人

の
目
に
触
れ
、
少
し
ず
つ
注
文
が
増
え
、
最
盛

期
に
は
、「
注
文
さ
れ
た
し
め
縄
を
大
晦
日
に

配
達
し
て
い
る
最
中
に
除
夜
の
鐘
が
鳴
っ
た
」

ほ
ど
売
れ
た
そ
う
だ
。

本
展
で
は
二
〇
一
八
年
末
ま
で
「
昭
和
し
め

縄
」、二
〇
一
九
年
元
旦
よ
り「
昭
和
・
平
成
し

め
縄
」の
張
り
紙
を
出
す
。

│
【 

二
階
展
示
室 

】││
② 「 

そ
れ
ぞ
れ
の
カ
タ
チ
、
こ
れ
か

ら
の
カ
タ
チ 

」

し
め
縄

二
〇
一
八

﹇
上
﹈　
キ
ミ
子
作

﹇
右
下
﹈ 
ヨ
シ
エ
作

﹇
左
下
﹈ 

カ
ズ
ヨ
作

キ
ミ
子
が
作
っ
た
し
め
縄
は
、藁
が
よ
く
締
ま

り
佇
ま
い
が
美
し
い
。キ
ミ
子
は
三
輪
山
を
信

仰
し
て
い
る
。と
い
う
よ
り
も
、
す
べ
て
の
神

仏
を
大
事
に
し
て
い
る
。そ
の
心
持
ち
が
作
ら

れ
た
し
め
縄
に
直
接
影
響
し
て
い
る
と
は
思

わ
な
い
が
、比
較
し
て
ヨ
シ
エ
の
し
め
縄
を
見

る
と
藁
の
締
ま
り
が
甘
く
、技
術
の
未
熟
と
精

神
が
表
れ
て
い
る
よ
う
で
い
た
た
ま
れ
な
い
。

カ
ズ
ヨ
は
園
芸
家
で
、自
身
が
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
し
た
商
品
を
販
売
し
て
い
る
。昨

