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東
松

今
福

東
松

「
長
崎
の
美
術
一

(
l
)
 

今
福
さ
ん
と
お
会
い
す
る
の
は
何
年
ぶ
り
で
す
か
。
「
長
崎
マ
ン
ダ
ラ
」
展
の
時
に
お
会
い
し
ま
し
た
ね
。

し
か
し
、
こ
う
や
っ
て
公
開
の
場
で
話
す
の
は
、

は
じ
め
て
で
す
よ
ね
。

今
福
そ
う
で
す
ね
。
で
も
で
き
る
だ
け
い
つ
も
の
雑
談
風
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
3
)
 

「
時
の
島
々
』
で
、
東
松
さ
ん
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
か
ら
七
年
が
経
ち
ま
し
た
。
東
松
さ
ん
が
長
崎
に
転
居
さ
れ
て

今
年
で
や
は
り
七
年
で
、
丁
度
重
な
る
ん
で
す
が
。
こ
の
七
年
、
短
か
か
っ
た
で
す
か
？
長
か
っ
た
で
す
か
？

東
松
短
い
よ
う
で
も
あ
り
、
長
い
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
「
長
崎
マ
ン
ダ
ラ
」
と
い
う
、
長
崎
を
撮
っ
て
き
た
集
大
成
の
写

真
展
が
二
0
0
0

年
に
終
わ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
五
年
近
く
経
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
間
、
長
崎
と
沖
縄
と

を
ず
っ
と
撮
り
続
け
て
き
て
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
分
量
が
溜
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
も
、
な
か
な
か
処
理
で
き

な
く
て
、
未
処
理
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
。

今
福
今
日
は
、
長
崎
県
美
術
館
の
新
装
ス
タ
ー
ト
で
、
「
長
崎
の
時
」
と
い
う
対
談
の
タ
イ
ト
ル
も
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き

る
限
り
長
崎
の
方
に
向
っ
て
話
を
し
た
い
の
で
す
が
、
恐
ら
く
い
ま
東
松
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
僕
も
、
東
松
さ
ん
の

「
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
」
展
の
時
も
会
場
で
す
れ
違
っ
て
い
ま
す
。

対
談
録

今
福
龍
太
氏
（
文
化
人
類
学
者
）

東
松
照
明
氏
（
写
真
家
）

平
成
十
七
年
（
二
0
0

五
）
六
月
五
日

午
後
二
時
＼
四
時

於
長
崎
県
美
術
館
ホ
ー
ル

写
真
／
長
崎
」
展
開
催
記
念

対
話
・
長
崎
の
「
時
」

「
長
崎
の
美
術
一
写
真
／
長
崎
」
展

会
期
二
平
成
十
七
年
（
二
0
0

五
）
四
月
一
一
三
日
1

六
月
二
六
日

会
場
[
常
設
展
示
室
第
二
至

(
1
)
「
長
崎
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
東
松
照
明
展

月
二
日
＼
二
六
日
長
崎
県
立
美
術
栂
物
館

長
崎
マ
ン
ダ
ラ
」
二
0
0
0

年
十
一

(
2
)
「
東
松
照
明
展
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
」
二

0
0

二
年
七
月
」
ハ
H
I

七
月
二
八
L
J
、
沖
縄

県
主
催
、
浦
添
市
美
術
館

(
3
)東
松
照
明
写
真
、
今
福
龍
太
文
・
編
『
時
の
島
々
』
（
岩
波
書
店
、•
L
L

＼
ド
）

-
1
/
)
J
ノ
'
-

今福龍太氏
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町
歩
き

ス
タ
ン
ス
は
、
必
ず
し
も
―
つ
の
場
所
に
求
心
的
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
常
に
移
動
す
る
、
あ
る
い
は
遊
動
的

な
方
法
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
長
崎
に
深
く
入
り
込
む
力
を
得
る
た
め
に
も
、
逆
に
長
崎
か
ら
反
れ
て
い
く
力
が
必
要

で
あ
り
、
そ
う
い
う
往
復
運
動
、
遊
動
す
る
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
長
崎
で
の
写
真
の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
つ
く
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
運
動
の
た
め
の
最
も
重
要
な
場
所
が
沖
縄
で
す
ね
。
今
日
、
も
し
沖
縄
の
話
が
出
て
来
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
長
崎
と
は
違
う
場
所
と
し
て
語
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
て
、
長
崎
の
写
真
の
背
後
に
あ
っ
て
、
一
種
の
張
力
と
し
て
、

二
つ
の
力
の
も
う
片
方
の
力
と
し
て
で
す
ね
。
で
す
か
ら
沖
縄
の
話
の
方
に
少
し
動
い
て
行
っ
て
も
、
決
し
て
長
崎
を
裏
切

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
ま
ず
は
、
長
崎
の
方
に
向
け
て
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
し
ょ
う
。

『
時
の
島
々
』
と
い
う
七
年
前
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
写
真
と
し
て
は
沖
縄
の
も
の
が
中
心
で
し
た
け
れ
ど
、
長
崎

の
も
の
も
あ
っ
た
し
、
基
地
の
シ
リ
ー
ズ
も
あ
っ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
時
に
、
「
時
」
と
い
う
問
題
を
東
松

さ
ん
の
写
真
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
、
そ
れ
を
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
変
奏
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ん
で
す
。
一
方
、
東

松
さ
ん
は
、
あ
の
本
が
出
来
た
時
に
、
長
崎
に
移
住
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
決
意
さ
れ
て
、
僕
は
そ
の
後
あ
る
と
こ
ろ
で
、

い
よ
い
よ
東
松
さ
ん
は
、
「
終
の
住
処
」
を
長
崎
に
定
め
た
、
と
い
う
風
に
書
い
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は

終
わ
ら
な
い
予
感
も
あ
っ
た
の
で
、
あ
れ
か
ら
七
年
経
っ
て
沖
縄
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
買
わ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
「
や
っ

ば
り
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
話
は
後
に
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

今
福
今
回
の
展
覧
会
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
町
歩
き
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
東
松
さ
ん
と
長

崎
を
結
ん
で
い
る
、
ひ
と
つ
の
シ
ン
プ
ル
な
行
動
原
理
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
町
歩
き
」
の
話
を
伺
い
た
い
ん

で
す
け
れ
ど
。

い
き
な
り
変
な
仮
説
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
今
回
の
展
覧
会
は
「
写
真
／
長
崎
」
と
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ス
ラ
ッ

シ
ュ
を
と
っ
て
、
イ
コ
ー
ル
に
し
て
み
る
と
、
「
写
真

1
1

長
崎
」
と
い
う
命
題
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。
以
前
に
、
東
松
さ
ん
は

(
5
)
 

雑
誌
『
ち
く
ま
』
で
「
町
歩
き
」
と
い
う
軽
妙
な
文
章
を
三
回
連
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
連
載
の
中
で
、
な
に
よ
り
も
、
「
町
歩
き

1
1

写
真
」
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
写
真
の
本
質
と
い
う
の
は
、
「
町
歩
き
」
か
ら
始
ま
っ
て

「
町
歩
き
」
に
終
わ
る
。
と
こ
ろ
で
、
長
崎
は
、
坂
の
多
い
、
路
地
の
細
い
、
車
が
進
入
で
き
な
い
よ
う
な
細
い
路
地
も
沢
山
あ
っ

て
、
ま
さ
に
「
町
歩
き
」
を
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い
場
所
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
二
つ
の
式
が
出
来
る
ん
で
す
ね
。
「
町
歩
き

1
1

写
真
」
、
「
長
崎11
町
歩
き
」
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
当
然
、
三
段
論
法
に
よ
っ
て
「
写
真1
1

長
崎
」
と
な
る
訳
で
す
。
長
崎
は
、

写
真
そ
の
も
の
の
生
ま
れ
る
本
質
的
な
場
所
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
仮
説
を
、
お
し
ゃ
べ
り
の
ス
タ
ー
ト

に
し
て
、
ま
ず
は
「
町
歩
き
」
と
い
う
こ
と
か
ら
。

東
松
さ
ん
は
、
自
分
の
写
真
の
七
割
ぐ
ら
い
は
町
歩
き
か
ら
撮
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ス
ナ
ッ
プ

(
4
)「
彼
は
、
い
ま
や
意
を
決
し
て
長
崎
に
移
り
住
み
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
地
を
終
の
す

み
か
と
定
め
て
、
長
崎
を
撮
り
つ
づ
け
て
い
る
·
:
」
今
福
龍
太
「
映
像
に
よ
る
占
領

ー
戦
後
日
本
に
お
け
る
写
真
と
暴
力
」
『
こ
こ
で
は
な
い
場
所

j
（
岩
波
掛
店
、

二
0
0

一
年
）

(
5
)束
松
照
明
「
町
歩
き
1

長
崎
に
て
」
、
「
町
歩
き2

木
造
長
屋
」
、
「
町
歩
き3

坂
の
町
の
カ
メ
ラ
ア
イ
」
「
ち
く
ま
』
（
筑
席
普
房
、
一
九
九
九
年
二
月

1

三
月
）
所
収

6
 



今
福

東
松
長
崎
弁
で
は
、
「
さ
る
＜
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
「
さ
る
＜
博
」
と
い
う
の
が
こ
れ
か
ら
あ
り
ま
し
て
、
今
、
長
崎
は
、
長

崎
と
い
う
町
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
「
さ
る
く
」
と
い
う
言
葉
を
、
長
崎
言
葉
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
ん
で
す

ね
。
実
は
「
町
歩
き
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
特
に
外
来
の
観
光
客
が
多
い
都
市
で
す
の
で
、
普
通
は
グ
ラ
バ
ー
園
と
か
長
崎

原
爆
資
料
館
と
か
観
光
の
た
め
に
歩
く
コ
ー
ス
と
い
う
の
が
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
全
然
有
名
な

場
所
で
は
な
く
て
も
、
路
地
で
す
ね
、
ま
た
裏
道
と
か
、
外
来
の
人
が
あ
ま
り
歩
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
迷
い
込
ん
だ
時
に
、

凄
く
面
白
い
発
見
が
あ
る
と
。
そ
れ
を
表
面
に
出
し
て
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
売
ろ
う
と
い
う
の
が
「
さ
る
＜
博
」
と
い
う

行
事
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
「
さ
る
く
」
の
元
祖
だ
と
自
認
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
「
さ
る
＜
写
真
家
」
だ
と
言
っ
て
も
い

い
訳
で
す
け
れ
ど
。

そ
の
私
の
町
歩
き
と
い
う
の
が
、
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
を
言
い
ま
す
と
、
私
は
写
真
を

は
じ
め
る
前
か
ら
、
今
福
さ
ん
と
違
っ
て
勉
強
嫌
い
で
学
校
へ
行
く
の
が
嫌
で
、
も
ち
ろ
ん
親
に
は
黙
っ
て
学
校
に
行
く
振

り
を
し
て
家
を
出
る
ん
で
す
が
、
学
校
に
行
か
ず
に
町
を
歩
く
訳
で
す
。
そ
れ
で
ふ
ら
ふ
ら
一
日
中
町
を
歩
い
て
、
夕
方
に

な
る
と
家
に
帰
る
。
今
で
い
う
不
登
校
児
と
い
う
か
不
良
少
年
だ
っ
た
訳
で
す
。
そ
の
頃
か
ら
町
が
大
好
き
で
、
し
か
も
十

分
ぐ
ら
い
歩
く
と
映
画
館
が
三
軒
ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
忍
術
や
チ
ャ
ン
バ
ラ
だ
と
か
常
に
刺
激
的
な
映
画
が
上
映
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
仰
々
し
い
カ
ラ
フ
ル
な
看
板
が
一
杯
掛
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
ウ
ッ
ト
リ
眺
め
て
い
る
。
行
く
と
こ
ろ
と

い
え
ば
駄
菓
子
屋
と
か
で
、
当
時
、
結
構
た
く
さ
ん
小
遣
い
を
貰
っ
て
い
て
、
一
日
六
銭
。
二
日
分
の
小
遣
い
で
一
回
映
画

館
に
入
れ
る
ん
で
す
ね
。

結
局
、
そ
の
頃
身
に
つ
け
た
町
歩
き
と
い
う
の
が
、
ず
っ
と
そ
の
後
続
い
て
、
写
真
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
カ
メ
ラ
を
持
っ

て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
町
へ
出
て
1

目
的
は
殆
ど
な
い
ん
で
す
ね
1

兎
に
角
、
ふ
ら
っ
と
出
て
、
ハ
ッ
と
思
っ
た
ら
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
る
、
そ
し
て
ま
た
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
と
い
う
。
ど
の
路
を
歩
い
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
も
予
め
決
め
て
い
な

い
ん
で
す
。
二
路
が
あ
っ
た
場
合
に
、
右
を
と
る
か
左
を
と
る
か
、
そ
こ
に
犬
が
い
る
か
い
な
い
か
、
な
ん
と
な
く
感
じ
と

し
て
、
左
の
路
の
方
が
面
白
そ
う
だ
と
か
、
勘
で
動
く
ん
で
す
ね
。

今
福
僕
も
学
校
帰
り
の
道
草
で
よ
く
行
方
不
明
に
な
っ
て
学
校
や
親
を
心
配
さ
せ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
：
．
。
と
こ
ろ
で
東

松
さ
ん
は
、
割
と
朝
歩
か
れ
る
の
で
す
か
？

東
松
今
で
も
、
朝
と
、
そ
れ
か
ら
夕
方
で
す
ね
。
特
に
長
崎
の
夏
は
日
中
暑
い
で
す
か
ら
。
朝
の
光
と
、
夕
方
の
光
は
、

斜
光
線
で
立
体
的
に
風
景
が
立
ち
上
が
る
ん
で
、
そ
う
い
う
時
間
帯
に
歩
く
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

今
回
、
写
真
の
歴
史
そ
の
も
の
を
辿
り
な
が
ら
、
長
崎
と
写
真
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
展
覧
会
が
企
画
さ
れ
て
、
非
常

シ
ョ
ッ
ト
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
し
ょ
う
か
？

左が今福簡太氏、右が束松照明氏

(
6
)
二
0
0

六
年
四
月
一
日

1
1
0

月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
初
の
ま
ち
歩
き
博

魏
会
。
様
々
な
コ
ー
ス
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
「
さ
る
＜
ガ
イ
ド
」
と
と
も
に
め

ぐ
る
も
の
。
長
崎
さ
る
＜
博
⑯
推
進
委
員
会
主
催
、
長
崎
市
共
催
、
長
崎
県
等
後
援
。

7
 



に
面
白
い
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
思
い
ま
す
。
東
松
さ
ん
の
お
話
、
あ
る
い
は
「
町
歩
き
」
ス
タ
イ
ル
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
が
可

能
に
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
メ
ラ
が
小
型
化
さ
れ
て
、
所
謂
ラ
イ
カ
型
カ
メ
ラ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
携
帯
性
の
あ
る

小
型
カ
メ
ラ
が
出
現
し
て
か
ら
で
、
こ
の
時
に
写
真
を
撮
る
モ
ー
ド
が
革
命
的
に
変
わ
っ
た
訳
で
す
ね
。
そ
れ
が
大
体

(
7
)
 

一
九
三
0
年
代
だ
と
思
う
ん
で
す
。
丁
度
、
今
回
の
図
録
で
言
え
ば
、
山
端
庸
介
の
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
十
八
歳

の
時
に
ラ
イ
カ
を
譲
り
受
け
て
写
真
を
撮
り
始
め
た
と
。
こ
れ
が
一
九
三
五
年
の
こ
と
で
す
ね
。
山
端
庸
介
は
、
一
九
一
七

年
生
ま
れ
で
す
か
ら
十
八
歳
の
時
で
、
大
体
、
東
松
さ
ん
が
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
動
き
始
め
た
の
も
、
ほ
ぼ
同
じ
ぐ
ら
い
の
年

齢
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
一
九
三
五
年
前
後
に
、
ま
さ
に
ラ
イ
カ
が
小
型
の
カ
メ
ラ
を
開
発
し
、
と
り
わ
け

ラ
イ
カ

I
l

型
と
言
わ
れ
た
カ
メ
ラ
が
世
界
に
広
ま
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
カ
メ
ラ
は
高
価
な
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
写

真
史
的
に
い
え
ば
こ
の
と
き
に
生
ま
れ
た
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
、
あ
る
意
味
で
、
誰
に
で
も
開
か
れ
た

方
法
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
僕
の
個
人
的
な
関
心
に
少
し
引
き
付
け
る
と
、
た
ま
た
ま
一
九
三
五
年
と
い
う
同
じ
年
に
、
二

0
世
紀
最
大
の
人

類
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
が
、
若
く
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
社
会
学
の
講
師
と
し
て
赴
任
し
て

い
る
ん
で
す
。
彼
が
人
類
学
的
世
界
に
触
れ
る
の
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
イ
ン
デ
ィ
オ
が
最
初
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
父
親
が
、
パ
リ
で
肖
像
画
家
を
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
肖
像
画
家
と
い
う
の
は
、
い
き
な
り
人
物
を
前

に
し
て
絵
を
描
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
写
真
を
撮
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
写
真
を
も
と
に
し
て
、
精
密
な
肖
像
画
を
描
く
。

で
す
か
ら
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
父
親
は
、
画
家
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
技
術
的
な
も
の
も
を
含
め
て
か
な
り
写
真
の

プ
ロ
に
近
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
父
親
は
、
息
子
が
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
行
っ
た
の
な
ら
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
発
売
さ
れ
た
ば
か
り
の
ラ
イ
カ
を
二
台

持
っ
て
息
子
を
訪
ね
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
に
一
台
の
ラ
イ
カ
を
与
え
る
訳
で
す
。
そ
し
て
、
何
と

こ
の
親
子
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
町
の
中
を
二
人
で
ぐ
る
ぐ
る
町
歩
き
を
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
競
い
合
っ
て
、
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ

(
8
)
 

ト
を
撮
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
の
ち
に
『
サ
ン
パ
ウ
ロ
ヘ
の
サ
ウ
ダ
ー
ジ
』
と
い
う
レ
ヴ
ィ
1
1
ス
ト
ロ
ー
ス
の
若
い
と
き
の
サ
ン

パ
ウ
ロ
の
写
真
集
と
し
て
一
九
九
六
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

僕
は
、
レ
ヴ
ィ
1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
集
落
で
撮
っ
た
民
族
学
的
な
写
真
で
は
な
く
て
、
大

学
教
授
と
し
て
行
っ
た
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
の
仕
事
の
合
間
に
町
歩
き
を
し
て
撮
っ
て
い
た
、
何
の
目
的
も
無
い
よ
う
に
見
え

る
、
何
を
撮
っ
た
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
写
真
|
|
＇
こ
れ
は
典
型
的
な
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
ス
タ
イ
ル
で
す
が
ー
ー
ー

そ
れ
を
見
て
非
常
に
面
白
く
て
、
し
か
も
そ
の
写
真
が
六
十
年
ぐ
ら
い
眠
っ
て
い
た
も
の
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
あ
る
研
究
者
が

最
近
そ
れ
を
発
掘
し
て
、
写
真
集
に
し
た
。
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
時
間
と
い
う
も
の
の
不
思
議
な
再
出
現
が
あ
り
ま
す
。

僕
は
、
二
0
0
0

年
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
半
年
ほ
ど
住
ん
で
い
た
時
に
、
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
写
真
の
「
再
撮
影
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
自
分
で
位
置
付
け
て
、
レ
ヴ
ィ
1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
廻
っ
た
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
路
地
を
全
部
廻
っ
て
、
同
じ
場
所

に
立
ち
、
同
じ
ア
ン
グ
ル
で
、
同
じ
町
並
み
の
写
真
を
撮
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
六
十
年
以
上
前
の

(
7
)山
端
府
介
（
や
ま
は
た
よ
う
す
け
一
九
一
七
ー
一
九
六
六
）
、
従
軍
カ
メ
ラ
マ
ン

と
し
て
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
を
撮
影
の
後
、
昭
和
二

0
年
（
一
九
四
五
）
八
月
六
日

陸
軍
西
部
軍
報
道
部
員
と
し
て
福
岡
に
赴
任
。
直
後
の
八
月
九
日
に
長
崎
に
新
型

爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
と
の
情
報
を
受
け
、
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
た
。
翌
八
月
一

0
日

の
早
朝
よ
り
午
後
三
時
頃
ま
で
、
被
爆
状
況
を
撮
影
し
た
。

(
8
)
C
l
a
u
d
e
 Levi,Strauss, S
a
u
d
a
d
e
s
 d
e
 S
a
o
 Paulo. 
S
a
o
 Paulo: C
o
m
p
a
n
h
1
a
 d
a
s
 

ご

t
r
a
s
,
1
9
9
6
.
 