年
末
は
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
や
正
月
飾
り
、小

さ
な
卓
上
の
門
松
等
を
作
っ
て
い
た
が
、売
れ

行
き
は
イ
マ
イ
チ
だ
っ
た
そ
う
だ
。「
し
め
縄

は
先
細
り
す
る
」と
も
、「
売
り
方
を
変
え
な
ア

カ
ン
」と
も
言
っ
て
い
る
。

本
展
示
は
お
正
月
を
迎
え
た
後
期
展
示
よ
り

追
加
し
た
も
の
。

│
❸ 「 

定
家
本
土
佐
日
記
　
模
写 

」

紙
本
墨
書

二
〇
一
八

原
著
・
紀
貫
之
　
承
平
四
〜
五
年
（
九
三
四-

九
三
五
）

書
写
・
藤
原
定
家
　
文
暦
二
年（
一
二
三
五
）

模
写
・
中
尾
美
園
　
平
成
三
十
年（
二
〇
一
八
）

【
原
文
】

元
日
、
な
ほ
同
じ
泊
な
り
。 

白
散
を
、
あ
る
も

の
、
夜
の
間
と
て
、
船
屋
形
に
さ
し
さ
め
り
け

れ
ば
、風
に
吹
き
な
ら
さ
せ
て
、海
に
入
れ
て
、

え
飲
ま
ず
な
り
ぬ
。芋
茎（
い
も
し
）、荒
布
も
、

歯
固
も
な
し
。
か
う
や
う
の
も
の
な
き
国
な

り
。
求
め
し
も
お
か
ず
。
た
だ
、
押
鮎
の
口
を

の
み
ぞ
吸
ふ
。
こ
の
吸
ふ
人
々
の
口
を
、
押
鮎

も
し
思
ふ
や
う
あ
ら
む
や
。「
今
日
は
都
の
み

ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
。
小
家
の
門
の
注
連
縄
（
し

り
く
め
な
わ
）
の
鯔
（
な
よ
し
）
の
頭
、柊
ら
、

い
か
に
ぞ
」
と
ぞ
言
ひ
あ
へ
る
。

【
現
代
語
訳
】

元
日
。
依
然
、
同
じ
港
で
あ
る
。
白
散
を
あ
る

者
が
、「
夜
の
間
だ
け
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、

舟
屋
形
に
さ
し
は
さ
ん
で
お
い
た
と
こ
ろ
、
風

に
吹
か
れ
る
ま
ま
に
し
て
、
海
に
落
し
て
、
飲

め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
芋
茎
、
荒
布
も
歯

固
め
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
の
な
い
国
で

あ
る
。
用
意
も
し
て
お
か
な
い
。
た
だ
押
鮎
の

口
を
吸
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
吸
う
人
々
の
口

を
、
押
鮎
は
、
も
し
か
し
た
ら
（
何
か
）
思
う

よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。「
今
日
は
都
の
こ

と
ば
か
り
が
思
い
や
ら
れ
る
。
小
家
の
門
の
し

め
縄
の
鯔
の
頭
、
柊
な
ど
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ

う
」
と
言
い
合
っ
て
い
る
の
だ
。

土
佐
か
ら
都
ま
で
の
船
旅
を
日
記
に
書
い
た

紀
貫
之
。『
土
佐
日
記
』
が
書
か
れ
て
か
ら
約

三
〇
〇
年
後
、
京
都
・
三
十
三
間
堂
に
保
管

さ
れ
て
い
た
『
土
佐
日
記
』
を
藤
原
定
家
が
見

つ
け
、
感
動
し
、
そ
れ
を
書
写
し
た
も
の
が
現

在
国
宝
と
な
っ
て
い
る
『
定
家
本
土
佐
日
記
』

で
あ
り
、
現
在
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の『
土
佐
日
記
』

は
残
っ
て
は
い
な
い
。文
中
に
は
、
正
月
の
し

め
縄
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
、
平
安
時
代

ら
れ
た
し
め
縄
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
、
よ

く
見
て
い
た
そ
う
だ
。そ
ん
な
勉
強
熱
心
な

キ
ミ
子
に
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
は
倣
い
た
い
と
思

う
。「
鑑
」と
は「
手
本
」や「
手
控
え
」の
意
。画

中
の
し
め
縄
は
、
二
〇
一
八
年
の
正
月
を

飾
っ
た
も
の
で
あ
る
。│

⑥「
し
め
縄
」

キ
ミ
子
作

二
〇
一
八
年
の
末
、
出
荷
前
の
し
め
縄
を
わ

け
て
も
ら
っ
た
。二
〇
一
九
年
も
キ
ミ
子
が

作
っ
た
し
め
縄
が
、
た
く
さ
ん
の
家
の
玄
関

を
飾
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。│

【 

三
階
展
示
室 

】││
❼ 《 

正
月
の
し
つ
ら
え 

》

陶
器
、漆
器
、掛
軸（
紙
本
着
色
）

二
〇
一
八

中
尾
家
で
は
、
元
旦
の
朝
に
家
長
で
あ
る
父

が
、台
所
の
神
棚
に
そ
の
年
は
じ
め
て
汲
ん
だ

水（
水
道
水
）を
供
え
、
お
雑
煮
を
作
る
。お
雑

煮
が
で
き
た
ら
、
家
族
を
起
こ
し
て
、
皆
で
座

敷
に
料
理
を
並
べ
、新
年
を
祝
う
。毎
年
、同
じ

食
器
、
同
じ
よ
う
な
料
理
、
繰
り
返
し
似
た
様

で
異
な
る
そ
の
年
の
風
景
。そ
の
中
に
、
キ
ミ

子
や
兄
姉
が
作
っ
た
し
め
縄
を
取
り
入
れ
て

み
る
。繰
り
返
さ
れ
る
正
月
の
風
景
と
な
る
よ

う
に
。キ
ミ
子
の
亡
く
な
っ
た
兄
で
、
ヨ
シ
エ

（
中
尾
）
の
祖
父
マ
サ
ミ
チ
も
器
用
な
人
だ
っ

た
。マ
サ
ミ
チ
が
北
陸
の
旅
館
に
泊
ま
っ
た
時

に
、藁
で
作
ら
れ
た
宝
船
が
飾
ら
れ
て
い
る
の

を
見
て
、
真
似
を
し
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

マ
サ
ミ
チ
の
作
る
宝
船
は
「
出
船
」
と
し
て
縁

起
が
よ
い
と
、
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。「
出
船
」

と
は
、い
つ
で
も
出
港
で
き
る
よ
う
に
舳
先
を

港
の
外
に
向
け
た
状
態
を
い
う
そ
う
だ
。宝
船

は
マ
サ
ミ
チ
し
か
作
れ
な
か
っ
た
の
で
、亡
く

な
っ
て
技
術
が
途
絶
え
二
〇
年
以
上
経
つ
。今

回
、
し
め
縄
に
つ
い
て
調
べ
る
う
ち
、
マ
サ
ミ

チ
が
作
っ
た
宝
船
が
マ
サ
ミ
チ
の
長
男
の
嫁

の
実
家
で
見
つ
か
っ
た
。

後
期
展
示
よ
り
追
加
さ
れ
た
映
像
は
、二
〇
一

九
年
の
元
旦
の
中
尾
家
の
食
卓
の
風
景
。│

❽ 《 

キ
ミ
子
か
ら
ヨ
シ
エ
へ 

》

映
像

二
〇
一
八

ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
が
、
キ
ミ
子
の
し
め
縄
の
作

り
方
を
記
録
し
て
お
く
た
め
に
撮
影
し
た
。

作
り
方
を
習
い
な
が
ら
、
世
間
話
や
家
族
、
昔

飼
っ
て
い
た
猫
の
話
ま
で
、
と
り
と
め
の
な

い
話
を
た
く
さ
ん
し
た
。労
働
の
最
中
に
手

を
動
か
し
な
が
ら
話
す
こ
と
は
、
か
つ
て
キ

ミ
子
が
、
兄
姉
や
親
せ
き
と
一
緒
に
し
め
縄

を
作
っ
て
い
た
時
間
と
似
た
も
の
だ
っ
た
ろ

う
と
想
像
し
た
。兄
妹
た
ち
が
亡
く
な
り
、
現

在
、
キ
ミ
子
は
ひ
と
り
で
し
め
縄
を
作
っ
て

い
る
。│

⑨ 《 

キ
ミ
子
の
作
業
場 

》

カ
ラ
ー
プ
リ
ン
ト（
六
切
ワ
イ
ド
）

二
〇
一
八

│
【 

四
階
展
示
室 

】││
10 《 

美
佐
子
切 

》

巻
子（
紙
本
着
色
）、桐
箱

二
〇
一
五

【
裏
書
】

美
佐
子
（
昭
和
四
年
生
　
同
六
十
二
年
没
）

旧
南
河
内
郡
三
都
村
の
農
家
、
父
奥
平
イ
十
郎

と
母
キ
ヨ
エ
の
長
女
。

昭
和
二
十
五
年
、
旧
南
河
内
郡
平
尾
村
の
農

家
、
中
尾
正
一
と
結
婚
。

本
図
は
嫁
入
り
道
具
の
桐
箪
笥
に
遺
さ
れ
た
物

を
描
き
記
す
。

桐
箪
笥
は
富
田
林
市
若
松
町
に
現
存
す
る
錦
タ

ン
ス
店
製
。

平
成
二
十
七
年
七
月
吉
日

孫 

中
尾
美
園

祖
母
、美
佐
子
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
約
三
〇
年

が
経
過
し
、実
家
の
家
族
が
祖
母
の
桐
箪
笥
を

捨
て
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
中
尾
が
、「
捨
て

る
な
ら
」と
い
う
の
で
絵
に
残
し
て
お
こ
う
と

し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
も
の
。描
く
た
め

に
、家
族
・
親
戚
に
美
佐
子
に
つ
い
て
の
聞
き

取
り
や
、桐
箪
笥
の
中
に
あ
る
着
物
に
つ
い
て

調
べ
、描
く
対
象
に
長
い
時
間
向
き
合
う
う
ち

に
、人
生
の
断
片
を
垣
間
見
る
よ
う
な
感
覚
に

な
っ
た
。「
切
」と
は
、「
断
片
」や「
布
き
れ
」の

意
味
を
持
つ
。尚
、
本
作
品
は
二
〇
一
五
年
に

ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク
で
開
催
し
た
中
尾
美

園
の
個
展
『
図
譜
』
に
出
品
さ
れ
て
い
た
も
の

を
巻
子
に
仕
立
て
た
も
の
。│

10 《 

久
代
切 

》

巻
子（
紙
本
着
色
）、桐
箱

二
〇
一
八

【
裏
書
】

H
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y
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久
代
（
一
九
二
三-

二
〇
一
四
）
は
、
京
都
の

北
側
に
あ
る
大
江
町
で
生
ま
れ
た
。

娘
時
代
に
両
親
と
共
に
家
財
道
具
を
の
せ
た
大
八

車
を
引
い
て
、
岩
倉
へ
移
り
住
ん
だ
。
同
郷
出
身

の
男
性
と
結
婚
し
、（
婿
に
取
り
）、
一
男
二
女
を

も
う
け
る
。
自
宅
の
敷
地
内
で
、
学
生
の
た
め
の

下
宿
を
営
ん
で
い
た
。
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
畑

仕
事
も
こ
な
す
ほ
ど
、
元
気
で
あ
っ
た
。

本
図
の
国
旗
セ
ッ
ト
は
、
久
代
が
所
蔵
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
長
男
に
よ
れ
ば
、
ず
っ
と
昔

か
ら
祝
日
に
は
掲
揚
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。

《 

美
佐
子
切 

》の
制
作
を
経
て
、
奈
良
県
明
日

香
村
で
「
桐
箪
笥
」
を
リ
サ
ー
チ
す
る
な
か

で
、
神
社
で
挙
式
し
た
折
に
拝
受
し
た
国
旗

を
大
事
に
し
て
い
る
女
性
に
出
会
い
、
普
通

の
生
活
の
中
で
「
身
近
」
に
あ
る
国
旗
に
興
味

を
覚
え
た
。久
代
は
中
尾
の
友
人
の
嫁
ぎ
先

の
義
祖
母
で
、
生
前
は
祝
日
の
度
に
自
宅
の

玄
関
に
国
旗
を
掲
揚
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
そ

う
だ
。久
代
が
亡
く
な
り
、
家
を
解
体
す
る
時

に
複
数
の
国
旗
セ
ッ
ト
の
一
部
が
見
つ
か
っ

た
。亡
く
な
っ
た
後
、
家
族
は
国
旗
を
掲
揚
す

る
習
慣
は
続
け
て
い
な
い
。

│

 

作
家
略
歴│

中
尾 

美
園（
な
か
お
　
み
え
ん
）

二
〇
〇
六 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研

究
科
保
存
修
復
専
攻
修
了

【
お
も
な
展
覧
会
】

二
〇
〇
六 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
修
了
制
作

展﹇
大
学
院
市
長
賞
﹈（
京
都
市
美
術
館
）

二
〇
〇
八 

京
展﹇
館
長
奨
励
賞 

'09 

須
田
賞
・
芝
田
記
念

賞
﹈（
京
都
市
美
術
館
）

二
〇
一
三 

個
展「
い
つ
か
の
庭
」（K

U
N
ST A

R
ZT

　

京
都
）

    

： 

シ
ェ
ル
美
術
賞﹇
入
選
﹈（
国
立
新
美
術
館
）

二
〇
一
五 

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス「
飛

鳥
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ2014

」（
国
営
飛

鳥
歴
史
公
園
　
奈
良
）

    

： 

個
展「
図
譜
」（G

allery PARC

　
京
都
）

二
〇
一
六 

飛
鳥
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ2

0
1
5

「
明
日

香
の
匠
展
」（
県
立
万
葉
文
化
館
　
奈
良
）

    

： 
Assem

bridege N
AG
O
YA 2016 

現
代

美
術
展「
パ
ノ
ラ
マ
庭
園

－

動
的
生
態
系
に

し
る
す

－

」（
ボ
タ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
　
愛
知
）

    

： 

個
展「C

o
m
in
g
 A
g
e
s

」（N
s A
R
T
 

PRO
JEC
T

　
大
阪
）

二
〇
一
八 

個
展「
紅
白
の
ハ
ギ
レ
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
揺

　
京
都
）

    

： 

個
展「
あ
す
の
不
在
に
備
え
て
」（
元
崇
仁

小
学
校
　
京
都
）│

 

展
覧
会
情
報│

【
展
覧
会
名
】

う
つ
す
、う
つ
る
、

【
作
家
名
】

中
尾
美
園

【
会
期
】

二
〇
一
八
年
十
二
月
二
一
日﹇
金
﹈

 

　
　
　
　

│

二
〇
一
九
年
一
月
十
三
日﹇
日
﹈

【
前
期
】　
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
一
日﹇
金
﹈│
二
九
日﹇
土
﹈ 

【
後
期
】　
二
〇
一
九
年
一
月
五
日﹇
土
﹈│
一
三
日﹇
日
﹈

※

本
展
は
前
期
・
後
期
に
よ
っ
て
一
部
展
示
内
容
を
変
更
。

【
協
力
】　
田
中
真
吾
、竹
中
好
日
堂
、野
嶋
信
夫

│
 te
x
t

│
　
二
〇
〇
六
年
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院

美
術
研
究
科
保
存
修
復
専
攻
修
了
し
た
中
尾
美

園（
な
か
お
・
み
え
ん
／
大
阪
生
ま
れ
）は
、仏
画

や
水
墨
画
の
絵
師
と
し
て
の
活
動
と
と
も
に
、日

本
画
に
お
け
る
写
生
・
模
写
の
技
術
を
ベ
ー
ス
と

し
た
作
品
に
よ
り
、二
〇
〇
八
年
の「
京
展
」や
二

〇
一
三
年
の「
シ
ェ
ル
美
術
賞
」入
選
、二
〇
一
五

年
の
公
募
企
画「G

allery P
A
R
C
 A
rt C
o
m
-

p
etitio

n
 2
0
1
5

」で
の
プ
ラ
ン
採
択
に
よ
る
展

覧
会『
図
譜
』の
開
催
を
は
じ
め
、「
飛
鳥
ア
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」（
二
〇
一
五
年
）や「A

sse
m
-

b
rid
eg
e N
A
G
O
Y
A
 2
0
1
6
 

現
代
美
術
展『
パ

ノ
ラ
マ
庭
園 ─

動
的
生
態
系
に
し
る
す ─

』

（
二
〇
一
六
年
）な
ど
へ
の
参
加
、二
〇
一
八
年
に

は「
紅
白
の
ハ
ギ
レ
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
揺
／
京
都
）、

「
あ
す
の
不
在
に
備
え
て
」（
元
崇
仁
小
学
校
／
京

都
）の
個
展
を
開
催
す
る
な
ど
、精
力
的
に
活
動

し
て
い
ま
す
。

　
中
尾
は
日
本
画
に
お
け
る
写
生
・
臨
画（
模
写
）

を「
う
つ
し
＝
残
す
＝
記
録
」の
側
面
で
捉
え
、

「
絵
」を
よ
り
長
い
時
間
を
超
え
て
未
来
に
残
る
可

能
性
を
有
し
た
柔
軟
で
強
度
を
備
え
た
媒
体
・
行

為
で
あ
る
と
し
て
、そ
の
視
点
を
こ
れ
ま
で
様
々

な
作
品
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
ま
す
。

自
宅
近
く
の
水
路
に
流
れ
て
く
る
落
ち
葉
、祖
母

の
嫁
入
り
箪
笥
に
残
さ
れ
た
小
物
や
着
物
の
柄
、

今
は
空
き
家
と
な
っ
た
家
屋
や
閉
店
し
た
喫
茶
店

に
残
る
品
々
な
ど
。こ
れ
ま
で
に
中
尾
は
、日
々
の

中
で
消
失
し
て
い
く「
モ
ノ
」を
め
ぐ
り
、聴
き
取

り
や
調
査
な
ど
の
リ
サ
ー
チ
を
行
な
い
な
が
ら
、

丹
念
な
写
生
・
模
写
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を「
う
つ

し
」、絵
巻
に
仕
立
て
て
い
ま
す
。そ
れ
は「
モ
ノ
」

だ
け
で
な
く
、「
記
憶
」や「
歴
史
」の「
記
録
」で
あ

り
、「
絵
」は
そ
れ
ら
を「
う
つ
す
」た
め
の
優
れ
た

方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

紙
や
布
に
描
か
れ
た「
絵
」は
、そ
こ
に
広
げ
る
だ

け
で
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
情
報
で
あ
り
、現

在
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
よ
う
に
機
器
に
依
存

し
な
い
独
立
し
た
媒
体
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

と
り
わ
け
日
本
画
は
和
紙
や
絵
具
、道
具
や
技
法

に
い
た
る
ま
で
、保
存
・
補
修
の
技
術
体
系
が
確

立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
、長
い
時
間
を
超
え

て
現
在
に
残
る
作
品
の
数
々
が
、そ
れ
を
実
証
し

て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
本
展
は
こ
れ
ま
で
同
様
に「
う
つ
し
」に
よ
る