(
レ
ヴ
ィ1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
＋
今
福
龍
太
「
サ
ン
ン
パ
ウ
ロ
ヘ
の
サ
ウ

ダ
ー
ジ

j
み
す
ず
書
房
、
二

0
0
八
年
）
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東
松

も
の
で
す
か
ら
、
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
写
真
を
み
て
、
ど
の
場
所
か
と
い
う
の
を
同
定
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
ん

で
す
ね
。
殆
ど
同
じ
建
物
も
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
ブ
ラ
ジ
ル
の
研
究
者
が
か
な
り
の
精
度
で
、
何
処
で
撮
ら
れ
た
か
と
い

う
こ
と
を
調
べ
尽
く
し
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
僕
は
そ
の
デ
ー
タ
を
頼
り
に
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
を
町
歩
き
し
な
が
ら
、

六
十
数
年
前
の
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
眼
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
自
分
自
身
の
身
体
を
投
影
し
な
が

ら
、
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
に
六
十
数
年
遅
れ
て
町
歩
き
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

こ
の
再
撮
影
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
写
真
が
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
ま
だ
僕
に
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
と
も
か
く
一
方
に
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
一
九
三
五
年
か
ら
三
七
年
ぐ
ら
い
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
撮
っ
た
写
真
が

あ
る
。
も
う
一
方
に
二

0
0
0

年
に
僕
が
同
じ
街
角
を
撮
っ
た
写
真
が
、
ほ
ほ
同
じ
画
角
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
そ
れ
を
並
べ

て
み
る
。
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
時
間
が
閃
光
の
様
な
か
た
ち
で
パ
ッ
と
自
分
に
差
し
込
ん
で
く
る
か
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
と
も
か
く
町
歩
き
し
な
が
ら
写
真
を
撮
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
、
ま
さ
に

一
九
三
0
年
代
く
ら
い
に
、
カ
メ
ラ
の
改
良
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
、
そ
こ
か
ら
写
真
と
い
う
も
の
へ
の
我
々
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
現
実
に
写
真
を
撮
る
時
の
最
も
原
型
的
な
行
動
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
カ
メ
ラ
を
肩
に
ぶ
ら

ぶ
ら
散
歩
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
な
る
と
町
歩
き
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
実
は
写
真
そ
の
も
の
の
成
立
と
は
違
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
二

0
世
紀
に
お
い
て
写
真
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
あ
る
非
常
に
本
質
的
な
性
質
と
切
り
離
せ
な
い
行
動
パ

タ
ー
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

東
松
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
話
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
、
所
謂
文
化
人
類
学
者
と
い
わ
れ
て
い
る
人
は
、
今
福
さ
ん
も
勿

論
そ
の
一
人
で
す
け
れ
ど
も
、
写
真
家
と
行
動
の
パ
タ
ー
ン
が
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
い
た
る
と
こ
ろ
で

私
が
出
く
わ
す
の
は
、
民
俗
学
者
や
文
化
人
類
学
者
と
い
わ
れ
て
い
る
人
で
し
て
、
学
者
の
中
で
は
、
そ
の
二
つ
の
分
野
の

方
に
一
番
よ
く
現
場
で
出
会
っ
た
り
、
擦
れ
違
っ
た
り
す
る
。
ど
こ
が
ど
う
似
て
い
て
、
ど
う
違
う
の
か
っ
て
い
う
こ
と
を

前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
が
。
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

今
福
た
ぶ
ん
東
松
さ
ん
が
出
く
わ
し
て
い
る
人
類
学
者
は
、
皆
は
ぐ
れ
者
の
人
類
学
者
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
人
類
学
も
学

問
に
な
っ
て
、
大
学
の
中
で
場
所
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
ん
な
遊
動
的
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
。

例
え
ば
調
査
に
行
く
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
非
常
に
堅
苦
し
い
制
度
的
な
方
法
論
の
中
で
調
査
す
る
こ
と
が
人
類
学
と
し
て

正
当
な
ん
だ
と
い
う
、
か
な
り
強
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
て
、
町
歩
き
風
に
、
何
と
ぶ
つ
か
る

か
わ
か
ら
な
い
み
た
い
な
感
じ
で
自
由
に
動
き
回
っ
て
い
る
人
は
少
数
派
で
、
日
本
で
は
皆
無
と
い
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で

す
ね
。
だ
か
ら
僕
自
身
は
あ
ま
り
人
類
学
者
と
自
己
規
定
し
た
く
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
東
松
さ
ん
が
出
会
わ
れ
て
い

る
人
た
ち
は
、
人
類
学
者
の
中
で
も
か
な
り
特
殊
な
部
類
の
人
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
ね
、
そ
の
頃
思
っ
た
の
は
、
他
の
視
覚
メ
デ
ィ
ア
の
例
え
ば
絵
で
も
、
そ
れ
か
ら
文
学
で
も
そ
う
で
す
け
れ

, 



ど
も
、
他
の
芸
術
分
野
で
は
記
憶
を
頼
り
に
作
品
づ
く
り
が
出
来
る
。
し
か
し
写
真
だ
け
は
、
—
|
l

一
般
的
に
映
像
は
そ
う

な
ん
で
す
が
現
場
が
な
い
と
写
ら
な
い
。
い
く
ら
記
憶
を
頼
り
に
し
て
も
空
想
は
写
真
に
な
ら
な
い
、
想
像
は
写
真
に

な
ら
な
い
。
常
に
対
象
と
し
て
の
現
場
が
な
い
と
駄
目
な
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
現
場
を
歩
く
し
か
写
真
は
撮
れ
な
い
。

同
じ
様
に
、
学
問
の
中
で
は
活
字
だ
け
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
が
殆
ど
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
人
類
学
あ
る
い

は
民
俗
学
と
い
う
学
問
も
、
現
地
に
行
っ
て
実
際
に
調
べ
た
り
、
そ
こ
を
歩
い
て
色
ん
な
人
の
話
を
聞
い
た
り
と
い
う
こ
と

で
成
り
立
っ
て
い
る
。

今
福
そ
の
意
味
で
は
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
。
写
真
に
と
っ
て
も
人
類
学
に
と
っ
て
も
、
現
場
性
と
い
う
の
は
、
決
定

的
な
こ
と
で
す
ね
。
僕
自
身
も
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
写
真
の
あ
と
を
追
っ
て
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
町
歩
き
を
し
た
と
き
に
、

そ
れ
は
写
真
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
様
に
も
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ば
り
本
質
的
に
見
れ
ば
、
現
場
に
直
接
向
き
合
お

う
と
す
る
人
類
学
的
な
関
心
が
、
そ
う
い
う
行
動
を
僕
に
取
ら
せ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
パ
ウ
リ
ス
タ
通
り
の
近
く
に
、
小
さ
な
教
会
が
あ
っ
て
、
そ
の
塔
の
一
角
が
レ
ヴ
ィ
1
1
ス
ト
ロ
ー

ス
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
教
会
の
塔
の
上
の
十
字
架
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
十
字

架
の
と
こ
ろ
に
サ
ー
ク
ル
が
二
つ
貼
り
付
い
て
い
る
ん
で
す
。
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
の
写
真
を
見
ま
す
と
、
そ
の
十
字
架

の
丸
の
一
部
分
が
欠
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の
教
会
を
探
し
当
て
て
、
そ
こ
に
行
っ
て
撮
影
し
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
僕
が
撮
っ
た
写
真
を
あ
と
で
じ
っ
く
り
眺
め
て
み
ま
す
と
、
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
と
同
じ
角
度
で
、
同
じ
方
向
か
ら

撮
っ
た
写
真
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
丸
い
部
分
の
欠
け
た
位
置
が
一
八

0
度
反
対
側
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
実
に
不

思
議
な
事
が
起
こ
っ
て
、
ど
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
と
思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み
る
と
、
レ
ヴ
ィ

1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
が
撮

影
し
た
あ
と
、
そ
の
教
会
が
一
九
五

0
年
代
ぐ
ら
い
に
改
築
さ
れ
て
、
建
て
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

一
旦
、
た
ぶ
ん
塔
が
解
体
さ
れ
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
十
字
架
も
一
旦
ど
こ
か
に
置
か
れ
て
、
そ
の
後
、
塔
が
ま

た
出
来
上
が
っ
て
、
塔
の
先
端
に
十
字
架
を
付
け
た
時
に
、
十
字
架
を
付
け
た
人
が
、
今
ま
で
と
は
逆
の
向
き
で
と
り
つ
け

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
僕
の
想
像
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
例
え
ば
、
こ
う
い
う
町
歩
き
の
中
の
再
撮
影
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
っ
て
み
る
と
六
十
年
の
間
の
時
間
と
い

う
も
の
が
、
そ
ん
な
風
に
ち
ょ
っ
と
欠
け
た
十
字
架
の
位
置
が
一
八

0
度
ず
れ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
デ
ィ
テ
ー
ル
か
ら

滲
み
出
し
て
く
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
い
ろ
ん
な
物
語
に
入
っ
て
行
け
る
。
そ
う
い
う
快
感

と
い
う
か
、
ス
リ
ル
が
、
次
々
出
て
き
て
、
一
っ
―
つ
そ
う
い
う
こ
と
を
探
っ
て
い
く
と
限
り
が
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
も
、
ま
さ
に
現
場
と
い
う
も
の
に
寄
り
そ
っ
て
観
察
し
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
発
見
で
す
。
も
っ
と
も
、

制
度
化
さ
れ
た
人
類
学
と
い
う
学
問
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
馬
鹿
げ
た
や
り
方
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
十
字
架
の
小
さ
な
傷
が

開
く
時
間
の
よ
う
な
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
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「
衝
動
的
で
非
同
時
性
の
歴
史
家
」

東
松
今
福
さ
ん
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
で
、
そ
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
大
学
の
依
頼
で
講
義
な
さ
っ
て
、
そ
の
中
で
私

の
写
真
を
紹
介
し
て
、
聴
衆
の
中
の
人
が
涙
流
し
た
り
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
と
い
う
の
を
聞
い
て
い
る
ん
で
す
が
。
今
、

(
9
)
 

丁
度
ア
メ
リ
カ
で
、
私
の
展
覧
会
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
終
わ
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
始
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
後
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
回
っ
た
り
し
て
、
外
国
を
写
真
だ
け
が
回
っ
て
、
私
自
身
は
行
け
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
外
国
の
人
た

ち
が
私
の
写
真
を
ど
ん
な
風
に
見
て
く
れ
る
の
か
、
ど
ん
な
反
響
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
が
、
本
当
は
知
り
た
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
。
今
日
は
い
い
機
会
だ
か
ら
是
非
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
。
私
の
写
真
の
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
時
に
、

聴
衆
の
方
か
ら
あ
っ
た
反
応
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
ど
ん
な
こ
と
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

今
福
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
僕
が
東
松
さ
ん
の
話
を
す
る
に
到
っ
た
経
緯
は
、
い
ろ
ん
な
偶
然
が
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。
先
程

も
触
れ
ま
し
た
が
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
の
日
本
文
化
研
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
で
半
年
間
教
え
る
話
が
二

0
0
0

年
に
あ
り
ま
し

て
、
行
く
か
行
か
な
い
か
と
い
う
時
に
、
全
く
別
な
話
と
し
て
「
映
像
と
暴
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
大
き
な

(10) 

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
か
ら
そ
こ
で
発
表
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
丁
度
サ
ン
パ
ウ
ロ

に
行
き
ま
す
よ
と
言
っ
た
ら
、
向
こ
う
も
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い
て
、
そ
れ
で
す
う
っ
と
決
ま
っ
た
話
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
は
例

え
ば
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
で
あ
る
と
か
、
世
界
的
な
批
評
家
、
哲
学
者
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
「
映
像
と
暴
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
出
さ
れ
ま
し
て
、
僕
自
身
、
特
に
二

0
世
紀
に
お
け
る
写
真
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
の
歴
史
の
中
で
も
、
戦
争
や
暴
力
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
最
も
本
質
的
な
主
題
だ
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
に
閃
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
た
ん
に
「
写
真
が
暴
力
を
描
写
す
る
」
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
超
え
て
写
真
や
映
像
が
、
逆
に
―
つ
の
暴
力
と
し

て
我
々
に
対
し
て
H

常
生
活
の
中
で
持
っ
て
い
る
力
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
ち
ら
の
方
に
話
を
展
開
し
て
、
は
じ
め
て

「
映
像
と
暴
力
」
と
い
う
問
題
が
、
写
真
の
側
か
ら
と
暴
力
の
側
か
ら
の
両
方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
の
で
す
。
た
だ
単
に
写
真
が
戦
争
や
原
爆
と
い
う
暴
力
を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
そ
う
い
う

歴
史
の
中
で
、
写
真
だ
け
で
は
な
く
て
映
像
と
い
う
も
の
自
体
を
あ
る
種
の
暴
力
装
置
の
様
な
も
の
と
し
て
、
我
々
は
日
常
、

そ
れ
ら
を
イ
メ
ー
ジ
の
洪
水
と
し
て
、
そ
れ
を
暴
力
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
「

9
.
1
1」
と
い
う
出
来
事
が
典
型
的
で
す
け

れ
ど
も
、
あ
あ
い
う
映
像
が
、
我
々
の
日
常
の
生
活
空
間
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
突
如
と
し
て
、
ま
さ
に
暴
力
的
に
侵
入
し
て

く
る
。
そ
れ
に
対
す
る
我
々
の
現
実
感
覚
は
、
か
な
り
麻
痺
し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
ん

で
す
。
そ
の
時
に
東
松
さ
ん
の
写
真
、
と
り
わ
け
原
爆
を
中
心
に
し
た
長
崎
で
の
写
真
と
い
う
も
の
を
、
ひ
と
つ
の
導
き
の

糸
に
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

日
本
の
戦
後
の
写
真
と
い
う
の
は
、
実
は
ア
メ
リ
カ
の
側
か
ら
ひ
た
す
ら
押
し
付
け
ら
れ
て
き
た
原
爆
の
キ
ノ
コ
雲
の
写

真
（
図1
)、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
視
覚
的
な
あ
る
種
の
原
風
景
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
。
そ
の
キ
ノ
コ
雲
の
原

図 1.「米軍機から撮影されたキノコ雲」

（長崎市、 1945年8月 9 日）

長崎原燥汽料館

(
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）
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爆
写
真
と
い
う
一
種
の
視
覚
の
暴
力
、
映
像
の
暴
力
を
、
日
本
の
戦
後
の
我
々
の
視
線
が
ど
う
乗
り
越
え
て
い
く
の
か
。
そ

れ
が
日
本
の
戦
後
の
写
真
的
実
践
の
―
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
、
東
松
さ
ん
は
そ
の
問
い
か
け
に
最
も
自
覚
的
に
対
峙
し
乗

り
越
え
よ
う
と
さ
れ
た
ん
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
東
松
さ
ん
の
長
崎
写
真
で
は
な
い
か
と
。

十
一
時
二
分
で
止
ま
っ
た
時
計
と
い
う
も
の
を
、
東
松
さ
ん
は
長
崎
に
最
初
に
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
撮
影
の
た
め
に
来
た
時

に
撮
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
2
)
。
あ
の
十
一
時
二
分
で
止
ま
っ
た
時
計
が
非
常
に
象
徴
的
だ
と
思
う
の
は
、
一
九
四
五
年
の
八
月

九
日
の
特
定
の
日
、
特
定
の
時
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
証
言
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
、
東
松
さ
ん
が
時
計
を
撮
っ

た
の
は
、
そ
れ
か
ら
も
う
十
数
年
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
段
階
で
そ
の
止
ま
っ
た
時
計
に
拘
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
、
た
だ
証
言
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
の
写
真
と
い
う
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
東
松
さ
ん
の
中
に
長
崎
と
の
時