作
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、こ
こ

で
の「
う
つ
す
、う
つ
る
」は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す

る
複
写（
コ
ピ
ー
）の
関
係
の
み
を
指
す
の
で
は

な
く
、そ
こ
に
生
じ
た「
う
つ
し
」が「
う
つ
す
、う

つ
る
、」と
転
じ
て
い
く
中
で
、や
が
て
新
た
な

「
生
」の
系
譜
を
現
し
て
い
く
の
か
を
見
つ
め
る

も
の
で
す
。

　
本
展
は
中
尾
が
、高
齢
と
な
っ
た
大
叔
母
の

「
生
」の
一
部
を
う
つ
し
と
ろ
う
と
す
る
個
人
的

な
動
機
に
端
を
発
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。そ
し

て
、そ
の
手
掛
か
り
と
し
て「
し
め
縄
」を
ひ
と
つ

の
定
点
と
し
て
い
ま
す
。日
本
の
神
道
と
の
関
係

が
深
く
、そ
の
歴
史
も
古
い
し
め
縄
を
、一
人
の

女
性
・
キ
ミ
コ（
中
尾
の
大
叔
母
）の
人
生
の
中
の

生
業
と
し
て
見
つ
め
、彼
女
の
手
が
け
る
し
め
縄

を「
う
つ
す（
記
録
）」こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い

ま
す
。

　
好
奇
心
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
は
じ
め
た
キ

ミ
子
の
し
め
縄
作
り
は
、七
〇
年
以
上
の
時
間
を

経
て
独
自
の
改
良
や
造
形
美
を
持
つ
に
至
り
ま

し
た
。し
か
し
、正
月
飾
り
や
し
め
縄
の
多
く
は

一
月
半
ば
に
は
ど
ん
と
焼
き
な
ど
で
焼
き
納
め

ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、一
年
の
限
ら
れ
た

時
期
に
作
ら
れ
・
飾
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、そ
の
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。二
階
展
示

作
品
に
あ
る
白
描
に
よ
る
し
め
縄
の
絵
は
、現
在

に
お
い
て
直
ち
に
有
意
義
な
記
録
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
れ
が

こ
れ
か
ら
先
の
長
い
時
間
を
超
え
て
残
っ
た
時
、

こ
の
記
録
の
意
義
は
今
と
は
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
記
録
し
、残
す
こ
と
は
、現
在
か
ら
過
去
を
眼

差
す
だ
け
で
は
な
く
、現
在
か
ら
未
来
に
向
け
て

「
は
じ
め
る
」こ
と
で
も
あ
る
と
言
え
ま
す
。中
尾

は
そ
の「
托
す
」の
た
め
に
出
来
る
こ
と
と
し
て
、

今
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
も
の
・
こ
と
に
目
を
向

け
、う
つ
し
描
き
ま
す
。

ま
た
本
展
で
中
尾
は「
し
め
縄
づ
く
り
」の
技
術

の「
う
つ
し（
伝
達
）」に
も
取
り
組
み
ま
す
。こ
れ

に
よ
り「
う
つ
し
」が
過
去
の
記
録
や
記
憶
だ
け

で
は
な
く
、現
在
と
未
来
へ
の
生
へ
の
可
能
性
を

持
つ
こ
と
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　
絵
が
、記
憶
が
、技
術
が『
う
つ
す
、う
つ
る
』と

い
う
こ
と
。ま
た
そ
れ
が
点
と
点
の
関
係
を
超
え

て
、広
く
・
永
く
・
遠
く
に「
う
つ
す
、う
つ
る
、」と

連
続
し
て
い
く
こ
と
。中
尾
の
描
い
た「
絵
」に

は
、過
去
だ
け
で
な
く
、未
来
を
も
見
る（
想
像
す

る
）こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

正
木
裕
介（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク
）

②
❸

④

❺⑥

に
は
す
で
に
正
月
に
し
め
縄
を
飾
る
習
慣
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。他
に
も
室
町
時
代

の
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
に
、
民
家
の
軒
先
に

飾
ら
れ
た
し
め
縄
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。│

④ 「 

ユ
ズ
リ
ハ 

」

ユ
ズ
リ
ハ
鉢
植
え
、苗
ポ
ッ
ト

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
二
日
に
種
ま
き

キ
ミ
子
の
自
宅
の
庭
に
は
『
家
系
が
絶
え
な

い
』と
い
う
縁
起
物
と
し
て
、
し
め
縄
の
飾
り

に
使
う
た
め
の
ユ
ズ
リ
ハ
の
木
が
植
え
ら
れ

て
い
る
。キ
ミ
子
の
記
憶
で
は
三
〇
年
以
上

前
に
自
分
の
家
と
姉
の
嫁
ぎ
先
に
雌
雄
の
木

を
一
本
ず
つ
植
え
よ
う
と
購
入
し
た
が
、
結

局
は
二
本
と
も
キ
ミ
子
の
家
に
植
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。生
ご
み
コ
ン
ポ
ス
ト
が
脇

に
あ
る
せ
い
か
、
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
一
本

は
根
元
か
ら
切
っ
た
が
、
切
り
株
か
ら
ま
た

生
え
て
き
た
。雌
雄
が
実
を
結
び
、
で
き
た
五

個
の
種
を
採
取
し
て
、
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
が
持

ち
帰
り
、
苗
ポ
ッ
ト
に
植
え
る
こ
と
に
し
た
。

五
個
の
種
の
う
ち
三
個
が
発
芽
。一
つ
は
京

都
に
、
あ
と
二
つ
は
実
家
に
で
も
植
え
よ
う

と
思
っ
て
い
る
。│

❺ 《 

キ
ミ
子
注
連
縄
鑑 

》

紙
本
墨
書

二
〇
一
八

キ
ミ
子
の
し
め
縄
の
サ
イ
ズ
や
種
類
、
飾
り

の
付
け
方
を
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
の
手
控
え
と
し

て
残
し
て
お
く
。キ
ミ
子
は
最
初
に
作
っ
た

玄
関
用
の
し
め
縄
以
降
、
様
々
な
し
め
縄
の

作
り
方
を
学
ん
だ
り
、
真
似
し
た
り
、
工
夫
し

な
が
ら
多
種
多
様
な
し
め
縄
を
作
っ
て
い

る
。な
か
に
は
企
業
の
玄
関
に
飾
る
た
め
の

大
き
な
も
の
や
、
小
さ
な
社
の
た
め
の
も
の
、

墓
地
の
入
口
に
飾
る
長
い
も
の
な
ど
、
こ
れ

ま
で
に
様
々
な
注
文
に
応
じ
て
き
た
。キ
ミ

子
が
外
に
出
歩
け
て
い
た
頃
は
、
街
中
に
飾

❼
❼⑨

❽



も
う
九
〇
歳
に
届
こ
う
と
し
て
い
る
大
叔
母

（
キ
ミ
子
）は
、小
学
校
の
登
下
校
中
に
駅
前

の
本
屋
の
軒
先
に
飾
ら
れ
て
い
た
正
月
飾
り

の
し
め
縄
を
見
て「
き
れ
い
や
な
ぁ
」と
思
っ

た
と
い
う
。そ
し
て
、「
真
似
し
て
み
よ
う
」と

作
っ
て
み
た
ら
、出
来
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
戦
争
、結
婚
を
経
て
、嫁
ぎ
先
の
家

業
の
合
間
に
本
格
的
に
し
め
縄
を
作
り
始
め

て
六
〇
年
以
上
が
経
つ
。も
う
大
叔
母
の
住

む
地
域
で
は
、し
め
縄
を
作
る
の
は
彼
女
た

だ
一
人
だ
け
。地
域
の
小
学
校
で
教
え
た
り
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
一
度
取
材
に
来
た
こ
と
も
あ
る
。

今
で
は
少
し
離
れ
た
お
店
に
も
商
品
と
し
て

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

原
点
で
あ
る
本
屋
の
軒
先
に
飾
ら
れ
て
い
た

し
め
縄
と
、大
叔
母
が
作
っ
た
し
め
縄
、ず
っ

と
ず
っ
と
前
の
し
め
縄
と
、こ
れ
か
ら
先
に

作
ら
れ
て
変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
め
縄
。

常
世
が
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、何
か
が「
う
つ
す
、う
つ
る
、」と
、ど

ん
ど
ん
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
、そ
の
ず
っ

と
先
に
あ
る
何
か
を
見
た
い
と
思
う
。

中
尾 

美
園

展
示
作
品
に
つ
い
て│

テ
キ
ス
ト
＝
中
尾
美
園
　
編
集
＝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク

①
⑦
は
前
期
展
示
・
後
期
展
示
に
よ
り
内
容
を
一
部
変
更
。

②
⑥
は
後
期
展
示
よ
り
追
加│

【 

一
階
玄
関
ド
ア 

】│
① 「 

張
り
紙 

」

ポ
ス
タ
ー
の
裏
紙
に
墨
書

二
〇
一
八

キ
ミ
子
の
嫁
ぎ
先
は
植
木
屋
を
営
ん
で
い
た
。

そ
の
小
さ
な
事
務
所
の
戸
口
に
、「
昭
和
し
め

縄
」
と
書
い
て
張
り
紙
を
出
し
た
。そ
れ
が
人

の
目
に
触
れ
、
少
し
ず
つ
注
文
が
増
え
、
最
盛

期
に
は
、「
注
文
さ
れ
た
し
め
縄
を
大
晦
日
に

配
達
し
て
い
る
最
中
に
除
夜
の
鐘
が
鳴
っ
た
」

ほ
ど
売
れ
た
そ
う
だ
。

本
展
で
は
二
〇
一
八
年
末
ま
で
「
昭
和
し
め

縄
」、二
〇
一
九
年
元
旦
よ
り「
昭
和
・
平
成
し

め
縄
」の
張
り
紙
を
出
す
。

│
【 

二
階
展
示
室 

】││
② 「 

そ
れ
ぞ
れ
の
カ
タ
チ
、
こ
れ
か

ら
の
カ
タ
チ 

」

し
め
縄

二
〇
一
八

﹇
上
﹈　
キ
ミ
子
作

﹇
右
下
﹈ 

ヨ
シ
エ
作

﹇
左
下
﹈ 

カ
ズ
ヨ
作

キ
ミ
子
が
作
っ
た
し
め
縄
は
、藁
が
よ
く
締
ま

り
佇
ま
い
が
美
し
い
。キ
ミ
子
は
三
輪
山
を
信

仰
し
て
い
る
。と
い
う
よ
り
も
、
す
べ
て
の
神

仏
を
大
事
に
し
て
い
る
。そ
の
心
持
ち
が
作
ら

れ
た
し
め
縄
に
直
接
影
響
し
て
い
る
と
は
思

わ
な
い
が
、比
較
し
て
ヨ
シ
エ
の
し
め
縄
を
見

る
と
藁
の
締
ま
り
が
甘
く
、技
術
の
未
熟
と
精

神
が
表
れ
て
い
る
よ
う
で
い
た
た
ま
れ
な
い
。

カ
ズ
ヨ
は
園
芸
家
で
、自
身
が
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
し
た
商
品
を
販
売
し
て
い
る
。昨