間
の
関
係
を
つ
く
り
直
そ
う
と
い
う
意
識
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
浦
上
天
主
堂
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
キ

リ
ス
ト
教
布
教
地
と
し
て
の
長
崎
の
歴
史
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
気
に
東
松
さ
ん
の
視
線
が
数
百
年
の
時
間
を
飛
躍
す
る
訳

で
す
ね
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
宣
教
師
が
東
ア
ジ
ア
の
方
に
向
け
て
や
っ
て
来
た
の
と
同
じ
時
代
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
向
け
て
も
ポ
ル
ト

ガ
ル
宜
教
師
が
行
っ
て
い
る
訳
で
す
。
そ
し
て
、
ほ
ほ
同
じ
よ
う
な
形
で
布
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い
く
。
特
に
イ
エ
ズ
ス
会

と
い
う
長
崎
や
九
州
の
初
期
の
宜
教
の
集
団
は
プ
ラ
ジ
ル
に
も
一
番
深
く
入
っ
て
い
っ
て
、
そ
れ
で
ブ
ラ
ジ
ル
は
非
常
に
敬

虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
に
な
る
訳
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
に
も
触
れ
な
が
ら
、
東
松
さ
ん
と
長
崎
の
関
係
に
つ
い
て
、
い

ろ
い
ろ
話
を
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
殆
ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
と
っ
て
も
、
恐
ら
く
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
も
、
長
崎
と
い
う

地
名
は
、
「
原
爆
」
の
「
一
九
四
五
年
八
月
九
日
」
と
い
う
時
間
で
、
固
定
化
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
長
崎
と
い

う
場
に
、
さ
ら
に
三
百
年
、
四
百
年
を
遡
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
と
弾
圧
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
長
崎
の
歴
史
と
ブ
ラ
ジ
ル
の

同
じ
布
教
の
歴
史
が
ぴ
っ
た
り
重
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
そ
こ
で
初
め
て
知
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と

長
崎
と
い
う
主
題
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
感
槌
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
訳
で
す
。
そ
れ
は
二

0
但
紀

の
戦
争
と
原
爆
の
悲
劇
化
さ
れ
た
歴
史
の
文
脈
の
中
に
長
崎
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
る

瞬
間
で
す
。
相
変
わ
ら
ず
あ
る
種
の
受
難
の
歴
史
で
は
あ
る
訳
で
す
が
。
長
崎
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
と
い
う
も
の
と
ポ

ル
ト
ガ
ル
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
て
、
三
百
年
、
四
百
年
の
抑
圧
の
中
で
国
民
と
い
う
も
の
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
ブ

ラ
ジ
ル
の
人
々
の
日
常
の
感
覚
と
が
、
ふ
っ
と
触
れ
合
う
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
瞬
間
を
僕
は
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
聴
衆
の
中
か

ら
感
じ
て
、
ま
ず
そ
れ
に
と
て
も
印
象
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
東
松
さ
ん
の
長
崎
写
真
は
、
原
爆
を
き
っ
か
け
に
し
て
撮
影
が

始
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
も
最
初
か
ら
二

0
憔
紀
の
原
爆
の
時
間
を
遥
か
に
超
え
る
時
間
意
識
と
い
う
か
、
時
間

的
射
程
に
よ
っ
て
貰
か
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
と
き
確
信
し
た
ん
で
す
よ
ね
。

東
松
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
聴
衆
の
方
々
が
非
常
に
感
動
し
た
り
、
あ
る
い
は
涙
を
流
し
た
り
、
と
い
う
の
は
原
燥
写
真
の
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

図3．東松照明（熱線と火災で浴解変形した瓶
（長崎国際文化会館、長崎市ギ野町、 1961 年撮影）
長崎県美術館 • Tomatsu Shomei 

図2. 束松照明《」：野町から掘り出された腕時り1.〉

（長崎国際文化会館、長崎巾・平野町、 1961 年撮影）

長崎県芙術館 '｣11'ornatsu Shomei 
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今
福
今
回
も
展
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
被
爆
者
の
写
真
、
あ
る
い
は
熱
線
で
溶
け
た
ガ
ラ
ス
瓶
の
写
真
、
さ
ら
に
浦
上

天
主
堂
の
倒
壊
し
た
キ
リ
ス
ト
像
や
天
使
像
の
写
真
（
図
3

、

4
、

5
)
、
そ
う
し
た
も
の
を
か
な
り
沢
山
見
せ
な
が
ら
話
を
し
ま

し
た
。
解
説
的
な
話
と
い
う
よ
り
も
、
僕
自
身
の
中
の
物
語
を
つ
む
い
で
ゆ
く
た
め
の
映
像
と
し
て
語
っ
て
い
く
ん
で
す
け

れ
ど
も
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
聴
衆
の
感
動
や
涙
は
、
原
爆
と
い
う
歴
史
の
背
後
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
苦
難
の
歴
史
を
発
見
し
、

そ
れ
が
ブ
ラ
ジ
ル
自
ら
の
植
民
地
主
義
の
抑
圧
の
歴
史
的
記
憶
と
思
い
が
け
ず
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。

長
崎
の
数
百
年
の
時
間
と
交
わ
る
サ
ン
パ
ウ
ロ

そ
れ
と
丁
度
呼
応
す
る
よ
う
に
は
じ
ま
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
を
今
巡
回
し
て
い
る
「
ス
キ
ン
・
オ
ブ
・
ザ
・
ネ
ー
シ
ョ

(11) 

ン
」
、
「
国
民
の
皮
膚
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
た
東
松
さ
ん
の
大
規
模
な
回
顧
展
で
す
。
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
解
説
を
書
い
て

い
る
レ
オ
・
ル
ー
ビ
ン
フ
ァ
イ
ン
が
、
東
松
さ
ん
の
こ
と
を
と
て
も
面
白
い
呼
び
方
で
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
。
東
松
さ
ん
は

歴
史
的
な
時
間
と
い
う
も
の
を
証
言
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
一
人
の
歴
史
家
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
非

常
に
特
異
な
歴
史
家
で
、
「
衝
動
的
で
非
同
時
性
の
歴
史
家
」
だ
と
い
う
風
に
書
い
て
い
ま
す
。
正
確
を
記
す
た
め
に
原
語
が

ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

"
i
m
p
u
l
s
i
v
e
,

a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
 h
i
s
t
o
r
i
a
n
`

．
。
ま
ず

e
'
I
m
p
u
l
s
i
v
e
`

｀
「
衝
動
的
」
な
。
あ
ら

か
じ
め
想
定
し
て
動
く
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
瞬
間
瞬
間
の
衝
動
に
よ
っ
て
動
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
町
歩
き
」

の
東
松
さ
ん
の
感
覚
そ
の
も
の
。
た
だ
衝
動
的
な
歴
史
家
と
い
う
の
は
、
歴
史
家
と
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
異
例
な
わ
け
で
す
。

歴
史
と
い
う
の
は
或
る
意
味
で
因
果
関
係
の
中
で
動
い
て
い
る
と
い
う
風
に
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
歴
史
の

中
に
は
衝
動
的
な
る
も
の
と
か
、
即
興
的
な
る
も
の
と
か
は
無
い
と
普
通
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
松
さ
ん
は
衝
動
的
な
歴

史
家
だ
と
ル
ー
ビ
ン
フ
ァ
イ
ン
は
規
定
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
っ

6
g
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s

h
i
s
t
o
r
i
a
n
`

｀
と
い
い
ま
す
か
ら
、

s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s

の
反
対
語
で
す
ね
。
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s

と
は
「
同
時
的
な
」
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
そ
の
現
場
に
そ
の
時
に
い
る

と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
東
松
さ
ん
の
場
合
は

6
g
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
`

｀
で
す
か
ら
、
そ
の
瞬
間

に
現
場
に
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
「
非
同
時
性
の
歴
史
家
」
1

こ
れ
も
東
松
さ
ん
の
写
真
に
対
す
る
非
常
に

深
い
規
定
だ
と
思
い
ま
す
。

必
ず
し
も
東
松
さ
ん
は
、
「
今
自
分
は
こ
の
場
所
に
い
る
」
と
い
う
決
定
的
瞬
間
を
撮
り
逃
さ
な
い
写
真
家
で
は
な
い
と
思

う
。
例
え
ば
、
原
爆
写
真
で
は
、
一
方
で
原
爆
投
下
直
後
に
山
端
庸
介
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
山
端
が
ま
さ
に
同
時
性
を
撮

影
し
た
ん
だ
と
す
れ
ば
、
東
松
さ
ん
の
原
爆
写
真
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
必
ず
し
も
同
時
性
と
い
う
性
格
は
な
い
ん
で
す
ね
。

十
六
年
、
十
七
年
経
っ
て
、
は
じ
め
て
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
東
松
さ
ん
を
歴
史
家
だ
と
い
う

風
に
ル
ー
ビ
ン
フ
ァ
イ
ン
が
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
東
松
さ
ん
が
歴
史
的
な
事
実
と
か
出
来
事
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
は
、

必
ず
し
も
同
時
性
に
重
き
を
お
い
た
歴
史
的
証
言
性
や
因
果
関
係
の
中
で
現
実
を
見
て
い
く
よ
う
な
方
法
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
松
さ
ん
は
写
真
を
つ
う
じ
て
極
め
て
精
密
な
歴
史
的
な
考
察
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歴

史
と
い
う
も
の
に
対
す
る
と
て
も
稀
有
で
例
外
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
れ
は
、
歴
史
に
対
す
る
別
種
の
、
し
か
し
き
わ

め
て
精
密
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
。

そ
れ
ら
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
考
え
る
わ
け
で
す
。

....: 
巴→ -

図5. 束松照明

《煤風により崩壊した浦上天才症の天使像》
（長崎巾本尾 IIlf 、 1961年撮影）長崎県美術館

ｩfomatsu Shomei 
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（長崎市本尾 Ill] 、 1961年撮影）長崎県美術館
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先
ほ
ど
今
福
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
を
は
じ
め
原
爆
投
下
す
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
用
機
か
ら
撮
っ
た

キ
ノ
コ
雲
の
写
真
、
こ
れ
は
確
か
に
原
爆
を
落
と
し
た
側
の
人
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
原
爆
と
い
う
新
型
爆
弾
の
威
力

を
跡
づ
け
る
と
い
う
か
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
撮
ら
れ
た
様
な
写
真
で
す
。
そ
れ
は
、
空
か
ら
地
上
に
向
か
っ
て
と
か
、

空
か
ら
平
行
に
撮
っ
た
写
真
、
象
徴
的
に
は
キ
ノ
コ
雲
の
写
真
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

私
が
撮
っ
て
き
た
写
真
は
、
も
ち
ろ
ん
被
燦
し
て
十
六
年
も
経
っ
て
ま
す
か
ら
、
そ
の
当
時
の
長
崎
は
「
東
洋
の
ナ
ポ
リ
」

な
ん
て
言
わ
れ
て
で
す
ね
、
す
っ
か
り
観
光
都
市
と
し
て
復
興
し
て
、
町
を
歩
い
た
だ
け
で
は
原
爆
の
痕
跡
と
い
う
の
は
殆

ど
無
く
な
っ
て
。
観
光
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
の
は
、
グ
ラ
バ
ー
邸
で
あ
り
、
大

浦
天
主
堂
で
あ
り
、
長
崎
と
い
う
町
が
持
っ
て
い
る
四
百
年
、
五
百
年
と
い
う
長
い
歴
史
の
積
み
重
ね
、
そ
う
い
う
未
だ
に

残
っ
て
い
る
遺
跡
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
ず
っ
と
案
内
さ
れ
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
、
原
爆
資
料
館
と
か
、
爆
心

地
に
も
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
今
は
ね
、
長
崎
原
爆
資
料
館
と
い
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
は
、
長
崎
国
際
文
化

(13) 

会
館
と
い
っ
て
、
ワ
ン
フ
ロ
ア
ー
に
原
爆
の
遺
物
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
上
か
下
か
の
フ
ロ
ア
ー
に
は
、
他
の
鎖
国
時

代
の
開
か
れ
た
出
島
の
そ
う
い
う
遺
物
だ
と
か
、
あ
と
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
関
係
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す

け
れ
ど
。
歴
史
の
平
面
に
、
フ
ラ
ッ
ト
に
並
べ
ら
れ
た
被
爆
遺
物
が
あ
っ
た
。

し
か
し
私
は
被
爆
者
の
団
体
、
平
和
運
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
か
ら
の
依
頼
で
来
た
も
の
で
す
か
ら
、
原
爆
の
悲
惨
さ
を

撮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
災
協
の
役
員
の
方
々
の
案
内
で
、
被
爆
遺
物
を
見
た
り
、
あ
る
い
は
被
爆
者
の
家
々
を
訪
問

し
た
り
し
て
。
通
常
旅
行
者
が
で
す
ね
、
さ
っ
と
長
崎
に
来
て
見
た
だ
け
で
は
目
に
留
ま
ら
な
い
、
埋
も
れ
て
い
る
部
分
と

い
う
か
、
長
崎
の
底
辺
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
生
活
の
裏
の
方
を
ず
っ
と
案
内
さ
れ
て
、
非

常
に
衝
撃
を
受
け
て
、
強
烈
な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ん
で
す
。

通
常
爆
弾
の
場
合
は
爆
弾
が
落
ち
て
、
そ
の
時
町
が
破
壊
さ
れ
、
人
々
が
死
に
、
そ
こ
で
終
わ
る
訳
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が

原
爆
の
場
合
は
、
放
射
能
障
害
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
原
爆
が
落
ち
た
瞬
間
だ
け
で
も
長
崎
で
い
う
と
、
そ
の
一
九
四
五
年

の
内
に
七
万
三
千
人
ぐ
ら
い
の
人
が
亡
く
な
る
訳
で
、
し
か
も
都
市
が
壊
滅
す
る
と
い
う
被
害
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
。

東
松 グ

ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
の
視
点

の
何
百
年
と
い
う
時
間
が
一
気
に
東
松
さ
ん
の
写
真
を
通
じ
て
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
想
像
力
の
側
に
、
洪
水
み
た
い
に
流
れ
込
ん

で
き
た
瞬
間
を
僕
自
身
目
撃
し
た
こ
と
。
と
同
時
に
、
今
度
の
ア
メ
リ
カ
の
展
覧
会
を
企
画
し
た
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
東
松
さ

ん
を
衝
動
的
で
あ
り
、
非
同
時
性
の
歴
史
家
と
い
う
風
に
定
義
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
出
来
事
の
重
な
り

と
い
う
も
の
が
、
僕
自
身
が
ず
っ
と
東
松
さ
ん
の
写
真
を
み
て
き
た
中
で
、
印
象
的
な
こ
と
と
し
て
強
く
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

こ
れ
は
作
者
に
聞
い
て
も
「
う
ん
。
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だ
東
松
さ

ん
に
は
、
決
定
的
瞬
間
と
い
う
写
真
家
の
一
っ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
違
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
感
じ
ま
す
。

そ
の

(
1
3
)長
崎
国
際
文
化
都
市
建
設
法
に
よ
る
事
業
と
し
て
一
九
五
五
年
設
立
。
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そ
う
い

後
、
私
が
来
た
被
爆
十
六
年
目
ま
で
の
間
ず
っ
と
被
爆
者
は
毎
年
、
毎
年
、
死
に
続
け
、
苦
し
み
な
が
ら
生
き
続
け
、
そ
う

い
う
苦
難
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
。
こ
れ
が
原
爆
の
、
新
型
爆
弾
の
恐
ろ
し
さ
な
ん
で
す
。
私
は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
も
の

で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
凄
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
て
。

(14) 

そ
の
時
撮
っ
た
写
真
は
、
英
語
版
と
ロ
シ
ア
語
版
に
な
っ
て
世
界
に
ば
ら
撒
か
れ
て
、
そ
れ
で
「
威
力
と
し
て
の
原
爆
」
で

は
な
く
て
、
「
原
爆
に
よ
る
悲
惨
の
持
続
性
」
を
世
界
中
に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
と
い
う
目
的
の
一
部
は
果
た
し
た
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
自
分
の
中
の
気
持
ち
の
整
理
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
翌
年
か
ら
は
、
頼
ま
れ
仕
事
で
な
く
自
費

で
通
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
が
。
終
始
一
貫
、
私
が
撮
っ
て
き
た
、
み
て
き
た
長
崎
に
対
す
る
視
線
と
い
う
か
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
は
、
先
程
言
っ
た
、
キ
ノ
コ
雲
に
象
徴
さ
れ
る
様
な
上
空
か
ら
の
視
線
で
は
な
く
、
地
を
這
う
視
線
な
ん
で
す
。

う
視
線
は
町
歩
き
と
も
通
底
す
る
訳
な
ん
で
す
。

今
福
そ
う
で
す
ね
。
今
、
と
て
も
面
白
く
展
開
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
そ
う
い
う
話
を
し

た
あ
と
、
去
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
あ
る
デ
ュ
ー
ク
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
に
呼
ば
れ
ま
し
て
、
や
は
り
こ

(15) 

の
「
戦
後
日
本
の
映
像
と
暴
力
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
出
し
物
ま
で
指
定
さ

れ
て
呼
ば
れ
た
の
で
、
同
じ
物
語
を
語
る
に
し
て
も
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
時
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
も
芸
が

な
い
。
そ
の
あ
と
「
9
.
1
1」
と
い
う
出
来
事
も
起
こ
っ
て
い
て
、
し
か
も
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
話
す
訳
で
す
か
ら
。
こ
の
「
映

像
と
暴
力
」
と
い
う
主
題
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
も
う
一
方
の
当
事
者
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
相
手
で
す
か
ら
、
新
し

い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
少
し
書
き
換
え
ま
し
た
。

今
、
東
松
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
原
爆
と
い
う
問
題
は
、
常
に
上
空
の
爆
撃
機
の
目
線
か
ら

ー
こ
れ
は
現
実
的
に
も
そ
う
で
す
が
、
比
喩
的
に
も
象
徴
的
に
も
そ
う
な
ん
で
す
ね
ー
見
下
ろ
す
よ
う
な
視
点
で
考
え

る
べ
き
事
柄
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
終
戦
を
決
定
づ
け
る
勝
利
の
引
き
金
を
引
い
た
ひ
と
つ
の
英
雄
的
な
行
為
と
し
て