年
末
は
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
や
正
月
飾
り
、小

さ
な
卓
上
の
門
松
等
を
作
っ
て
い
た
が
、売
れ

行
き
は
イ
マ
イ
チ
だ
っ
た
そ
う
だ
。「
し
め
縄

は
先
細
り
す
る
」と
も
、「
売
り
方
を
変
え
な
ア

カ
ン
」と
も
言
っ
て
い
る
。

本
展
示
は
お
正
月
を
迎
え
た
後
期
展
示
よ
り

追
加
し
た
も
の
。

│
❸ 「 

定
家
本
土
佐
日
記
　
模
写 

」

紙
本
墨
書

二
〇
一
八

原
著
・
紀
貫
之
　
承
平
四
〜
五
年
（
九
三
四-

九
三
五
）

書
写
・
藤
原
定
家
　
文
暦
二
年（
一
二
三
五
）

模
写
・
中
尾
美
園
　
平
成
三
十
年（
二
〇
一
八
）

【
原
文
】

元
日
、
な
ほ
同
じ
泊
な
り
。 

白
散
を
、
あ
る
も

の
、
夜
の
間
と
て
、
船
屋
形
に
さ
し
さ
め
り
け

れ
ば
、風
に
吹
き
な
ら
さ
せ
て
、海
に
入
れ
て
、

え
飲
ま
ず
な
り
ぬ
。芋
茎（
い
も
し
）、荒
布
も
、

歯
固
も
な
し
。
か
う
や
う
の
も
の
な
き
国
な

り
。
求
め
し
も
お
か
ず
。
た
だ
、
押
鮎
の
口
を

の
み
ぞ
吸
ふ
。
こ
の
吸
ふ
人
々
の
口
を
、
押
鮎

も
し
思
ふ
や
う
あ
ら
む
や
。「
今
日
は
都
の
み

ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
。
小
家
の
門
の
注
連
縄
（
し

り
く
め
な
わ
）
の
鯔
（
な
よ
し
）
の
頭
、柊
ら
、

い
か
に
ぞ
」
と
ぞ
言
ひ
あ
へ
る
。

【
現
代
語
訳
】

元
日
。
依
然
、
同
じ
港
で
あ
る
。
白
散
を
あ
る

者
が
、「
夜
の
間
だ
け
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、

舟
屋
形
に
さ
し
は
さ
ん
で
お
い
た
と
こ
ろ
、
風

に
吹
か
れ
る
ま
ま
に
し
て
、
海
に
落
し
て
、
飲

め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
芋
茎
、
荒
布
も
歯

固
め
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
の
な
い
国
で

あ
る
。
用
意
も
し
て
お
か
な
い
。
た
だ
押
鮎
の

口
を
吸
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
吸
う
人
々
の
口

を
、
押
鮎
は
、
も
し
か
し
た
ら
（
何
か
）
思
う

よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。「
今
日
は
都
の
こ

と
ば
か
り
が
思
い
や
ら
れ
る
。
小
家
の
門
の
し

め
縄
の
鯔
の
頭
、
柊
な
ど
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ

う
」
と
言
い
合
っ
て
い
る
の
だ
。

土
佐
か
ら
都
ま
で
の
船
旅
を
日
記
に
書
い
た

紀
貫
之
。『
土
佐
日
記
』
が
書
か
れ
て
か
ら
約

三
〇
〇
年
後
、
京
都
・
三
十
三
間
堂
に
保
管

さ
れ
て
い
た
『
土
佐
日
記
』
を
藤
原
定
家
が
見

つ
け
、
感
動
し
、
そ
れ
を
書
写
し
た
も
の
が
現

在
国
宝
と
な
っ
て
い
る
『
定
家
本
土
佐
日
記
』

で
あ
り
、
現
在
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の『
土
佐
日
記
』

は
残
っ
て
は
い
な
い
。文
中
に
は
、
正
月
の
し

め
縄
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
、
平
安
時
代

ら
れ
た
し
め
縄
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
、
よ

く
見
て
い
た
そ
う
だ
。そ
ん
な
勉
強
熱
心
な

キ
ミ
子
に
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
は
倣
い
た
い
と
思

う
。「
鑑
」と
は「
手
本
」や「
手
控
え
」の
意
。画

中
の
し
め
縄
は
、
二
〇
一
八
年
の
正
月
を

飾
っ
た
も
の
で
あ
る
。│

⑥「
し
め
縄
」

キ
ミ
子
作

二
〇
一
八
年
の
末
、
出
荷
前
の
し
め
縄
を
わ

け
て
も
ら
っ
た
。二
〇
一
九
年
も
キ
ミ
子
が

作
っ
た
し
め
縄
が
、
た
く
さ
ん
の
家
の
玄
関

を
飾
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。│

【 

三
階
展
示
室 

】││
❼ 《 

正
月
の
し
つ
ら
え 

》

陶
器
、漆
器
、掛
軸（
紙
本
着
色
）

二
〇
一
八

中
尾
家
で
は
、
元
旦
の
朝
に
家
長
で
あ
る
父

が
、台
所
の
神
棚
に
そ
の
年
は
じ
め
て
汲
ん
だ

水（
水
道
水
）を
供
え
、
お
雑
煮
を
作
る
。お
雑

煮
が
で
き
た
ら
、
家
族
を
起
こ
し
て
、
皆
で
座

敷
に
料
理
を
並
べ
、新
年
を
祝
う
。毎
年
、同
じ

食
器
、
同
じ
よ
う
な
料
理
、
繰
り
返
し
似
た
様

で
異
な
る
そ
の
年
の
風
景
。そ
の
中
に
、
キ
ミ

子
や
兄
姉
が
作
っ
た
し
め
縄
を
取
り
入
れ
て

み
る
。繰
り
返
さ
れ
る
正
月
の
風
景
と
な
る
よ

う
に
。キ
ミ
子
の
亡
く
な
っ
た
兄
で
、
ヨ
シ
エ

（
中
尾
）
の
祖
父
マ
サ
ミ
チ
も
器
用
な
人
だ
っ

た
。マ
サ
ミ
チ
が
北
陸
の
旅
館
に
泊
ま
っ
た
時

に
、藁
で
作
ら
れ
た
宝
船
が
飾
ら
れ
て
い
る
の

を
見
て
、
真
似
を
し
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

マ
サ
ミ
チ
の
作
る
宝
船
は
「
出
船
」
と
し
て
縁

起
が
よ
い
と
、
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。「
出
船
」

と
は
、い
つ
で
も
出
港
で
き
る
よ
う
に
舳
先
を

港
の
外
に
向
け
た
状
態
を
い
う
そ
う
だ
。宝
船

は
マ
サ
ミ
チ
し
か
作
れ
な
か
っ
た
の
で
、亡
く

な
っ
て
技
術
が
途
絶
え
二
〇
年
以
上
経
つ
。今

回
、
し
め
縄
に
つ
い
て
調
べ
る
う
ち
、
マ
サ
ミ

チ
が
作
っ
た
宝
船
が
マ
サ
ミ
チ
の
長
男
の
嫁

の
実
家
で
見
つ
か
っ
た
。

後
期
展
示
よ
り
追
加
さ
れ
た
映
像
は
、二
〇
一

九
年
の
元
旦
の
中
尾
家
の
食
卓
の
風
景
。│

❽ 《 

キ
ミ
子
か
ら
ヨ
シ
エ
へ 

》

映
像

二
〇
一
八

ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
が
、
キ
ミ
子
の
し
め
縄
の
作

り
方
を
記
録
し
て
お
く
た
め
に
撮
影
し
た
。

作
り
方
を
習
い
な
が
ら
、
世
間
話
や
家
族
、
昔

飼
っ
て
い
た
猫
の
話
ま
で
、
と
り
と
め
の
な

い
話
を
た
く
さ
ん
し
た
。労
働
の
最
中
に
手

を
動
か
し
な
が
ら
話
す
こ
と
は
、
か
つ
て
キ

ミ
子
が
、
兄
姉
や
親
せ
き
と
一
緒
に
し
め
縄

を
作
っ
て
い
た
時
間
と
似
た
も
の
だ
っ
た
ろ

う
と
想
像
し
た
。兄
妹
た
ち
が
亡
く
な
り
、
現

在
、
キ
ミ
子
は
ひ
と
り
で
し
め
縄
を
作
っ
て

い
る
。│

⑨ 《 

キ
ミ
子
の
作
業
場 

》

カ
ラ
ー
プ
リ
ン
ト（
六
切
ワ
イ
ド
）

二
〇
一
八

│
【 

四
階
展
示
室 

】││
10 《 

美
佐
子
切 

》

巻
子（
紙
本
着
色
）、桐
箱

二
〇
一
五

【
裏
書
】

美
佐
子
（
昭
和
四
年
生
　
同
六
十
二
年
没
）

旧
南
河
内
郡
三
都
村
の
農
家
、
父
奥
平
イ
十
郎

と
母
キ
ヨ
エ
の
長
女
。

昭
和
二
十
五
年
、
旧
南
河
内
郡
平
尾
村
の
農

家
、
中
尾
正
一
と
結
婚
。

本
図
は
嫁
入
り
道
具
の
桐
箪
笥
に
遺
さ
れ
た
物

を
描
き
記
す
。

桐
箪
笥
は
富
田
林
市
若
松
町
に
現
存
す
る
錦
タ

ン
ス
店
製
。

平
成
二
十
七
年
七
月
吉
日

孫 

中
尾
美
園

祖
母
、美
佐
子
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
約
三
〇
年

が
経
過
し
、実
家
の
家
族
が
祖
母
の
桐
箪
笥
を

捨
て
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
中
尾
が
、「
捨
て

る
な
ら
」と
い
う
の
で
絵
に
残
し
て
お
こ
う
と

し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
も
の
。描
く
た
め

に
、家
族
・
親
戚
に
美
佐
子
に
つ
い
て
の
聞
き

取
り
や
、桐
箪
笥
の
中
に
あ
る
着
物
に
つ
い
て

調
べ
、描
く
対
象
に
長
い
時
間
向
き
合
う
う
ち

に
、人
生
の
断
片
を
垣
間
見
る
よ
う
な
感
覚
に

な
っ
た
。「
切
」と
は
、「
断
片
」や「
布
き
れ
」の

意
味
を
持
つ
。尚
、
本
作
品
は
二
〇
一
五
年
に

ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク
で
開
催
し
た
中
尾
美

園
の
個
展
『
図
譜
』
に
出
品
さ
れ
て
い
た
も
の

を
巻
子
に
仕
立
て
た
も
の
。│

10 《 

久
代
切 

》

巻
子（
紙
本
着
色
）、桐
箱

二
〇
一
八

【
裏
書
】

H
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久
代
（
一
九
二
三-

二
〇
一
四
）
は
、
京
都
の

北
側
に
あ
る
大
江
町
で
生
ま
れ
た
。

娘
時
代
に
両
親
と
共
に
家
財
道
具
を
の
せ
た
大
八

車
を
引
い
て
、
岩
倉
へ
移
り
住
ん
だ
。
同
郷
出
身

の
男
性
と
結
婚
し
、（
婿
に
取
り
）、
一
男
二
女
を

も
う
け
る
。
自
宅
の
敷
地
内
で
、
学
生
の
た
め
の

下
宿
を
営
ん
で
い
た
。
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
畑

仕
事
も
こ
な
す
ほ
ど
、
元
気
で
あ
っ
た
。

本
図
の
国
旗
セ
ッ
ト
は
、
久
代
が
所
蔵
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
長
男
に
よ
れ
ば
、
ず
っ
と
昔