意
味
づ
け
て
い
く
訳
で
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
公
的
な
歴
史
観
と
し
て
ま
ず
覆
ら
な
い
も
の
で
す
ね
。
原
爆
投
下
に
よ
っ

て
戦
争
が
早
く
終
結
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
、
ア
メ
リ
カ
を
含
め
て
多
く
の
戦
死
者
が
出
る
こ
と
を
未
然
に
防
い

だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
―
つ
の
ア
メ
リ
カ
的
な
物
語
、
こ
れ
が
非
常
に
強
力
な
神
話
装
置
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
観
を
完

全
に
支
配
し
て
き
た
。
ほ
く
は
い
ま
だ
に
そ
う
し
た
公
的
な
原
爆
神
話
を
持
つ
国
に
行
っ
て
、
ま
さ
に
地
を
這
う
視
点
か
ら

の
語
り
も
交
え
て
話
し
た
。

そ
の
地
を
這
う
視
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
」
と
い
う
風
に
呼
ん
だ
訳
で
す
。
つ
ま
り
原

爆
を
投
下
し
た
投
下
地
の
こ
と
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
。
海
抜
ゼ
ロ
・
メ
ー
タ
ー
の
地
点
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
の
視
点
と
い
う
の
は
、
実
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
想
像
力
は
ア
メ
リ
カ
の
側
に
ま
っ

た
＜
欠
落
し
て
い
た
の
で
す
。

想
像
上
の
爆
心
地
を
指
す
言
葉
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
た
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
と
い
う
概
念
で
す
が
、
そ
れ
が
な
ん
と

9
.
1
1
の
時
、
倒
壊
し
た
ツ
イ
ン
・
ビ
ル
の
あ
の
現
場
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
五
十
何
年
か
振
り
に
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
蘇

(
1
4
)士
門
拳
・
東
松
照
明
写
真
、
丸
木
位
里
・
丸
木
俊
絵
、
湯
川
秀
樹
他
執
箪

『h
i
r
o
s
h
i
m
a
,
n
a
g
a
s
a
k
i
,

d
o
c
u
m
e
n
t
 1
9
6
1』
（
店
小
曲
小
靡
欧
紐
示
小
」
ロ
ロ
ナ
小
切
励
薬
叫
ム
云
、

一
九
六
一
年
）

(
1
5
)
R
y
u
t
a
 l
m
a
f
u
k
u
,
 "
I
m
a
g
e
s
 a
t
 W
a
r
:
 P
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y
 a
n
d
 Violence 
in 
P
o
s
t
,
W
a
r
 

j
a
p
a
n
"
 (
二0
0

四
年
四
月
二
日
デ
ュ
ー
ク
大
学

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

S
c
h
o
l
a
r
s
 

P
r
o
g
r
a
m
)
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東
松

る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
彼
ら
は
あ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ツ
イ
ン
・
ビ
ル
の
跡
地
を
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
」
と
呼
び
始
め
る
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
と
い
う
現
実
の
視
点
を
持
ち
得
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
が
、
は
じ
め
て
自
分
の
国
に
、
戦
争
で
は
な
い
で

す
け
れ
ど
も
、
あ
あ
い
う
か
た
ち
で
―
つ
の
廃
墟
を
持
ち
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
と
い
う
視
点
を
自
分
の
側
か
ら
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
問
題
を
語
り
な
が
ら
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
の
新
し
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
話
し
た
ん
で
す
。

そ
の
数
年
前
に
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
宇
宙
航
空
博
物
館
で
原
爆
を
投
下
し
た
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
が
修
復
さ
れ
て
展
示
さ
れ
た
訳

で
す
が
、
そ
の
時
に
非
常
に
冒
険
的
な
館
長
と
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
、
原
爆
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
の
側
か
ら
見
る
視
点
を
も
、

そ
の
展
示
会
の
中
に
含
め
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
広
島
市
や
長
崎
市
と
緊
密
に
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
写
真
も
含
め
て
有
名

な
焼
け
焦
げ
た
弁
当
箱
で
あ
る
と
か
、
停
止
し
た
時
計
で
あ
る
と
か
そ
う
し
た
遺
物
を
広
島
市
や
長
崎
市
か
ら
ア
メ
リ
カ
の

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
が
借
り
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
終
的
に
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
こ
の
展
覧
会
が
副
大
統
領
と
か
戦
争
の
退
役

軍
人
か
ら
な
る
非
常
に
強
力
な
ロ
ビ
ー
活
動
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
英
雄
的
な
爆
撃
機
だ
け

の
展
示
に
落
ち
着
い
て
し
ま
い
、
相
変
わ
ら
ず
広
島
、
長
崎
の
原
爆
投
下
が
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
英
雄
的
行
為
と
し
て
歴
史

(16) 

化
さ
れ
た
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
一
っ
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
僕
は
そ
う
い
う
現
場
に
向
か
っ
て
、

ま
さ
に
東
松
さ
ん
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
か
ら
の
長
崎
と
い
う
も
の
の
意
味
を
、
も
う
一
回
ど
う
し
て
も
語
り
た
い
と
思
っ

た
の
で
す
。

た
だ
そ
れ
は
、
上
か
ら
の
視
点
と
下
か
ら
の
視
点
が
、
「
こ
っ
ち
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
下
か
ら
の
視
点
だ
よ
、
君
た
ち
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
上
か
ら
の
視
点
だ
よ
」
と
い
う
風
に
、
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
ど
う
に
も
歴
史
的
な
解
決
が

な
い
ん
で
す
ね
。
歴
史
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
、
唯
一
の
真
実
を
誰
が
求
め
て
い
て
も
、
そ
れ
は
常
に
一
人
の
個
人

な
り
集
団
な
り
国
な
り
の
経
験
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
い
ま
す
か
、
物
語
と
し
か
語
り
得
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
歴
史
は
―
つ
で
は
な
く
、
そ
れ
は
常
に
、
そ
れ
を
経
験
し
た
人
間
の
立
場
や
社
会
的
な
帰
属
に
よ
る
一
っ
の
固
有
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
。
原
爆
を
め
ぐ
る
一
―
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
た
だ
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
だ

け
で
は
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
で
の
よ
う
に
、
日
本
側
の
視
点
は
あ
っ
さ
り
切
り
捨
て
ら
れ
て
終
わ
る
訳
で
す
。
こ
れ
は
逆
に
日
本

が
原
爆
投
下
を
英
雄
行
為
と
し
て
見
る
様
な
視
点
を
あ
っ
さ
り
と
否
定
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
対
話
が
な
い
。

ど
う
や
っ
て
対
話
の
ル
ー
ト
が
作
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
に
、
先
程
い
っ
た
様
に
、
東
松
さ
ん
の
様
な
非
同
時

性
の
衝
動
的
な
歴
史
家
の
視
点
、
つ
ま
り
何
年
何
月
何
日
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
真
実
は
こ
う
だ
っ
た
の
だ
、
と
し
て
意
味

を
一
っ
に
限
定
せ
ず
、
色
ん
な
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
無
数
の
時
間
の
縫
れ
る
様
な
交
点
と
し
て
あ
る
出
来
事
が
起
こ
っ
て

い
る
、
そ
の
縫
れ
て
い
る
糸
韮
を
、
幾
つ
も
の
糸
に
解
し
て
い
く
。
そ
こ
に
一
本
一
本
い
ろ
ん
な
時
間
が
見
え
て
く
る
。
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
東
松
さ
ん
の
写
真
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
始
め
て
い
る
ん
で
す
。
『
時
の

島
々
』
と
い
う
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
を
予
感
し
な
が
ら
、
僕
な
り
に
編
躾
し
て
い
っ
た
東
松
さ

ん
の
写
真
集
だ
と
息
い
ま
す
。

学
者
で
す
か
ら
ね
今
福
さ
ん
は
論
理
的
に
物
事
を
話
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
一
言
で
私
流
儀
に
翻
訳

(
1
6
)詳細
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ハ
ー
ウ
ィ
ッ
ト
『
拒
絶
さ
れ
た
原
爆
展
歴
史

の
な
か
の
「
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
」
』
（
山
岡
清
二
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
）
、

ト
ム
・
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
、
エ
ド
ワ
ー
ド

•
T

・
リ
ネ
ン
ソ
ー
ル
『
朝
H

選
書

六
0
七
戦
争
と
正
義
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
展
論
争
か
ら
』
（
島
田
三
蔵
訳
、
朝
日
新

聞
社
、
一
九
九
八
年
）
等
参
照
。
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今
福

東
松

そ
れ
は
ま
あ
ね
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
。
で
も
今
福
さ
ん
は
、
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
や
っ
ぱ
り
ね
、
き

ち
ん
と
論
理
的
に
物
事
を
考
え
て
来
た
人
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
実
際
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
い
う
の

は
ね
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ん
で
す
よ
。
今
、
こ
の
方
は
（
※
今
福
氏
を
指
し
て
観
客
に
向
か
い
）
、
奄
美
に
凝
っ
て
ま
し
て
、
奄
美
に

入
り
浸
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
沖
縄
で
は
三
線
と
い
う
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
で
三
味
線
を
習
っ
て
ね
。

今
福
そ
う
い
っ
て
し
ま
う
と
ね
、
最
近
結
構
流
行
っ
て
い
る
ん
で
、
流
行
に
乗
っ
て
い
る
っ
て
思
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、

島
唄
ブ
ー
ム
と
は
全
く
無
縁
の
と
こ
ろ
で
出
遭
っ
て
し
ま
っ
た
、
九
十
六
歳
の
あ
る
無
名
の
三
味
線
名
人
が
い
て
、
一
方
的

に
弟
子
入
り
し
て
し
ま
っ
て
…
。

東
松

今
福
ア
ー
ト
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
や
り
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
僕
自
身
も
、
今
日
は
論
理
的
に
語
る
側
に

い
る
ん
で
、
敢
え
て
そ
う
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
も
っ
と
エ
レ
ガ
ン
ト
な
方
法
、
こ
れ
に
僕
自
身
も
ま
す
ま
す
引
き
寄
せ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
写
真
で
あ
る
と
か
、
絵
画
で
あ
る
と
か
、
音
楽
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
ま
で
芸
術

行
為
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
き
た
方
法
だ
け
が
達
成
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
ん
で
す
。
学
問
は
、
一
方
的
な
思
い
込
み
に
よ
っ

て
ア
ー
ト
的
な
方
法
を
拒
絶
し
て
来
た
ん
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
学
間
に
も
ア
ー
ト
的
な
エ
レ
ガ
ン
ト
な
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

東
松
『
時
の
島
々
』
に
書
か
れ
た
今
福
さ
ん
の
文
章
、
難
し
い
ん
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
ポ
エ
ジ
ー
な
ん
で
す
よ
。
今
福
さ
ん

は
文
化
人
類
学
の
学
者
で
す
か
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
理
屈
っ
ぽ
く
書
か
れ
る
の
か
な
っ
て
思
っ
て
い
た
ら
ね
、
そ
う
じ
ゃ
な

く
、
ポ
エ
ジ
ー
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
両
刀
使
い
な
ん
で
す
ね
。

今
福
先
程
も
言
っ
た
よ
う
に
、
外
か
ら
規
定
さ
れ
る
場
合
、
や
む
を
得
ず
人
類
学
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

僕
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
と
し
て
は
居
心
地
悪
い
も
の
で
、
何
者
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
精
神
と
し
て
は
写
真

家
だ
っ
て
言
い
た
い
時
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
写
真
を
具
体
的
に
撮
っ
て
仕
事
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
の
で
、
そ
う
と

も
言
え
な
い
。
だ
か
ら
何
者
で
も
な
い
ん
で
す
。
多
分
、
東
松
さ
ん
も
、
『
時
の
島
々
』
で
、
い
わ
ゆ
る
学
者
的
解
説
を
期
待

し
て
い
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

こ
こ
に
三
味
線
な
い
の
？
弾
い
て
も
ら
い
た
い
、
聴
き
た
い
ね
。

い
や
い
や
、

三
線
も
沖
縄
奄
美
の
島
々
を
渡
り
歩
く
た
め
の
道
連
れ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
僕
自
身
も
ブ
ラ
ジ
ル
や

し
ま
す
と
ア
ー
ト
。
今
福
さ
ん
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ん
で
す
。
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今
福
鳥
鰍
す
る
と
い
う
、
上
か
ら
眺
め
る
視
点
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
『
ち
く
ま
』
の
「
町
歩
き
」

で
も
、
長
崎
と
い
う
町
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
写
真
と
相
性
が
い
い
か
と
い
う
と
、
坂
が
多
く
て
、
上
下
運
動
が
常
に
あ
っ
て
、

そ
う
す
る
と
俯
鰍
す
る
と
い
う
、
パ
ノ
ラ
マ
的
に
ち
ょ
っ
と
斜
め
上
か
ら
物
事
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
で
も
出
来
る

と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
指
摘
で
す
ね
。

実
は
先
程
逆
の
側
か
ら
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
原
爆
の
キ
ノ
コ
雲
の
写
真
も
、
そ
う
い
う
鳥
鰍
と
い
う
か
俯
鰍
す
る
写

真
、
視
点
で
す
ね
、
そ
れ
が
つ
く
っ
た
一
っ
の
神
話
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
も
う
一
っ
言
え
ば
、
「
長
崎
マ
ン
ダ
ラ
」
展
の
時
、

三
百
点
く
ら
い
の
作
品
の
丁
度
真
ん
中
に
置
か
れ
て
い
て
、
折
り
返
し
地
点
み
た
い
な
感
じ
で
見
た
写
真
が
あ
り
ま
し
た
。

長
崎
大
学
医
学
部
の
ガ
ラ
ス
瓶
の
中
に
ホ
ル
マ
リ
ン
漬
け
に
な
っ
た
被
爆
者
の
臓
器
の
写
真
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
一
面

に
英
字
新
聞
を
敷
い
た
床
の
上
に
び
っ
し
り
と
並
べ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
多
分
脚
立
を
立
て
て
上
か
ら
撮
ら
れ
た
と
思
う

ん
で
す
が
、
斜
め
上
か
ら
俯
諏
す
る
写
真
だ
っ
た
ん
で
す
（
図
6
)。
こ
の
写
真
に
非
常
な
衝
撃
を
受
け
て
、
実
は
昨
年
の
デ
ュ
ー

ク
大
学
で
の
講
演
で
も
、
こ
の
写
真
を
見
せ
な
が
ら
、
僕
な
り
の
解
釈
を
話
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
。
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
爆

俯
轍
視
点

カ
リ
ブ
海
に
居
た
と
き
か
ら
「
群
島
歩
き
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
東
松
さ
ん
の
「
町
歩
き
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

僕
は
島
々
を
渡
り
歩
い
て
、
も
の
を
考
え
よ
う
、
も
の
を
感
じ
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
僕
の
人
類
学
は
島
渡
り
な
ん
で
す
ね
。

島
伝
い
に
動
く
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
面
白
く
て
。
島
は
ひ
と
つ
の
閉
鎖
共
同
体
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
海
の
方
が
寧
ろ
島
を

開
く
通
路
に
な
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
、
閉
鎖
的
な
共
同
体
が
海
を
通
じ
て
別
な
共
同
体
と
繋
が
っ
て
い
く
繋
が
り
方
を
、
群

島
や
列
島
の
連
な
り
が
見
せ
て
く
れ
る
。

人
類
学
と
い
う
学
問
は
幸
か
不
宰
か
、
ひ
と
つ
の
共
同
体
な
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
独
立
し
て
捉
え
る
方
法
論
と
し
て
百

年
ぐ
ら
い
前
か
ら
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
訳
で
す
が
、
そ
の
人
間
の
共
同
体
が
ど
こ
か
で
外
に
向
か
う
ツ
ー
ル
を
常
に
持
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
も
の
が
流
れ
込
ん
だ
り
、
ど
こ
か
へ
飛
び
出
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
い
っ
た
よ
う

な
現
象
を
上
手
く
捉
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
学
問
自
体
の
限
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
学
問
が
極
め
て
定
住

的
で
、
大
陸
に
人
間
が
都
市
文
明
を
つ
く
つ
て
定
住
し
て
い
く
過
程
の
延
長
線
上
に
近
代
の
学
問
は
生
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
。

島
を
舟
乗
り
が
群
島
沿
い
に
渡
っ
て
行
っ
た
り
と
か
、
沖
縄
の
糸
満
の
漁
師
が
奄
美
ぐ
ら
い
ま
で
小
さ
い
手
漕
ぎ
舟
で
や
っ

て
来
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
昨
日
、
一
昨
日
ぐ
ら
い
ま
で
天
草
に
居
た
ん
で
す
が
、
天
草
の
洲
本
あ
た
り
の
漁
師
が
、
や
は

り
手
漕
ぎ
舟
で
中
国
の
大
連
あ
た
り
ま
で
出
て
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
現
象
は
な
か
な
か
理
解
出
来
な
い
。
で
す
か
ら
放
浪

を
旨
と
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
側
に
僕
も
立
ち
た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

と
て
つ

た
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
東
松
さ
ん
は
意
外
に
途
轍
も
な
い
理
論
的
な
射
程
を
無
意
識
に
持
っ
て
い

る
、
或
る
意
味
で
は
最
も
学
者
的
な
写
真
家
で
は
な
い
か
と
も
思
う
ん
で
す
よ
。

図6．東松照明《標本瓶》
（長崎大学医学部原爆後障害医療研究施設、

2000年撮影） ｩromatsu Shomei 

18 



撃
機
か
ら
の
視
点
へ
の
こ
だ
わ
り
が
東
松
さ
ん
の
中
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
日
本
の
側
か
ら
別
の
や
り
方
で
模
倣
す
る

と
い
う
か
。

東
松
距
離
が
違
う
ん
で
す
。
た
っ
た
一
メ
ー
タ
ー
な
ん
で
す
よ
私
の
写
真
は
。
爆
撃
機
と
い
う
の
は
上
空
か
ら
の
遠
距
離

俯
鰍
゜

今
福
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
ス
ケ
ー
ル
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
構
図
と
し
て
は
、
一
っ
の
批
評
的
な
模

倣
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
同
じ
視
点
を
作
っ
て
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
に
被
爆
者
の
臓
器
を
置
く
と
い
う
、