か
ら
祝
日
に
は
掲
揚
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。

《 

美
佐
子
切 

》の
制
作
を
経
て
、
奈
良
県
明
日

香
村
で
「
桐
箪
笥
」
を
リ
サ
ー
チ
す
る
な
か

で
、
神
社
で
挙
式
し
た
折
に
拝
受
し
た
国
旗

を
大
事
に
し
て
い
る
女
性
に
出
会
い
、
普
通

の
生
活
の
中
で
「
身
近
」
に
あ
る
国
旗
に
興
味

を
覚
え
た
。久
代
は
中
尾
の
友
人
の
嫁
ぎ
先

の
義
祖
母
で
、
生
前
は
祝
日
の
度
に
自
宅
の

玄
関
に
国
旗
を
掲
揚
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
そ

う
だ
。久
代
が
亡
く
な
り
、
家
を
解
体
す
る
時

に
複
数
の
国
旗
セ
ッ
ト
の
一
部
が
見
つ
か
っ

た
。亡
く
な
っ
た
後
、
家
族
は
国
旗
を
掲
揚
す

る
習
慣
は
続
け
て
い
な
い
。

│

 

作
家
略
歴│

中
尾 

美
園（
な
か
お
　
み
え
ん
）

二
〇
〇
六 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研

究
科
保
存
修
復
専
攻
修
了

【
お
も
な
展
覧
会
】

二
〇
〇
六 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
修
了
制
作

展﹇
大
学
院
市
長
賞
﹈（
京
都
市
美
術
館
）

二
〇
〇
八 

京
展﹇
館
長
奨
励
賞 

'09 

須
田
賞
・
芝
田
記
念

賞
﹈（
京
都
市
美
術
館
）

二
〇
一
三 

個
展「
い
つ
か
の
庭
」（K

U
N
ST A

R
ZT

　

京
都
）

    

： 

シ
ェ
ル
美
術
賞﹇
入
選
﹈（
国
立
新
美
術
館
）

二
〇
一
五 

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス「
飛

鳥
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ2014

」（
国
営
飛

鳥
歴
史
公
園
　
奈
良
）

    

： 

個
展「
図
譜
」（G

allery PARC

　
京
都
）

二
〇
一
六 

飛
鳥
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ2

0
1
5

「
明
日

香
の
匠
展
」（
県
立
万
葉
文
化
館
　
奈
良
）

    

： 
Assem

bridege N
AG
O
YA 2016 

現
代

美
術
展「
パ
ノ
ラ
マ
庭
園

－

動
的
生
態
系
に

し
る
す

－

」（
ボ
タ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
　
愛
知
）

    

： 

個
展「C

o
m
in
g
 A
g
e
s

」（N
s A
R
T
 

PRO
JEC
T

　
大
阪
）

二
〇
一
八 

個
展「
紅
白
の
ハ
ギ
レ
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
揺

　
京
都
）

    

： 

個
展「
あ
す
の
不
在
に
備
え
て
」（
元
崇
仁

小
学
校
　
京
都
）│

 

展
覧
会
情
報│

【
展
覧
会
名
】

う
つ
す
、う
つ
る
、

【
作
家
名
】

中
尾
美
園

【
会
期
】

二
〇
一
八
年
十
二
月
二
一
日﹇
金
﹈

 

　
　
　
　

│

二
〇
一
九
年
一
月
十
三
日﹇
日
﹈

【
前
期
】　
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
一
日﹇
金
﹈│
二
九
日﹇
土
﹈ 

【
後
期
】　
二
〇
一
九
年
一
月
五
日﹇
土
﹈│
一
三
日﹇
日
﹈

※

本
展
は
前
期
・
後
期
に
よ
っ
て
一
部
展
示
内
容
を
変
更
。

【
協
力
】　
田
中
真
吾
、竹
中
好
日
堂
、野
嶋
信
夫

│

 te
x
t

│
　
二
〇
〇
六
年
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院

美
術
研
究
科
保
存
修
復
専
攻
修
了
し
た
中
尾
美

園（
な
か
お
・
み
え
ん
／
大
阪
生
ま
れ
）は
、仏
画

や
水
墨
画
の
絵
師
と
し
て
の
活
動
と
と
も
に
、日

本
画
に
お
け
る
写
生
・
模
写
の
技
術
を
ベ
ー
ス
と

し
た
作
品
に
よ
り
、二
〇
〇
八
年
の「
京
展
」や
二

〇
一
三
年
の「
シ
ェ
ル
美
術
賞
」入
選
、二
〇
一
五

年
の
公
募
企
画「G

allery P
A
R
C
 A
rt C
o
m
-

p
etitio

n
 2
0
1
5

」で
の
プ
ラ
ン
採
択
に
よ
る
展

覧
会『
図
譜
』の
開
催
を
は
じ
め
、「
飛
鳥
ア
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」（
二
〇
一
五
年
）や「A

sse
m
-

b
rid
eg
e N
A
G
O
Y
A
 2
0
1
6
 

現
代
美
術
展『
パ

ノ
ラ
マ
庭
園 ─

動
的
生
態
系
に
し
る
す ─

』

（
二
〇
一
六
年
）な
ど
へ
の
参
加
、二
〇
一
八
年
に

は「
紅
白
の
ハ
ギ
レ
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
揺
／
京
都
）、

「
あ
す
の
不
在
に
備
え
て
」（
元
崇
仁
小
学
校
／
京

都
）の
個
展
を
開
催
す
る
な
ど
、精
力
的
に
活
動

し
て
い
ま
す
。

　
中
尾
は
日
本
画
に
お
け
る
写
生
・
臨
画（
模
写
）

を「
う
つ
し
＝
残
す
＝
記
録
」の
側
面
で
捉
え
、

「
絵
」を
よ
り
長
い
時
間
を
超
え
て
未
来
に
残
る
可

能
性
を
有
し
た
柔
軟
で
強
度
を
備
え
た
媒
体
・
行

為
で
あ
る
と
し
て
、そ
の
視
点
を
こ
れ
ま
で
様
々

な
作
品
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
ま
す
。

自
宅
近
く
の
水
路
に
流
れ
て
く
る
落
ち
葉
、祖
母

の
嫁
入
り
箪
笥
に
残
さ
れ
た
小
物
や
着
物
の
柄
、

今
は
空
き
家
と
な
っ
た
家
屋
や
閉
店
し
た
喫
茶
店

に
残
る
品
々
な
ど
。こ
れ
ま
で
に
中
尾
は
、日
々
の

中
で
消
失
し
て
い
く「
モ
ノ
」を
め
ぐ
り
、聴
き
取

り
や
調
査
な
ど
の
リ
サ
ー
チ
を
行
な
い
な
が
ら
、

丹
念
な
写
生
・
模
写
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を「
う
つ

し
」、絵
巻
に
仕
立
て
て
い
ま
す
。そ
れ
は「
モ
ノ
」

だ
け
で
な
く
、「
記
憶
」や「
歴
史
」の「
記
録
」で
あ

り
、「
絵
」は
そ
れ
ら
を「
う
つ
す
」た
め
の
優
れ
た

方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

紙
や
布
に
描
か
れ
た「
絵
」は
、そ
こ
に
広
げ
る
だ

け
で
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
情
報
で
あ
り
、現

在
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
よ
う
に
機
器
に
依
存

し
な
い
独
立
し
た
媒
体
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

と
り
わ
け
日
本
画
は
和
紙
や
絵
具
、道
具
や
技
法

に
い
た
る
ま
で
、保
存
・
補
修
の
技
術
体
系
が
確

立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
、長
い
時
間
を
超
え

て
現
在
に
残
る
作
品
の
数
々
が
、そ
れ
を
実
証
し

て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
本
展
は
こ
れ
ま
で
同
様
に「
う
つ
し
」に
よ
る