非
常
に
ク
リ
テ
イ
カ
ル
で
あ
り
、
逆
説
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

(17) 

東
松
斜
め
俯
諏
に
対
し
て
は
ね
、
私
は
嘗
て
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
小
さ
な
個
展
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ

の
時
に
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
か
ら
「
こ
れ
は
伝
統
的
な
日
本
絵
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
す
ね
」
と
指
摘
さ
れ
た
ん
で
す
。
「
吹
抜
屋
台
」

な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
館
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
僧
院
で
あ
っ
た
り
、
お
寺
で
あ
っ
た
り
、
貴
族
の
館
で
あ
っ
た
り
す
る
ん
だ

け
れ
ど
、
畳
の
上
で
侍
で
あ
っ
た
り
、
遊
女
で
あ
っ
た
り
、
人
々
が
話
し
た
り
、
遊
ん
で
い
た
り
し
ま
す
ね
。
屋
根
が
取
り

払
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
丁
度
二
階
ぐ
ら
い
の
距
離
か
ら
四
十
五
度
ぐ
ら
い
の
角
度
で
下
を
眺
め
た
、
そ
う
い
う
手
法
。
殆

ど
の
絵
巻
と
い
い
ま
す
か
絵
画
は
、
そ
う
い
う
視
点
で
描
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
で
手
前
に
邪
魔
な
も
の
が
あ
る
と
雲
か
な
に

か
を
ひ
ゅ
う
っ
と
描
い
て
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
で
す
ね
。
そ
の
日
本
の
伝
統
絵
画
の
視
点
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
風
に
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
で
、
初
め
て
「
あ
、
そ
う
か
」
と
、
無
意
識
の
内
に
私
の
中
に
「
吹
抜
屋
台
」
が
染
み
込
ん
で
い
る

の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

今
福
西
洋
的
な
遠
近
法
と
い
う
も
の
は
、
後
に
近
代
科
学
を
生
ん
だ
視
点
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
近
代
科
学
に
は
、
比

喩
的
に
も
象
徴
的
に
も
こ
の
遠
近
法
の
視
点
を
内
に
全
部
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
西
洋
の
遠
近
法
は
視
点
の
集
束
点
が
一

つ
し
か
な
い
訳
で
、
そ
こ
か
ら
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
作
っ
て
い
く
手
法
で
す
よ
ね
。
東
松
さ
ん
の
俯
轍
と
い
う
の
は
、
恐

ら
く
日
本
の
伝
統
絵
画
の
流
れ
か
ら
い
う
と
す
れ
ば
、
遠
近
法
の
よ
う
な
意
味
で
の
視
点
が
一
っ
で
は
な
く
て
、
同
時
に
幾

つ
も
の
視
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
―
つ
の
も
の
を
い
ろ
ん
な
方
向
か
ら
眺
め
渡
し
て
い
る
。
例
え
ば
山
水
画
な

ん
か
も
そ
う
で
す
ね
。
西
洋
遠
近
法
と
全
く
違
う
の
は
、
そ
れ
が
―
つ
の
視
線
の
集
束
点
を
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

斜
め
上
か
ら
一
っ
の
も
の
を
こ
と
な
っ
た
目
が
見
て
い
て
、
そ
の
視
線
の
絵
柄
が
全
部
同
時
に
一
枚
の
絵

1
1
写
真
の
中
に
共

存
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
。

東
松
私
流
に
い
う
と
、
そ
れ
は
「
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
」
な
ん
で
す
。
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
と
い
う
の
は
、
対
象
に
よ
っ
て
ア
ン

グ
ル
を
変
え
る
訳
で
す
。
様
々
な
ア
ン
グ
ル
を
使
う
の
で
す
が
ね
。
だ
け
ど
、
数
の
上
で
、
考
え
た
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
の
が
、

(
1
7
)「S
A
K
U
R
A
+
P
L
A
S
T
I
C
S
」
一
九
九
二
年
十
二
月
四
日

i

一
九
九
三
年
一
月
三
一

日
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
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東
松
別
に
何
と
も
。
ど
の
よ
う
に
見
て
も
ら
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。

今
福
逆
さ
ま
に
並
ん
で
た
…
。
そ
れ
を
見
て
何
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
？

今
福
し
よ
っ
ち
ゅ
う
で
す
か
？

東
松

東
松

今
福

東
松

い
や
い
や
、
し
よ
っ
ち
ゅ
う
で
す
よ
。

や
は
り
四
十
五
度
上
か
ら
の
、
あ
の
斜
め
俯
諏
と
い
う
。
ま
ぁ
、
そ
れ
か
ら
垂
直
も
結
構
多
い
ん
で
す
よ
ね
。

今
福
東
松
さ
ん
の
上
か
ら
の
垂
直
写
真
は
、
僕
も
と
て
も
注
目
し
て
い
る
ん
で
す
。
今
回
の
展
覧
会
に
も
、
猫
が
二
匹
、

絨
毯
の
上
で
寝
転
が
っ
て
い
る
、
あ
の
。

チ
ビ
シ
ロ
く
ん
（
図
7
)
0

そ
う
、

チ
ビ
シ
ロ
。
あ
れ
も
、

ち
ょ
っ
と
斜
め
で
す
ね
。

ほ
ほ
真
上
か
ら
真
下
を
撮
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ち
ょ
っ
と
斜
め
か
な
。

今
福
や
や
斜
め
だ
け
ど
、
か
な
り
垂
直
に
近
い
。
そ
う
な
る
と
、
上
下
左
右
と
い
う
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。

普
通
、
我
々
は
写
真
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
と
、
西
洋
的
遠
近
法
で
、
こ
れ
が
上
、
こ
れ
が
下
、
こ
れ
が
右
で
こ
れ
が
左
と

い
う
風
に
見
て
い
る
訳
で
、
こ
れ
が
、
絵
画
と
写
真
の
い
わ
ば
腐
れ
縁
と
い
う
か
、
写
真
が
絵
画
的
な
も
の
を
引
き
ず
っ
て

る
部
分
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
東
松
さ
ん
の
上
か
ら
下
を
撮
っ
た
垂
直
の
写
真
に
な
る
と
、
も
う
、
そ
う
い
う
上
下
左
右
の

束
縛
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
前
に
『
時
の
島
々
』
を
作
っ
た
時
に
、
ネ
ズ
ミ
か
何
か
が
死
ん
で
土
の
上
に
転
が
っ

て
い
る
写
真
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
（
図
8
)
、
僕
が
そ
れ
を
並
べ
る
と
き
に
「
こ
れ
、
ど
っ
ち
向
き
に
並
べ
た
ら
い
い
で
す
か
」

と
聞
い
た
ら
、
東
松
さ
ん
は
、
「
ど
う
で
も
い
い
よ
」
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
『
時
の
島
々
』
に
入
っ
て
る
写
真
の
置

き
方
は
、
多
分
そ
れ
ま
で
東
松
さ
ん
が
「
こ
れ
が
上
だ
よ
」
と
言
っ
て
指
示
し
て
き
た
の
と
上
下
逆
に
な
っ
て
い
る
ん
で
は
な

い
で
す
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
の
は
初
め
て
で
す
か
？

東
松
特
に
外
国
に
出
し
ま
す
と
ね
、
上
下
ど
っ
ち
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
ね
、
そ
れ
で
、

示
を
観
て
き
た
人
が
ね
、
「
逆
さ
ま
に
並
ん
で
ま
し
た
よ
」
っ
て
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

M
O
M
A

の
展

図7．東松照明《チビシロくん》

（長崎市諏訪町、 1999年撮影）長崎県美術館

ｩromatsu Shomei 

図8．東松照明《家》

（天草、 1959年撮影 「時の島々」所収ヴァージョン）
©( matsu Shomei 
「時の島々」（岩波書店、 1998年）より転載
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東
松
そ
う
で
す
ね
。
あ
と
、
長
崎
の
町
は
山
と
山
が
迫
っ
て
い
て
、
谷
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
で
す

か
ら
、
坂
道
を
降
り
な
が
ら
、
垂
直
に
真
正
面
の
山
の
斜
面
を
見
て
、
そ
こ
に
長
屋
み
た
い
な
家
が
あ
る
と
す
る
と
、
殆
ど

水
平
に
撮
れ
る
ん
で
す
よ
。
水
平
に
撮
れ
る
ア
ン
グ
ル
な
ん
て
、
普
通
の
町
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

で
も
乗
ら
な
け
れ
ば
撮
れ
な
い
。
だ
か
ら
ね
、
ま
さ
に
、
こ
う
い
っ
た
自
由
な
ア
ン
グ
ル
で
撮
れ
た
り
、
一
歩
一
歩
と
い
う
か
、

刻
々
と
目
の
前
の
い
ろ
ん
な
風
景
が
変
わ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
日
に
よ
っ
て
、
日
が
照
っ
て
い
た
り
、
曇
っ
て
い
た
り
、
或

い
は
動
物
が
い
た
り
、
い
な
か
っ
た
り
、
人
間
が
通
っ
た
り
、
季
節
に
よ
っ
て
は
ね
、
咲
い
て
る
花
が
、
植
物
が
違
っ
て
い

た
り
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
路
を
歩
い
て
も
、
行
く
度
ご
と
に
変
わ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
を
持
っ

て
同
じ
様
な
路
を
歩
い
て
い
て
も
、
違
う
写
真
が
出
来
る
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
写
真
を
撮
る
と
い
う
と
非
常
に
意
識
的
な
行
為
の
様
に
、
私
も
嘗
て
は
思
っ
て
来
た
し
、
そ
う
い
う
部
分
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
は
写
真
を
撮
る
と
い
う
意
識
で
は
な
く
て
、
撮
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
だ

ま
ば
た

か
ら
身
体
感
覚
に
近
い
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
呼
吸
の
リ
ズ
ム
と
い
う
か
瞬
き
の
リ
ズ
ム
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

切
っ
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。

今
福
や
は
り
上
か
ら
下
。

東
松
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

今
福
振
り
返
っ
て
、
上
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
？

東
松
角
度
と
い
う
の
は
写
真
に
は
付
き
物
で
、
そ
れ
か
ら
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
、
被
写
体
と
カ
メ
ラ
と
の
距
離
と
い
う
の
は
、

こ
れ
も
常
に
付
き
物
。
私
の
場
合
圧
倒
的
に
多
い
距
離
が
一
メ
ー
タ
ー
な
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
パ
ッ
て
こ
う
や
っ

て
対
象
に
カ
メ
ラ
を
向
け
る
と
一
メ
ー
タ
ー
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
番
容
易
に
撮
れ
る
の
が
長
崎
と
い
う
地
形
な
ん
で
す

よ
。
長
崎
は
ご
承
知
の
よ
う
に
七

0
パ
ー
セ
ン
ト
坂
道
で
す
か
ら
、
百
段
、
二
百
段
の
階
段
が
あ
っ
た
り
、
色
ん
な
傾
斜
の

坂
道
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
私
は
足
が
悪
く
て
登
る
の
が
き
つ
い
か
ら
、
大
体
バ
ス
か
タ
ク
シ
ー
で
登
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て

頂
上
あ
た
り
で
降
り
て
、
そ
こ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
マ
イ
ペ
ー
ス
で
歩
い
て
、
麓
ま
で
下
り
て
来
る
と
大
体
繁
華
街

に
至
る
。
そ
の
様
な
ス
タ
イ
ル
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
て
、
下
り
坂
で
は
一
歩
一
歩
目
の
前
の
風
景
が
変
わ
る
ん
で
す
ね
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
傾
斜
が
付
い
て
い
ま
す
と
風
景
が
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
パ
シ
ャ
、
パ
シ
ャ
っ
と
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
り
な
が
ら
、
下
り
て
く
る
。

今
福

こ
れ
は
ね
、
東
松
さ
ん
の
写
真
に
と
っ
て
と
て
も
象
徴
的
な
こ
と
で
す
よ
。

21 



今
福

今
福
そ
れ
は
東
松
さ
ん
が
、
遂
に
長
崎
に
移
っ
て
来
ら
れ
た
深
い
理
由
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
長
崎

か
い
び
ゃ
く

が
、
写
真
術
の
開
闘
の
地
の
―
つ
で
も
あ
っ
て
、
そ
し
て
東
松
さ
ん
が
移
り
住
ま
れ
た
の
も
や
は
り
中
島
川
沿
い
で
、
そ

こ
に
は
上
野
彦
馬
の
舎
密
局
跡
も
あ
っ
た
と
い
う
訳
で
す
か
ら
、
日
本
に
写
真
が
始
ま
っ
た
歴
史
自
体
の
追
体
験
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
意
識
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
さ
ら
に
、
原
爆
の
歴
史
経
験
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
カ

ト
リ
ッ
ク
関
係
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
風
景
な
ど
も
含
め
て
、
写
真
の
証
言
の
い
ろ
ん
な
可
能
性
と

い
う
も
の
を
、
ま
さ
に
テ
ス
ト
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
程
話
さ
れ
た
よ
う
に
、
長
崎
と
写
真
が
そ
の
よ
う
な
非

常
に
自
然
な
形
で
、
写
真
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
原
理
的
な
も
の
、
つ
ま
り
写
真
と
い
う
方
法
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
強

い
親
和
性
と
い
う
か
、
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
長
崎
の
写
真
に
た

い
す
る
親
和
性
と
い
う
も
の
も
東
松
さ
ん
の
仕
事
の
一
っ
の
大
き
な
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

長
崎
に
つ
い
て
、
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
話
を
し
た
と
思
う
の
で
、
最
後
に
ち
ょ
っ
と
長
崎
か
ら
外
に
踏
み
出
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
最
近
、
那
覇
に
も
う
一
軒
家
を
持
た
れ
て
、
本
格
的
に
往
復
運
動
と
い
う
か
、
二
重
生
活
み
た
い
な
か
た
ち
で
、

つ
ま
り
長
崎
を
「
終
の
住
処
」
と
し
な
い
様
な
新
し
い
展
開
が
生
ま
れ
て
来
ま
し
た
ね
。

ち
ょ
っ
と
前
に
「
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
」
展
を
浦
添
で
さ
れ
た
時
に
、
カ
タ
ロ
グ
に
文
章
を
書
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
「
東
松
照
明

に
と
っ
て
の
沖
縄
は
、
長
崎
と
は
ち
が
う
。
決
定
的
に
。
そ
れ
は
帰
る
べ
き
家
で
は
な
く
、
ふ
た
た
び
攻
撃
に
赴
く
戦
場
で

(18) 

あ
り
、
傷
を
負
っ
て
治
癒
さ
れ
る
聖
域
で
あ
り
、
謎
を
か
け
ら
れ
て
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
う
迷
宮
で
あ
る
」
と
書
い
た
ん
で

す
ね
。
東
松
さ
ん
の
沖
縄
と
長
崎
の
往
復
運
動
は
、
同
じ
強
度
、
同
じ
意
味
を
持
っ
た
二
つ
の
地
点
を
往
復
し
て
い
る
の
で

は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
長
崎
が
「
家
」
で
あ
る
と
は
、
僕
は
簡
単
に
は
断
定
で
き
な
い
と
思
っ
て
は
い

ま
す
け
れ
ど
。
と
い
う
の
も
、
家
と
言
う
の
は
、
こ
こ
に
も
書
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
「
家
（
そ
れ
が
日
本
で
あ
る
の
か
、
ア

(19) 

メ
リ
カ
で
あ
る
の
か
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
す
で
に
確
然
と
し
が
た
い
）
」
、
と
。
長
崎
が
、
た
と
え
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
家
」

は
日
本
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
な
の
か

l

こ
れ
は
「
占
領
」
と
「
基
地
」
を
ず
っ
と
撮
っ
て
き
た
東
松
さ
ん
の
歴
史
、

戦
後
の
歴
史
感
覚
の
中
で
、
家
が
日
本
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
日
本
は
十
分
に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
も
の
を
、
も
う
内
側
に

組
み
込
ん
で
つ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
そ
こ
へ
行
っ
て
、
た
だ
単
に
安
心
し
て
休
息
し
て
と
い

う
場
所
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
長
崎
が
家
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
家
の
あ
り
よ
う
は
沖
縄
と
は
決
定
的
に
違
う
。

沖
縄
は
い
ま
だ
に
東
松
さ
ん
に
と
っ
て
一
種
の
「
戦
場
」
だ
と
い
う
風
に
つ
い
書
い
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
。
そ
う
し
た

ら
そ
の
後
、
そ
の
戦
場
に
も
家
を
一
軒
持
た
れ
た
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
、
も
う
一
回
戦
地
に
赴
く
の
か
な
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

1
9
)前
掲
習

(
1
8
)今福
龍
太
「
慌
た
だ
し
く
せ
き
た
て
る
流
れ
の
外
へ
」
（
『
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
』
展
図
録

所
収
）
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い
や
、
あ
ま
り
き
ち
ん
と
説
明
で
き
な
い
と
い
う
か
、
常
に
衝
動
で
動
く
も
の
で
す
か
ら
。

東
松
何
か
が
あ
っ
て
、
何
か
の
縁
で
長
崎
に
来
て
、
長
崎
と
い
う
町
が
好
き
に
な
っ
て
、
長
崎
に
惚
れ
て
、
長
崎
に
住
み

着
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
居
て
写
真
を
撮
る
。
沖
縄
も
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
す
。
勿
論
、
米
軍
基
地
と
い
う
も
の
を
最
初
は
撮

り
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
行
っ
て
み
た
ら
、
そ
の
基
地
以
外
に
沖
縄
独
特
の
亜
熱
帯
の
風
景
が
あ
る
し
、
向
こ
う
の
独
特
の

生
活
が
あ
る
し
で
、
非
常
に
沖
縄
と
い
う
と
こ
ろ
に
惚
れ
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
そ
こ
へ
住
み
済
い
て
撮
っ
た
。
だ
か

ら
長
崎
も
沖
縄
も
、
私
に
と
っ
て
は
、
ふ
る
さ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、
第
二
の
ふ
る
さ
と
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
両
方
と

も
好
き
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
好
き
だ
か
ら
住
む
、
好
き
だ
か
ら
写
真
を
撮
る
と
い
う
直
接
性
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か