作
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、こ
こ

で
の「
う
つ
す
、う
つ
る
」は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す

る
複
写（
コ
ピ
ー
）の
関
係
の
み
を
指
す
の
で
は

な
く
、そ
こ
に
生
じ
た「
う
つ
し
」が「
う
つ
す
、う

つ
る
、」と
転
じ
て
い
く
中
で
、や
が
て
新
た
な

「
生
」の
系
譜
を
現
し
て
い
く
の
か
を
見
つ
め
る

も
の
で
す
。

　
本
展
は
中
尾
が
、高
齢
と
な
っ
た
大
叔
母
の

「
生
」の
一
部
を
う
つ
し
と
ろ
う
と
す
る
個
人
的

な
動
機
に
端
を
発
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。そ
し

て
、そ
の
手
掛
か
り
と
し
て「
し
め
縄
」を
ひ
と
つ

の
定
点
と
し
て
い
ま
す
。日
本
の
神
道
と
の
関
係

が
深
く
、そ
の
歴
史
も
古
い
し
め
縄
を
、一
人
の

女
性
・
キ
ミ
コ（
中
尾
の
大
叔
母
）の
人
生
の
中
の

生
業
と
し
て
見
つ
め
、彼
女
の
手
が
け
る
し
め
縄

を「
う
つ
す（
記
録
）」こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い

ま
す
。

　
好
奇
心
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
は
じ
め
た
キ

ミ
子
の
し
め
縄
作
り
は
、七
〇
年
以
上
の
時
間
を

経
て
独
自
の
改
良
や
造
形
美
を
持
つ
に
至
り
ま

し
た
。し
か
し
、正
月
飾
り
や
し
め
縄
の
多
く
は

一
月
半
ば
に
は
ど
ん
と
焼
き
な
ど
で
焼
き
納
め

ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、一
年
の
限
ら
れ
た

時
期
に
作
ら
れ
・
飾
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、そ
の
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。二
階
展
示

作
品
に
あ
る
白
描
に
よ
る
し
め
縄
の
絵
は
、現
在

に
お
い
て
直
ち
に
有
意
義
な
記
録
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
れ
が

こ
れ
か
ら
先
の
長
い
時
間
を
超
え
て
残
っ
た
時
、

こ
の
記
録
の
意
義
は
今
と
は
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
記
録
し
、残
す
こ
と
は
、現
在
か
ら
過
去
を
眼

差
す
だ
け
で
は
な
く
、現
在
か
ら
未
来
に
向
け
て

「
は
じ
め
る
」こ
と
で
も
あ
る
と
言
え
ま
す
。中
尾

は
そ
の「
托
す
」の
た
め
に
出
来
る
こ
と
と
し
て
、

今
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
も
の
・
こ
と
に
目
を
向

け
、う
つ
し
描
き
ま
す
。

ま
た
本
展
で
中
尾
は「
し
め
縄
づ
く
り
」の
技
術

の「
う
つ
し（
伝
達
）」に
も
取
り
組
み
ま
す
。こ
れ

に
よ
り「
う
つ
し
」が
過
去
の
記
録
や
記
憶
だ
け

で
は
な
く
、現
在
と
未
来
へ
の
生
へ
の
可
能
性
を

持
つ
こ
と
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　
絵
が
、記
憶
が
、技
術
が『
う
つ
す
、う
つ
る
』と

い
う
こ
と
。ま
た
そ
れ
が
点
と
点
の
関
係
を
超
え

て
、広
く
・
永
く
・
遠
く
に「
う
つ
す
、う
つ
る
、」と

連
続
し
て
い
く
こ
と
。中
尾
の
描
い
た「
絵
」に

は
、過
去
だ
け
で
な
く
、未
来
を
も
見
る（
想
像
す

る
）こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

正
木
裕
介（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
パ
ル
ク
）

に
は
す
で
に
正
月
に
し
め
縄
を
飾
る
習
慣
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。他
に
も
室
町
時
代

の
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
に
、
民
家
の
軒
先
に

飾
ら
れ
た
し
め
縄
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。│

④ 「 

ユ
ズ
リ
ハ 

」

ユ
ズ
リ
ハ
鉢
植
え
、苗
ポ
ッ
ト

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
二
日
に
種
ま
き

キ
ミ
子
の
自
宅
の
庭
に
は
『
家
系
が
絶
え
な

い
』と
い
う
縁
起
物
と
し
て
、
し
め
縄
の
飾
り

に
使
う
た
め
の
ユ
ズ
リ
ハ
の
木
が
植
え
ら
れ

て
い
る
。キ
ミ
子
の
記
憶
で
は
三
〇
年
以
上

前
に
自
分
の
家
と
姉
の
嫁
ぎ
先
に
雌
雄
の
木

を
一
本
ず
つ
植
え
よ
う
と
購
入
し
た
が
、
結

局
は
二
本
と
も
キ
ミ
子
の
家
に
植
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。生
ご
み
コ
ン
ポ
ス
ト
が
脇

に
あ
る
せ
い
か
、
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
一
本

は
根
元
か
ら
切
っ
た
が
、
切
り
株
か
ら
ま
た

生
え
て
き
た
。雌
雄
が
実
を
結
び
、
で
き
た
五

個
の
種
を
採
取
し
て
、
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
が
持

ち
帰
り
、
苗
ポ
ッ
ト
に
植
え
る
こ
と
に
し
た
。

五
個
の
種
の
う
ち
三
個
が
発
芽
。一
つ
は
京

都
に
、
あ
と
二
つ
は
実
家
に
で
も
植
え
よ
う

と
思
っ
て
い
る
。│

❺ 《 

キ
ミ
子
注
連
縄
鑑 

》

紙
本
墨
書

二
〇
一
八

キ
ミ
子
の
し
め
縄
の
サ
イ
ズ
や
種
類
、
飾
り

の
付
け
方
を
ヨ
シ
エ
（
中
尾
）
の
手
控
え
と
し

て
残
し
て
お
く
。キ
ミ
子
は
最
初
に
作
っ
た

玄
関
用
の
し
め
縄
以
降
、
様
々
な
し
め
縄
の

作
り
方
を
学
ん
だ
り
、
真
似
し
た
り
、
工
夫
し

な
が
ら
多
種
多
様
な
し
め
縄
を
作
っ
て
い

る
。な
か
に
は
企
業
の
玄
関
に
飾
る
た
め
の

大
き
な
も
の
や
、
小
さ
な
社
の
た
め
の
も
の
、

墓
地
の
入
口
に
飾
る
長
い
も
の
な
ど
、
こ
れ

ま
で
に
様
々
な
注
文
に
応
じ
て
き
た
。キ
ミ

子
が
外
に
出
歩
け
て
い
た
頃
は
、
街
中
に
飾
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