ら
実
を
言
う
と
あ
ま
り
理
屈
が
無
い
ん
で
す
。

長
崎
は
原
爆
の
痕
跡
を
撮
る
仕
事
で
来
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
し
か
し
、
毎
年
、
毎
年
、
来
て
い
る
う
ち
に
、
ど
ん

ど
ん
視
野
が
広
が
っ
て
、
長
崎
と
い
う
町
が
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
長
崎
に
惚
れ
込
ん
で
、
そ
れ
で
ず
っ
と
撮
り
続
け

て
い
る
。
沖
縄
も
、
米
軍
基
地
を
撮
り
に
行
く
と
い
う
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
だ
け
れ
ど
実
際
に
撮
り
に
行
っ
て
み
る
と
、

基
地
以
外
の
沖
縄
の
風
物
の
方
が
面
白
く
て
、
ど
ん
ど
ん
そ
っ
ち
に
広
が
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
か
と
言
っ
て
基
地
を
撮
ら

な
い
訳
で
は
無
く
て
、
未
だ
に
基
地
の
町
は
撮
っ
て
い
る
し
、
長
崎
に
居
て
も
被
爆
者
の
方
々
を
未
だ
に
撮
ら
せ
て
頂
い
て

い
ま
す
し
、
原
爆
遺
物
も
機
会
が
あ
れ
ば
撮
る
と
い
う
こ
と
で
、
変
わ
っ
て
は
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
。
ど
う
も
、
私
の
場

合
は
そ
う
い
う
行
動
パ
タ
ー
ン
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
説
明
が
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
。

写
真
の
場
合
は
、
や
は
り
撮
影
し
た
後
の
処
理
が
結
構
大
変
で
す
よ
ね
。
現
像
し
た
り
、
プ
リ
ン
ト
し
た
り
、
写
真
を
選

ん
だ
り
。
そ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
は
現
在
は
長
崎
で
す
の
で
、
長
崎
が
拠
点
で
あ
り
、
長
崎
に
居
る
事
が
多
い
ん
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

今
福
先
ほ
ど
、
東
松
さ
ん
は
位
置
付
け
と
し
て
は
長
崎
が
中
心
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
仕
事
に
対
応
し
な
が
ら
、
長
期
的
な

撮
影
旅
行
の
た
め
に
沖
縄
に
も
う
―
つ
の
拠
点
を
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
風
に
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
僕
は
東
松
さ
ん

の
無
意
識
を
ど
う
し
て
も
読
み
た
く
な
る
訳
で
す
け
れ
ど
。
僕
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
や
は
り
、
長
崎
に
四
十
年
間
こ
だ
わ
り
続
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
東
松
さ
ん
の
写
真
家
と
し
て
の
射
程
は
、
ほ
ほ

同
じ
く
ら
い
の
期
間
ず
っ
と
沖
縄
に
も
注
が
れ
て
い
て
、
か
つ
て
は
宮
古
に
も
住
ま
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
単
に
沖

(20) 

縄
で
撮
影
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
現
地
で
あ
る
種
の
文
化
運
動
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
現
実
に

つ
く
っ
た
り
し
て
来
ら
れ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
介
入
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
一
介
の
旅
行
者
や
放
浪
者
の
か
か
わ
り
方
と

も
全
く
違
う
。

今
福
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
す
。

東
松

(
2
0
)東松
は
、
一
九
七
三
年
に
宮
古
島
に
移
住
し
七
ヵ
月
滞
在
。
そ
の
間
同
地
の
約

三
十
名
の
青
年
た
ち
と
「
宮
古
大
学
」
を
創
る
な
ど
し
た
。
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長
崎
は
、
日
本
的
な
る
も
の
に
貼
り
付
い
た
ま
ま
、
外
に
向
か
っ
て
ず
っ
と
開
か
れ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
い

ろ
ん
な
も
の
が
流
れ
込
ん
で
き
た
、
そ
し
て
い
ろ
ん
な
も
の
を
輩
出
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
い
わ
ば
日
本
と
い
う
、
島
国

と
は
言
い
つ
つ
、
実
は
大
陸
的
な
も
の
を
全
部
取
り
込
ん
で
近
代
化
し
た
国
の
一
番
縁
に
あ
る
外
と
の
接
触
点
、
つ
ま
り
日

本
が
大
陸
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
い
く
た
め
の
拠
点
と
な
る
よ
う
な
港
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
歴
史
的
に
は
そ
う
だ
っ

た
ん
で
す
け
れ
ど
、
恐
ら
く
今
現
在
の
長
崎
に
於
い
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
す
で
に
痕
跡
の
様
な
も
の
に
な
っ
て
来
て
い
て
、

観
光
都
市
と
し
て
、
新
し
い
か
た
ち
で
、
外
部
と
の
色
ん
な
交
流
を
見
世
物
に
は
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
多
分
、
東

松
さ
ん
が
面
白
い
と
思
う
様
な
、
い
ろ
ん
な
も
の
の
流
動
の
果
て
に
堆
積
し
て
い
っ
た
時
間
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
も
の
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
寧
ろ
そ
う
い
う
日
本
列
島
の
縁
の
一
番
こ
う
激
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
み
た
い
な
も
の
を

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
発
散
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
に
も
実
は
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
今
現
在
で
も
沖
縄
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
い
わ
ば
東
松
さ
ん
に
と
っ
て
沖
縄
と
長
崎
を
結
ぶ
こ
の
運
動
は
、
一
っ
の
日
本
の
縁
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
居
て
、

せ
め

絶
え
ず
外
の
力
と
内
の
力
の
閲
ぎ
合
い
を
、
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
意
思
の
、
欲
望
の
、
必
然
的
な
結

果
で
あ
っ
て
、
或
る
意
味
、
長
崎
に
沖
縄
を
組
み
込
ん
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

東
松
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
ね
。
う
ち
の
仕
事
場
と
い
う
か
事
務
所
名
を
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
」
と
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
縁
」
で
す
ね
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
の
は
、
私
自
身
の
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
ま
し
て
、
な
に
か
の
中
間
点
に
立
た
な
い
と
物
事
が
見
え
て
こ
な
い
。
中
に
入
り
過
ぎ
て
も
見

え
な
い
し
、
遠
く
離
れ
過
ぎ
て
も
、
勿
論
見
え
な
い
。
だ
か
ら
中
間
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ

と
で
、
私
自
身
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
。

沖
縄
と
長
崎
と
い
う
、
ま
あ
、
私
は
好
き
だ
か
ら
撮
っ
て
い
る
ん
で
、
好
き
だ
か
ら
住
ん
で
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
け
れ
ど
、
共
通
点
が
無
い
訳
で
は
な
い
で
す
ね
。
何
が
一
番
共
通
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
今
言
っ
た
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
や
は
り
中
国
の
影
響
で
し
ょ
う
か
ね
。
ま
あ
、
ス
ペ
イ
ン
だ
、
オ
ラ
ン
ダ
だ
と
い
っ
て
、

出
島
が
あ
っ
た
り
し
て
、
い
ろ
ん
な
国
の
人
が
い
っ
ぱ
い
長
崎
に
は
出
入
り
し
て
い
る
し
、
そ
う
い
う
国
際
性
と
い
う
意
味

で
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す
か
、
長
崎
は
抜
け
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
ね
。
だ
け
ど
圧

倒
的
に
中
国
の
影
響
が
強
い
。
殆
ど
の
祭
り
は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
人
口
の
六
人
に
一
人
は
中
国
人
だ
っ
た
と
い

う
、
そ
ん
な
時
期
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
中
国
的
」
で
す
ね
。
し
か
も
、
い
ま
だ
に
福
建
省
の
人
た
ち
が
多
い
で
す
よ
ね
、
上

海
に
も
長
崎
県
の
上
海
事
務
所
が
あ
る
と
い
う
し
、
中
国
と
の
交
流
が
強
い
。
ま
あ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
東
シ
ナ
海
沿
岸
地
域
。

沖
縄
も
そ
う
で
す
ね
。
か
つ
て
沖
縄
は
中
国
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
日
本
は
鎖
国
時
代
、
琉
球
の
進
貢
貿
易
を
介
し
て
、

間
接
的
に
中
国
と
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
そ
れ
で
、
沖
縄
の
進
貢
船
が
中
国
入
り
し
た
の
は
、
や
は
り
福
建
省
で
あ
り
、

そ
の
後
沖
縄
に
居
つ
い
て
沖
縄
の
人
に
な
っ
て
い
る
中
国
人
は
福
建
省
の
人
が
殆
ど
で
す
よ
ね
。
と
い
う
意
味
で
、
共
通
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
東
シ
ナ
海
を
め
ぐ
る
長
崎
・
沖
縄
•
福
建
と
い
う
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
。
上
海
を
含
め
て
も
い
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
。
こ
の
エ
リ
ア
に
何
故
か
非
常
に
興
味
が
あ
る
。
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今
福
今
の
お
っ
し
ゃ
り
方
は
、
ほ
と
ん
ど
人
類
学
者
の
文
言
で
、
僕
よ
り
は
る
か
に
正
確
に
東
シ
ナ
海
の
文
化
的
な
地
勢

を
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
。

東
松
さ
ん
、
最
後
に
で
す
ね
、
僕
の
直
感
な
ん
で
す
が
ー
。
沖
縄
を
ず
っ
と
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
と
し
て
撮
ら
れ
て
い
た
。(21) 

そ
れ
で
、
沖
縄
か
ら
東
京
に
帰
っ
て
、
ま
た
沖
縄
に
出
て
い
っ
て
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
『
太
陽
の
鉛
箪
』
で
は
、

沖
縄
か
ら
外
に
出
て
行
く
と
き
に
、
行
き
詰
っ
た
八
重
山
の
人
間
が
島
抜
け
を
し
て
、
パ
イ
パ
テ
ィ
ロ
ー
マ
と
か
安
南
と
か

呼
ば
れ
て
い
る
南
の
楽
園
の
方
に
し
か
行
く
場
所
が
無
か
っ
た
、
そ
れ
で
、
南
の
方
に
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
の
伝
説

を
自
ら
追
い
か
け
よ
う
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
群
島
伝
い
の
ひ
と
つ
の
人
間
の
動
き
方
の
モ
デ
ル
み
た
い
な
も
の
を
想
定
し
な

が
ら
、
東
松
さ
ん
は
沖
縄
を
出
発
点
に
し
て
東
南
ア
ジ
ア
に
行
か
れ
ま
し
た
よ
ね
。
そ
こ
で
、
東
松
さ
ん
の
写
真
の
視
点
に

色
が
つ
い
た
。
カ
ラ
ー
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
モ
ノ
ク
ロ
だ
け
で
沖
縄
を
撮
っ
て
い
た
目
が
、
沖
縄
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
に
踏
み
出
す
時
に
一
気
に
色
が
つ
い
て
カ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
っ
て
|
~
そ
れ
以
後
ず
っ
と
沖
縄
も
長
崎
も
カ
ラ
ー
で
撮

ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

東
松
さ
ん
と
長
崎
で
話
を
す
る
度
に
「
中
国
に
行
き
た
い
」
と
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
沖
縄
を
拠
点

に
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
群
島
を
渡
っ
て
い
く
視
点
が
色
の
つ
い
た
も
の
、
非
常
に
多

角
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
瞬
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
か
、
東
松
さ
ん
的
な
運
動
の
あ
り
方
と
言
う
の
が
、

お
そ
ら
く
、
今
、
長
崎
、
沖
縄
を
結
ん
だ
そ
の
線
の
束
か
ら
さ
ら
に
中
国
の
方
に
踏
み
出
す
こ
と
で
、
な
に
を
生
み
出
し
て

ゆ
く
の
か
。
す
ご
く
期
待
す
る
気
持
ち
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

チ
ャ
ン
ポ
ン
、

チ
ャ
ン
プ
ル
ー

東
松
で
も
ね
、
ま
あ
私
も
今
年
七
十
五
歳
で
す
け
れ
ど
ね
、
若
け
れ
ば
行
け
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
ね
。
ち
ょ
っ
と
、

移
動
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

今
、
地
形
と
い
う
か
地
域
に
つ
い
て
東
シ
ナ
海
を
め
ぐ
る
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、
長
崎
と
沖
縄
の
共
通
性
と
し
て
の
中
国
と

い
う
問
題
を
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
言
葉
の
上
で
は
、
長
崎
に
は
「
チ
ャ
ン
ポ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
沖
縄
で
は
「
チ
ャ

ン
プ
ル
ー
」
と
い
い
ま
す
ね
。
チ
ャ
ン
ポ
ン
、
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
。
こ
れ
は
長
崎
の
魅
力
で
あ
り
、
沖
縄
の
魅
力
で
も
あ
る
。

あ
る
種
の
文
化
の
ご
ち
ゃ
混
ぜ
と
い
う
か
、
歴
史
の
ご
ち
ゃ
混
ぜ
。
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
時
間
も
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
て
し

ま
う
。
過
去
も
無
け
れ
ば
、
未
来
も
無
け
れ
ば
、
現
在
も
無
い
。
こ
う
い
う
も
の
を
全
部
一
緒
く
た
に
し
て
、
ぐ
つ
ぐ
つ
煮

て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ポ
ン
文
化
。
そ
れ
で
ま
あ
、
私
の
「
マ
ン
ダ
ラ
」
と
い
う
展
覧
会
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
テ
ー
マ
別
に
並
べ
て
い
た
も
の
を
、
今
回
は
全
部
チ
ャ
ン
ポ
ン
風
に
し
て
出
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
沖
縄
で
も
そ
れ
を
「
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
」
と
し
て
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
し
た
。
言
葉
を
換
え
る
と
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
の
は
チ
ャ

(
2
1
)東
松
照
明
「
カ
メ
ラ
毎
日
別
冊
太
陽
の
鉛
筆
』
（
毎
日
新
聞
社
、一
九
七
五
年
）
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ン
ポ
ン
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
長
崎
と
沖
縄
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
全
体
を
チ
ャ
ン
ポ
ン
状
態
、

(22) 

チ
ャ
ン
プ
ル
ー
状
態
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
風
に
、
や
っ
て
み
た
い
な
と
は
思
い
ま
す
が
。

今
福
結
局
、
そ
こ
が
僕
と
東
松
さ
ん
の
響
き
あ
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
僕
は
日
本
が
徹
底
的
に
チ
ャ
ン
ポ
ン
で
も
チ
ャ
ン
プ

ル
ー
で
も
な
い
と
い
う
自
己
幻
想
で
生
き
て
い
る
国
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
て
日
本
を
飛
び
出
し
て
行
っ
て
、
世
界

で
は
一
番
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
的
な
、
チ
ャ
ン
ポ
ン
的
な
、
カ
リ
ブ
海
に
行
き
着
い
た
訳
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、
も
う
先
住
民
の

イ
ン
デ
ィ
オ
は
ほ
と
ん
ど
絶
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
征
服
し
て
、
黒
人
が
奴
隷
と
し
て
連

行
さ
れ
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
ア
ジ
ア
人
が
た
く
さ
ん
移
民
し
て
来
て
、
ア
フ
リ
カ
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
さ
ら
に
ア
ジ

ア
人
と
い
う
、
無
数
の
出
自
を
も
っ
た
文
化
と
民
族
と
言
語
が
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
|
|
＇
そ
れ

を
ク
レ
オ
ー
ル
と
い
う
風
に
呼
ん
だ
訳
で
す
け
れ
ど
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
僕
の
中
に
あ
る
徹
底
的
に
一
元
化

さ
れ
た
日
本
幻
想
み
た
い
な
も
の
と
の
距
離
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
が
東
松
さ
ん
と
基
本
的
な

と
こ
ろ
で
響
き
あ
っ
て
い
る
部
分
な
ん
で
す
。

そ
こ
か
ら
戻
っ
て
来
て
、
も
う
一
度
日
本
と
い
う
場
所
に
僕
自
身
が
仮
の
居
場
所
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
沖
縄
や
奄

美
、
あ
る
い
は
東
松
さ
ん
と
の
関
わ
り
を
媒
介
に
、
長
崎
や
九
州
の
多
島
海
の
よ
う
な
場
所
に
惹
か
れ
て
い
く
の
は
、
同
じ

チ
ャ
ン
プ
ル
ー
や
チ
ャ
ン
ポ
ン
の
精
神
が
未
だ
に
生
き
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。

東
松
一
番
や
っ
て
み
た
い
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
、
チ
ャ
ン
ポ
ン
は
ね
、
時
で
す
ね
。
時
間
。
今
日
の
テ
ー
マ
。
時
を
ど
の
よ
う

に
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
、
チ
ャ
ン
ポ
ン
に
す
る
の
か
。
時
間
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
と
い
う
の
が
今
一
番
興
味
が
あ
り
ま
す
ね
。

し
か
し
、
写
真
は
も
う
宿
命
的
に
「
今
」
し
か
撮
れ
ま
せ
ん
ね
。
千
年
を
経
過
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
千
年
を
経
過
し
た

今
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
い
う
か
た
ち
で
、
今
し
か
撮
れ
な
い
。
こ
れ
は
も
う
宿
命
的
。
し
か
し
発
表
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ

は
関
係
な
い
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
時
を
ど
れ
ぐ
ら
い
混
ぜ
ら
れ
る
か
。
美
味
し
い
時
間
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
が
ど
う

や
っ
た
ら
出
来
る
か
。

で
も
、
た
と
え
ば
カ
リ
ブ
海
と
か
行
く
と
、
一
人
一
人
の
人
間
が
皮
膚
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
も
う
千
差
万
別
。

あ
ら
ゆ
る
混
血
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
皮
膚
で
、
一
組
の
夫
婦
か
ら
十
人
子
ど
も
が
い
た
ら
、
十
人
全
員
違
う
皮
膚
の
色
で
、

真
っ
白
で
目
が
青
い
人
も
い
れ
ば
褐
色
で
チ
リ
チ
リ
毛
な
ん
て
人
も
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
実
は
そ
う
い
う
時
間
の
堆

積
と
混
交
と
い
う
の
は
、
最
も
表
面
的
な
場
所
と
し
て
の
皮
膚
に
、
あ
る
意
味
で
見
事
に
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
よ

ね
。
一
方
で
、
写
真
は
皮
膚
の
現
在
し
か
撮
れ
な
い
。
人
間
を
相
手
に
す
れ
ば
、
皮
膚
と
い
う
表
層
し
か
撮
れ
な
い
か
ら
、

今
現
在
の
表
面
の
姿
し
か
撮
れ
な
い
こ
と
が
限
界
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
僕
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

寧
ろ
そ
う
い
う
一
番
表
層
の
、
表
面
に
、
つ
ま
り
皮
膚
に
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
の
積
み
重
ね
が
示
さ
れ
て
て
い
る
は
ず
で
、
東

松
さ
ん
の
写
真
と
い
う
の
は
、
人
間
の
皮
膚
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
社
会
の
皮
膚
で
あ
り
、
皮
膚
と
い
う
こ
ん
な
に

今
福

(
2
2
)東松
は
、
「
沖
縄
マ
ン
ダ
ラ
」
展
開
催
の
後
、
京
ま
ん
だ
ら
（
二
0
0
1
1一
年
一
0
月

十
八
H
I

十
一
月
二
四
日
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）
、
「
愛
知
曼
荼
羅
」
展

(
―1
0
0
六
年
六
月
＝
一
日
1

七
月
二
三
日
、
愛
知
県
美
術
館
）
、
「
東
松
照
明
[
T
o
k
y
o

晏
荼
羅
l」
展
（
二0
0

七
年
一
0
月
二
七
日

1
+

―
一
月
十
六
日
）
を
開
催
し
、
「
長
崎

マ
ン
ダ
ラ
」
―
―10
四
点
と
あ
わ
せ
、
全
―
―
八
三
点
に
よ
る
「
日
本
マ
ン
ダ
ラ
」
を
完

成
さ
せ
た
。
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薄
い
も
の
に
、
時
間
の
厚
み
を
も
っ
た
最
も
複
雑
で
混
沌
と
し
た
も
の
が
宿
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
風
に
思
う
ん
で
す
よ
。

今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
展
示
会
に
、
「
国
民
の
皮
膚
」
、"
S
k
i
nof the N
a
t
i
o
n
"
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
の
は
そ
の
意
味

で
も
示
唆
的
だ
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
僕
も
、
写
真
は
表
層
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
が
、
写
真
の
可
能
性
、

力
だ
と
い
う
風
に
、
東
松
さ
ん
の
写
真
か
ら
、
い
つ
も
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
「
時
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
、
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
を
し
た
い
」

と
い
う
東
松
さ
ん
の
新
た
な
意
志
は
素
晴
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
、
も
う
ず
う
っ
と
そ
れ
を
東
松
さ
ん
は
や
っ
て

来
ら
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
。
と
す
れ
ば
更
に
そ
の
先
で
、
今
こ
れ
か
ら
東
松
さ
ん
が
や
り
た
い
と
思
わ
れ
て
い

る
時
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
は
、
ま
す
ま
す
過
激
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
を
思
う
と
凄
く
興
奮
し
ま
す
。

0
客
席
と
の
質
疑
応
答

(23) 

来
場
者
こ
ん
に
ち
は
。
質
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
『
〈
1
1
:
0
2
〉N
A
G
A
S
A
K
I』
と
い
う
写
真
集
で
東
松
さ
ん
は
、
依
頼
を
受

け
た
仕
事
だ
っ
た
の
で
、
原
爆
に
つ
い
て
の
知
識
は
ま
る
で
無
か
っ
た
と
、
そ
の
状
態
で
長
崎
に
行
っ
て
写
真
を
撮
っ
た
と

い
う
話
を
書
か
れ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
、
撮
っ
て
み
て
、
撮
り
終
わ
っ
て
、
写
真
集
と
し
て
は
、
大
き
な
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
一
且
役
割
を
終
え
た
は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
東
松
さ
ん
本
人
の
心
の
問
題
と
し
て
、

ま
だ
自
分
に
整
理
が
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
以
来
ず
っ
と
今
に
到
る
ま
で
、
も
う
移
住
し
て
来
る
、
長
崎
に
住
民
票
を

移
す
ぐ
ら
い
の
情
熱
で
被
爆
者
の
方
と
か
を
撮
り
続
け
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
も
う
四
十
年

経
っ
て
、
そ
の
整
理
が
つ
か
な
か
っ
た
気
持
ち
と
い
う
も
の
は
、
現
時
点
で
ど
う
い
う
心
境
に
到
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。

東
松
た
ぶ
ん
、
死
ぬ
ま
で
回
答
は
出
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
。
要
す
る
に
長
崎
の
被
爆
の
状
況
の
写
真
を
撮
れ
と
い
う
、

原
水
協
の
依
頼
で
来
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
被
爆
者
お
よ
び
被
燥
物
を
集
中
的
に
撮
っ
た
ん
で

す
。
そ
れ
は
先
程
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
原
爆
が
落
ち
て
か
ら
十
六
年
経
っ
た
当
時
、
原
爆
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
破
壊

力
を
持
っ
て
い
る
か
、
一
発
の
原
爆
で
、
広
島
と
い
う
都
市
が
壊
滅
す
る
、
二
十
万
人
が
死
ぬ
、
長
崎
と
い
う
都
市
が
壊
滅

す
る
、
七
万
人
が
死
ぬ
と
い
う
よ
う
な
、
大
量
破
壊
兵
器
と
し
て
、
威
力
と
し
て
の
原
爆
と
い
う
の
は
、
世
界
中
で
知
れ
渡
っ

て
い
た
。
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
で
生
き
延
び
た
方
が
放
射
能
を
帯
び
て
、
そ
の
後
、
毎
年
、
毎
年
、
何
人
か
、
何
十
人
か
死
に

続
け
て
い
く
。
苦
し
み
な
が
ら
、
生
活
苦
、
病
苦
と
の
闘
い
、
差
別
と
の
闘
い
、
苦
難
の
中
で
生
き
続
け
て
い
る
。
し
か
も

東
松
次
は
、

ク
レ
オ
ー
ル
で
す
。

(
2
3
)東松
照
明
写
真
集
『
〈1
1
:
0
2
〉N
A
G
A
S
A
K
I
J

(
写
真
同
人
社
、
一
九
六
六
年
）
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私
が
来
た
時
は
、
十
六
年
経
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
十
六
年
間
の
苦
悩
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
私
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
て
|
|
。
何
も
長
崎
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
仕
事
と
し
て
割
り
切
っ
て
来
た
。
仕
事
と
い
う
の
は
お
金
を
貰
う
か
ら

来
る
わ
け
で
す
ね
。
原
爆
の
こ
と
も
何
も
勉
強
せ
ず
に
来
た
と
い
う
自
分
の
浅
は
か
さ
と
い
い
ま
す
か
、
自
責
の
念
と
い
い

ま
す
か
、
気
持
ち
の
整
理
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
そ
う
い
う
自
分

の
気
持
ち
の
整
理
が
つ
く
か
と
い
う
の
は
分
か
ら
な
い
か
ら
、
兎
に
角
、
そ
の
次
の
年
に
、
今
度
は
自
費
で
、
頼
ま
れ
仕
事

で
は
な
く
て
、
長
崎
に
ふ
ら
っ
と
来
て
し
ま
っ
た
。
来
れ
ば
、
当
然
最
初
に
来
た
時
に
お
会
い
し
た
被
爆
者
二
十
数
人
を
一

軒
一
軒
回
っ
て
、
「
お
元
気
で
す
か
」
と
い
っ
て
声
を
か
け
た
。
行
け
ば
、
写
真
家
で
す
か
ら
、
写
真
を
撮
り
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、

そ
れ
で
結
論
が
出
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
次
の
年
も
、
ま
た
同
じ
年
に
二
回
来
た
時
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ま
た
時

間
が
出
来
る
と
長
崎
に
来
て
し
ま
う
と
い
う
。

写
真
家
と
い
う
の
は
、
結
局
そ
う
い
う
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
と
い
う
か
、
な
に
か
こ
う
疑
問
が
起
こ
る
と
、
写
真
を
撮
る
と
い

う
行
為
を
と
お
し
て
し
か
、
こ
の
回
答
が
出
て
こ
な
い
も
の
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
ま
た
撮
り
に
来
る
。
し
か
し
撮
り
に

来
て
、
結
論
が
出
る
か
と
い
う
と
、
出
る
も
の
も
あ
れ
ば
出
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
で
、
ま
た
そ
の
次
の
年
も
来
る
と
い

う
こ
と
で
、
十
年
近
く
ず
る
ず
る
ず
る
ず
る
毎
年
の
よ
う
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
来
る
と
何
日
間
か
滞
在
し
ま
す
か
ら
、

ど
ん
ど
ん
興
味
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
被
爆
者
だ
け
で
な
く
な
っ
て
来
る
訳
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
先
程
も
言
い
ま

し
た
よ
う
に
、
長
崎
と
い
う
都
市
が
持
っ
て
い
る
、
歴
史
的
な
、
時
間
的
な
厚
み
、
そ
う
い
う
文
化
の
厚
み
と
言
っ
て
も
い
い
、

そ
れ
か
ら
人
々
の
生
活
僕
は
長
崎
風
の
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
が
大
好
き
で
、
ゆ
っ
く
リ
ズ
ム
で
す
ね
そ
う
い
う
こ
と
も
、

段
々
来
る
度
に
、
ど
ん
ど
ん
興
味
が
広
が
る
と
同
時
に
、
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
長
崎
と
い
う
町
が
好
き
に
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
か
ら
、
付
き
合
っ
て
い
る
被
爆
者
の
人
た
ち
は
、
最
初
は
被
爆
者
な
ん
だ
け
れ
ど
、
も
う
二
回
目
、
三
回
目
と
来
る
と
、

同
世
代
が
多
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
時
代
を
共
有
し
た
友
達
と
な
る
。
例
え
ば
山
口
仙
一
一
さ
ん
は
昭
和
五
年
生
ま
れ
で
、
全

く
私
と
同
じ
歳
で
す
ね
。
た
ま
た
ま
彼
は
長
崎
に
居
た
か
ら
被
爆
し
た
。
勤
労
動
員
で
三
菱
の
大
橋
工
場
に
行
っ
て
い
た
。

私
は
名
古
屋
で
小
熊
鉄
工
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
旋
盤
工
の
助
手
を
や
っ
て
い
た
。
飛
行
機
の
部
品
を
作
っ
て
い
た
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
|
|
。
入
れ
違
っ
て
い
た
っ
て
お
か
し
く
な
い
ん
で
す
ね
。
も
う
だ
か
ら
、
彼
と
私
と
の
境
目
が
段
々
な

く
な
っ
て
来
て
、
な
ん
と
な
く
付
き
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
段
々
み
ん
な
も
う
友
達
あ
る
い
は
家
族
み
た
い
に
な
っ
て
い
っ

て
、
結
婚
す
る
か
ら
、
娘
が
お
嫁
に
行
く
か
ら
と
通
知
が
来
る
。
そ
う
し
た
ら
、
ま
た
長
崎
に
来
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

も
う
被
爆
者
と
写
真
家
と
い
う
関
係
で
な
く
な
る
訳
で
す
。
だ
か
ら
、
被
爆
者
の
方
が
何
人
か
が
共
通
し
て
言
っ
て
い
た
の

は
、
ケ
ロ
イ
ド
と
い
う
の
は
、
原
爆
の
落
ち
る
側
、
大
体
右
の
頬
を
向
け
て
い
た
ら
、
そ
ち
ら
側
だ
け
が
ケ
ロ
イ
ド
に
な
っ
て
、

反
対
側
は
綺
麗
で
す
よ
ね
。
普
通
ど
こ
の
新
聞
社
も
、
ど
こ
の
テ
レ
ビ
局
も
原
爆
の
取
材
に
来
た
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

ケ
ロ
イ
ド
の
側
か
ら
し
か
撮
ら
な
い
。
「
で
も
東
松
さ
ん
は
両
方
撮
っ
て
く
れ
る
か
ら
嬉
し
い
」
と
言
っ
て
、
そ
う
い
う
言
葉

を
何
回
か
聞
い
て
、
逆
に
私
は
ビ
ッ
ク
リ
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
も
う
友
達
づ
き
あ
い
で
す
か
ら
、
被
爆
者
を
撮
り
に
来

て
い
る
訳
で
は
な
く
、
友
達
を
撮
る
訳
だ
か
ら
、
家
族
同
様
の
人
た
ち
を
撮
る
わ
け
だ
か
ら
、
ケ
ロ
イ
ド
を
撮
る
必
要
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
っ
ち
側
も
撮
れ
ば
、
あ
っ
ち
側
も
撮
る
。
い
ろ
ん
な
ア
ン
グ
ル
で
、
生
活
の
い
ろ
ん
な
隅
々
で
、
い
ろ
ん
な
ア
ク
シ
ョ
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来
場
者
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
構
成

ン
を
撮
っ
て
い
く
と
い
う
。
だ
か
ら
付
き
合
い
方
が
全
く
変
わ
っ
て
来
る
。

そ
の
内
に
段
々
益
々
好
き
に
な
っ
て
長
崎
に
住
み
着
い
て
し
ま
う
。
益
々
好
き
に
な
っ
て
沖
縄
に
住
み
着
い
て
し
ま
う
と

い
う
よ
う
な
、
私
の
生
活
そ
し
て
写
真
の
制
作
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
最
初
の
疑
問
が
解
け
た
わ
け
で

は
な
い
。
私
は
被
爆
者
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
被
爆
者
と
全
く
同
じ
風
に
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
同
じ
よ
う
な
感
情
も
持
ち

得
な
い
ん
で
す
。
例
え
ば
、
一
っ
の
言
葉
で
い
う
と
、
原
爆
の
こ
と
を
通
称
「
ピ
カ
ド
ン
」
と
い
い
ま
す
。
ピ
カ
ド
ン
と
い
え

ば
原
爆
の
こ
と
で
す
ね
。
「
ピ
カ
ッ
」
と
光
っ
て
、
「
ド
ン
」
と
い
う
。
最
初
、
私
も
そ
う
思
っ
て
ピ
カ
ド
ン
と
言
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
し
た
ら
、
詩
人
の
福
田
須
磨
子
か
ら
だ
っ
た
か
、
ピ
カ
ド
ン
と
い
う
言
葉
で
は
表
せ
な
い
と
、
ピ
カ
ッ
と
光
っ
て
ド
ン

と
い
う
音
が
聞
こ
え
る
の
は
、
あ
る
程
度
距
離
が
あ
る
と
い
う
。
近
距
離
で
被
爆
し
た
時
に
は
、
ピ
カ
ド
ン
で
は
な
い
と
。

何
キ
ロ
も
、
三
、
四
キ
ロ
あ
る
い
は
十
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
と
す
る
と
雷
と
一
緒
で
、
ピ
カ
ッ
と
光
っ
て
遠
い
と
こ
ろ
程
「
ド
ー

ン
」
の
距
離
が
開
い
て
い
く
。
雷
は
、
近
く
で
も
「
ピ
カ
ッ
ド
ー
ン
」
ぐ
ら
い
で
す
。
し
か
し
実
際
に
一
キ
ロ
以
内
で
被
爆
し

た
人
た
ち
は
ピ
カ
ド
ン
で
は
な
く
て
「
ピ
シ
ャ
ッ
」
と
い
う
。
光
っ
た
途
端
に
意
識
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
。
だ
か
ら
光
っ
た

と
い
う
こ
と
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
「
ピ
シ
ャ
ッ
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
や
は
り
被
爆

者
で
な
い
私
に
は
実
感
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
言
う
疑
問
で
、
ま

た
次
の
年
来
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
ね
。

で
は
そ
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
縮
ま
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
縮
ま
ら
な
い
、
永
久
に
縮
ま
ら
な
い
よ
う

な
気
も
す
る
が
、
し
か
し
私
に
出
来
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
写
真
を
撮
る
こ
と
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
で
は
撮
り
続
け
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
に
引
っ
越
し
て
来
ま
し
た
。
被
爆
者
に
は
な
り
得
な
い
け
ど
、
同

じ
時
代
を
生
き
た
人
間
と
し
て
、
伴
走
者
と
い
う
か
、
助
走
者
と
い
う
か
、
そ
の
時
代
を
共
に
生
き
て
い
く
、
共
に
走
っ
て

い
く
。
昭
和
な
ら
昭
和
、
平
成
な
ら
平
成
と
い
う
時
代
を
共
に
走
っ
て
い
く
。
ま
あ
、
ど
ち
ら
が
先
に
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
。

い
ず
れ
は
死
ぬ
で
し
ょ
う
け
ど
。
だ
け
れ
ど
、
写
真
は
残
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
程
度
の
結
論
し
か
出
て
い
ま
せ

ん
が
。
今
は
助
走
者
、
伴
走
者
と
し
て
走
れ
る
間
は
、
走
り
続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
晴
子
）
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雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
渡
辺
与
平
の
コ
マ
絵
に
つ
い
て

長
崎
県
美
術
館
で
は
平
成
十
九
年
度
（
二
0
0

七
）
に
「
長
岐
の
美
術
三
渡
辺
与
平
展
」
（
平

成
―
1
0
年
一
月
十
七
日
＼
三
月
九
日
）
を
開
催
し
た
。
展
覧
会
は
長
崎
出
身
の
画
家
渡
辺
（
旧

姓
宮
崎
）
与
平
(
-
八
八
九
＼
一
九
―
二
）
の
画
業
を
振
り
返
る
も
の
で
、
京
都
市
立
美
術
工
芸

学
校
在
学
中
の
画
稿
や
日
本
画
を
は
じ
め
、
洋
画
転
向
後
の
デ
ッ
サ
ン
や
油
彩
画
、
ま
た
当

(
2
)
 

時
人
気
を
博
し
た
コ
マ
絵
等
約
五
0
点
を
展
示
し
た
。

渡
辺
与
平
は
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
で
日
本
画
を
学
ん
だ
後
、
太
平
洋
画
会
研

究
所
に
入
所
し
て
中
村
不
折
の
下
で
研
鑽
を
積
ん
だ
。
そ
し
て
、
明
治
四
一
年
(
-
九

0
八
）
、

第
二
回
文
展
に
《
金
さ
ん
と
赤
》
が
初
入
選
し
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
太
平

洋
画
会
展
や
文
展
を
中
心
に
出
品
し
、
明
治
四
一
二
年
(
-
九
一

0
)、
第
四
回
文
展
で
妻
ふ
み

子
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
《
ネ
ル
の
き
も
の
》
が
三
等
賞
を
受
賞
、
翌
年
、
第
五
回
文
展
に
《
帯
》
《
こ

ど
も
》
の
二
点
が
入
選
し
て
い
る
。
今
後
が
嘱
望
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
明
治
四
五
年

（
一
九
―
二
）
六
月
、
喉
頭
結
核
と
肺
炎
を
患
い
ニ
ニ
歳
の
若
さ
で
急
逝
す
る
。
洋
画
家
と
し

て
の
活
動
は
四
年
余
り
と
い
う
大
変
短
い
も
の
で
、
ま
さ
に
志
し
半
ば
に
し
て
斃
れ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

コ
マ
絵
画
家
と
し
て
の
出
発
点
は
、
明
治
三
九
年
(
-
九
0
六
）
七
月
に
『
中
学
世
界
』
と
『
文

章
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
各
二
点
の
コ
マ
絵
で
、
い
ず
れ
も
投
稿
に
よ
る
掲
載
だ
っ
た
。
太
平

洋
画
会
研
究
所
に
入
っ
て
ニ
ヶ
月
が
過
ぎ
、
日
々
デ
ッ
サ
ン
の
練
習
を
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。

僅
か
な
所
持
金
だ
け
で
上
京
し
た
与
平
は
生
計
を
立
て
る
た
め
に
コ
マ
絵
の
仕
事
を
始
め
た

(
3
)
 

と
い
う
。
同
じ
よ
う
に
副
業
と
し
て
コ
マ
絵
を
描
い
て
い
た
師
中
村
不
折
の
後
押
し
も
あ
っ

て
か
、
明
治
四

0
年
(
-
九
0
七
）
以
降
、
『
国
民
新
聞
』
、
新
聞
『
日
本
』
、
『
少
女
の
友
』
、
『
日
本

少
年
』
、
『
女
学
世
界
』
、
『
兄
弟
』
『
姉
妹
』
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
、
『
ハ
ガ
キ
文
学
』
な
ど
様
々
な
新
聞
・

雑
誌
に
与
平
の
コ
マ
絵
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
人
気
画
家
の
仲
間
人
り
を
果
た
し
た
与

(
4
)
 

平
の
画
風
は
、
竹
久
夢
二
の
「
夢
二
式
」
に
対
し
て
「
ヨ
ヘ
イ
式
」
と
呼
ば
れ
、
子
ど
も
か
ら
文

化
人
ま
で
幅
広
い
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

(
5
)
 

与
平
の
コ
マ
絵
が
収
め
ら
れ
た
画
集
が
生
前
に
二
冊
（
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
、
『
コ
ド
モ
絵
ば
な

(

6

)

(

7

)

 

し
』
）
、
没
後
に
一
冊
（
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
愛
ら
し
き
少
女
』
）
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
新

聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
絵
を
再
録
し
た
も
の
で
、
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
は
『
国
民
新
聞
』
と
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
、
『
コ
ド
モ
絵
ば
な
し
』
は
前
述
の
雑
誌
か
ら
子
ど
も
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
も
の
、

『
ヨ
ヘ
イ
画
集
愛
ら
し
き
少
女
』
は
『
少
女
の
友
』
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
抜
粋
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
渡
辺
与
平
の
コ
マ
絵
画
家
と
し
て
の
仕
事
を
詳
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
て
、
『
ヨ
ヘ
イ
画

集
』
の
大
半
を
占
め
、
か
つ
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ

(
8
)
 

れ
た
コ
マ
絵
に
つ
い
て
、
一
覧
を
作
成
し
検
証
し
て
み
た
い
。

次
の
表
は
明
治
三
九
年
十
一
月
か
ら
明
治
四
五
年
二
月
ま
で
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ

れ
た
コ
マ
絵
全
一
五
五
点
の
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
画
像
の
下
に
は

コ
マ
絵
の
タ
イ
ト
ル
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
発
行
年
月
日
、
掲
載
号
、
掲
載
頁
、
お
よ
び
『
ヨ
ヘ

イ
画
集
』
に
再
録
さ
れ
た
際
の
タ
イ
ト
ル
、
掲
載
頁
を
記
し
て
い
る
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
初
め
て
与
平
の
コ
マ
絵
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
『
中
学
世
界
』
『
文
章
世
界
』

よ
り
も
四
ヶ
月
後
の
明
治
三
九
年
十
一
月
で
あ
る
。
後
々
の
コ
マ
絵
が
一
頁
使
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
こ
の
時
の
四
点
（
「
秋
の
夜
」
「
天
幕
旅
行
」
「
燈
下
」
「
落
葉
」
N
o
s
.
1
,
4
)

は
い
ず
れ
も
二

分
の
一
頁
程
度
の
大
き
さ
で
、
画
風
は
投
稿
の
コ
マ
絵
と
同
様
に
生
硬
さ
が
目
立
ち
、
後
の

伸
び
伸
び
と
し
た
線
描
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
一
年
ほ
ど
の
空
白
期
間
を
経
て
、
他
の
雑
誌
で
活
躍
し
始
め
た
頃
と
同
じ
明
治

遠
山

景
子
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四
0
年
十
二
月
か
ら
は
あ
る
程
度
継
続
的
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
再
開
後
の
コ
マ
絵

は
、
「
貿
易
不
欺
三
尺
子
」
(
N
o
.
5
)
、
「
船
問
屋
」(
N
o
.
7
)
、
「
肥
し
と
り
」
(
N
o
.
8
)
、
「
水
仙
」

(
N
o
.
9
)

、
「
囚
わ
れ
た
る
自
然
」(
N
o
.
1
0
)

、
「
お
亀
の
塔
」(
N
o
.
1
2
)

、
「
二
銭
渡
し
」(
N
o
.
1
4
)

、
「
桟

橋
」
(
N
o
.
1
5
)

、
「
チ
ャ
ン
ポ
ン
」(
N
o
.
1
6
)

、
「
茂
木
の
お
ち
か
さ
ん
」
(
N
o
.
1
7
)

、
「
あ
た
た
か
」

(
N
o
.
1
8
)

、
「
馬
」(
N
o
.
1
9
)

な
ど
長
崎
を
舞
台
に
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
与
平
が
明
治
四
〇

年
秋
に
脚
気
と
肋
膜
炎
を
患
い
、
療
養
の
為
に
長
崎
に
帰
省
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
一
年

間
の
空
白
の
理
由
に
は
健
康
上
の
問
題
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
お
け
る
与
平
の
コ
マ
絵
は
、
社
会
風
刺
的
な
も
の
、
鋭
い
人
間
観
察
に

よ
る
も
の
、
ま
た
、
身
近
な
人
物
や
日
常
の
情
景
を
題
材
に
し
た
も
の
が
多
い
。
中
で
も
、

長
崎
で
の
コ
マ
絵
の
よ
う
に
、
自
身
が
実
際
目
に
し
た
人
物
や
景
色
を
描
い
た
コ
マ
絵
は
、

そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
文
章
か
ら
彼
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
黄
色
い
顔
」

(
N
o
.
3
3
)

の
添
え
書
き
に
は
「
九
月
の
蒸
し
暑
い

H

、
上
野
か
ら
電
車
で
新
橋
に
行
く
。
（
後
略
）
」

と
あ
り
、
明
治
四
一
年
九
月
に
は
病
気
療
養
を
終
え
再
び
上
京
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
よ
り
其
一
」

(
N
o
.
9
4
)

か
ら
「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
よ
り
其
十
」

(
N
o
.
1
0
3
)

は
、
明
治
四
三
年
―
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
京
都
、
大
阪
、
名
古
屋
を
旅
し
た
時

の
も
の
だ
ろ
う
。
絵
日
記
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
四
三
年
八
月
に
妻

ふ
み
子
と
の
間
に
長
女
美
代
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
妻
や
子
ど
も
を
モ
デ
ル
に
、
「
産
湯
」

(
N
o
.
1
1
6
)

、
「
添
乳
」(
N
o
.
1
1
7
)

、
「
眠
児
」(
N
o
.
1
1
8
)

、
「
眼
鏡
の
女
」
(
N
o
.
1
1
9
)

、
「
幼
児
」

(
N
o
.
1
2
1
)

、
「
薬
局
」(
N
o
.
1
2
2
)

、
「
日
光
浴
」(
N
o
.
1
2
3
)

、
「
キ
ッ
ス
」(
N
o
.
1
2
5
)

、
「
だ
だ
」

(
N
o
.
1
2
6
)

、
「
お
し
め
」(
N
o
.
1
2
7
)

、
「
お
っ
ば
い
」(
N
o
.
1
2
8
)

、
「
お
ん
ぶ
」(
N
o
.
1
2
9
)

な
ど
を
描

き
、
数
ヶ
月
に
渡
り
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

左
表
に
よ
る
と
、
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ
マ
絵
―
―
―
九
点
の
う
ち
、
一
〇
一
点
が

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
未
調
査
で
は
あ
る

も
の
の
『
国
民
新
聞
』
か
ら
の
再
録
は
残
り
二
八
点
程
度
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
の
発
行
が
明
治
四
三
年
十
二
月
な
の
で
同
年
十
月
ま
で
の
も
の
だ
け
を

考
え
れ
ば
、
約
八
五
％
が
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
与
平
に

と
っ
て
重
要
な
雑
誌
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
数
字
で
あ
る
。

『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
に
占
め
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
コ
マ
絵
の
数
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
与

平
の
コ
マ
絵
画
家
と
し
て
の
活
動
の
中
心
は
や
は
り
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
だ
と
い
え
る
。
子
ど
も

向
け
の
雑
誌
に
多
く
の
コ
マ
絵
を
描
い
て
い
る
も
の
の
、
現
在
判
明
し
て
い
る
限
り
で
は
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
ほ
ど
定
期
的
な
掲
載
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
明
治
四
四
年
(
-
九
―
-
）
、

凡
例

そ
れ
ま
で
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ
マ
絵
が
ま
と
め
ら
れ
、
画
集
『
さ
し
ゑ
』
が
出
版

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
三
五
作
家
ニ
―

0
点
程
の
う
ち
、
与
平
の
コ
マ
絵
は

十
九
点
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
主
宰
の
高
浜
虚
子
が
与
平
の
没
後
、
誌
面
や
新
聞

に
才
能
あ
る
画
家
の
死
を
惜
し
む
追
悼
文
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に

と
っ
て
与
平
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
画
家
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

渡
辺
与
平
展
』
カ
タ

(
1
)渡
辺
与
平
の
画
業
全
体
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
渡
辺
与
平
の
生
涯
と
芸
術
」
『
長
崎
の
美
術
三

ロ
グ
、
長
崎
県
美
術
館
、
平
成
二

0
年
（
二
0
0

八
）
を
参
照
。

(
2
)
明
治
半
ば
か
ら
新
間
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
本
文
と
は
関
係
の
な
い
絵
を
指
し
、
草
画
（
挿
画
）
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
画
家
が
和
紙
に
原
画
を
描
き
、
木
版
画
の
場
合
は
彫
師
が
版
木
に
そ
れ
を
彫
っ
て
印
刷

用
の
原
版
を
作
っ
た
。

(
3
)「
渡
辺
与
平
ー
未
亡
人
・
亀
高
文
子
氏
の
語
る
」
上
笙
一
郎
編
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
史
』
太
平
出
版
社
、

昭
和
四
九
年
(
-
九
七
四
）
。

「
与
平
が
い
わ
ゆ
る
駒
絵
に
箪
を
染
め
ま
し
た
の
が
い
つ
な
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
わ
た
く
し
と
結
婚
し
ま
し
た
頃
は
、
も
う
、
し
き
り
に
描
い
て
い
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
中
略
）
む
か

し
レ
ー
ト
白
粉
だ
の
レ
ー
ト
ク
レ
ー
ム
だ
の
と
い
っ
た
化
粧
品
が
ご
ざ
い
ま
し
て
ね
。
与
平
は
そ
の
製
造
会
社
の

広
告
部
に
席
を
置
い
て
お
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
収
入
だ
け
で
は
暮
せ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
で
駒
絵
を
描
き
は

じ
め
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

(
4
)大
正
七
年
(
-
九
一
八
）
、
実
業
之
日
本
社
発
行
の
『
新
ら
し
い
言
業
の
字
引
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
よ
る

と
「
夢
二
式
と
前
後
し
て
出
た
画
風
で
無
邪
気
な
子
供
を
単
純
な
箪
致
で
そ
の
ま
ま
表
わ
す
処
に
特
徴
が
あ
る
渡

辺
与
平
氏
の
作
風
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
マ
絵
の
画
風
を
包
括
し
た
呼
称
で
は
な
く
、
子
ど
も
を
モ
テ
ィ
ー
フ

と
し
た
コ
マ
絵
に
限
定
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

(
5
)『
ヨ
ヘ
イ
画
集
』
文
栄
閣
書
店
、
春
秋
社
書
店
、
明
治
四
三
年
(
-
九
一0
)。

(
6
)
『
コ
ド
モ
絵
ば
な
し
』
一
致
堂
書
店
、
明
治
四
三
年
(
-
九
一0
)。

(
7
)
星
野
水
裏
編
『
ヨ
ヘ
イ
画
集
愛
ら
し
き
少
女
』
実
業
之
H

本
社
、
大
正
二
年
(
-
九
一
三
）
。

(
8
)上
笙
一
郎
前
掲
。

「
写
平
は
一
＿
日
本
新
聞Eや
『
国
民
新
聞
』
な
ど
に
も
描
き
ま
し
た
が
、
高
浜
虚
子
さ
ん
の
出
し
て
お
ら
れ
た
雑
誌
デ
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
が
、
駒
絵
の
最
高
の
舞
台
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
」

・
引
用
文
、
コ
マ
絵
の
タ
イ
ト
ル
は
適
宜
、
新
字
休
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

.
l
l内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

、
王

1111n 
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9
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1

1

,

9

9
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1

 

返
り
討
と
は
卑
怯
明
治
四
0
年

中
[
-
：
ほ
f
-尋
J

＿
勺
ら
―
な
奴
十
二
月
一
日

,

1

,

1

 

ロ
｀
落
葉

天
幕
旅
行

秋
の
夜

タ
イ

明
治
四

0
年

十
二
月
一
日

明
治
三
九
年

十
一
月
一
日

明
治
三
九
年

十
一
月
一
日

明
治
三
九
年

十
一
月
一
日

明
治
三
九
年

十
一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
巻
二
号

十
巻
二
号

十
巻
二
号

十
巻
二
号

十
一
巻
三
号

十
一
巻
―
二
号

掲
載
号

―
―
五

十
七

十
九 五 頁

貿
易
不
欺
三
尺

子 言
〈
イ
画
集j戌
心
ト
ル七 頁

12 11 10 
, 

お
亀
の
塔

定
九
郎

囚
わ
れ
た
る
自
然

水
仙

肥
し
と
り

7
i
電
直
＇

工
直

-'

L 

タ
イ

明
治
四
一
年

二
月
一
日

明
治
四
一
年

二
月
一
日

明
治
四
一
年

一
月
一
日

明
治
四
一
年

一
月
一
日

明
治
四
一
年

一
月
一
日

明
治
四
一
年

一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
一
巻
四
号

十
一
巻
四
号

十
一
巻
四
号

十
一
巻
四
号

十
一
巻
五
号

十
一
巻
五
号

掲
載
号

二
九

二
五

五 五
〇

四
五

四
四 頁

お
亀
の
塔

定
九
郎

囚
わ
れ
た
る
自

然 水
仙

「
ヨ
ヘ
イ
血
菜
j戌
心
ト
ル

五
七
九 四

一
三
四

頁
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a
 しi
 

7
 

[
し
ぃa
rハ
ロ
〗
一
茂
木
の
お
ち
か

さ
ん

明
治
四
一
年

四
月
一
日

明
治
四
一
年

四
月
一
日

6
 

ー

-
1〗]
：
心
濯
9
ニ
チ
ャ
ン
ポ
ン
明
治
四
一
年

四
月
一
日

桟
橋

明
治
四
一
年

四
月
一
日

15 

二
銭
渡
し

明
治
四
一
年

四
月
一
日

14 13 

石
炭
車

明
治
四
一
年

二
月
一
日

タ
イ

ル
一
発
行
年
月
日

十
一
巻
五
号

十
一
巻
七
号

十
一
巻
七
号

十
一
巻
七
号

十
一
巻
七
号

十
一
巻
七
号

掲
載
号

L
 

二
プ

二
五

十
七

十
頁

か
み
そ
り

茂
木
の
お
ち
か

さ
ん

長
さ
き
に
て

荷
馬
車

言
ヘ
イ
回
集j環
心
ト
ル

七 七 ハ
九

I
 01
—— 頁

24 23 22 21 20 19 

匂；
I っ耳埠上.,,_月 I

i 』 』 i 農 馬 夕

` 
板畠 i 

イ

多 卜

ル

>> >> >> >> り〗 り鸞
発
行
年

日ー幽 日ー 日ー 日ー 日ー 日ー 月
年 年 年 年 年 年

日

十 十 十 十 十 十 掲

ー： : : : > t 
載

万口

四 二 二 = = 
石 二 九 王 = 頁

並の月 並月の並五>月 且曲其 板且其 並構の圏 並句月のり 並題E 月五 靡 且
ヨ一

ヘ

店直] :; 
ン

ル

吾 五 五 忍 合 旦 頁

34 



汽
車
中
所
見

過
去
を
誇
る
人

29 

西
京
木
屋
町
三
条
一
明
治
四
一
年

に
て
八
月
一
日

28 

バ
ン
ザ
イ

明
治
四
一
年

八
月
一
日

明
治
四
一
年

八
月
一
日

明
治
四
一
年

六
月
一
日

27 

H
 長

崎
名
物
は
た
揚
明
治
四
一
年

ず
六
月
一
日

~' 一

26 5
 

2
 

直
祠
り

9

日

▽
ー
p
□
1〗
]
月
並
の
自
殺

明
治
四
一
年

五
月
一
日

タ
イ

ル
一
発
行
年
月
日

十
一
巻
八
号

十
一
巻
九
号

十
一
巻
九
号

十
一
巻
十
一
号

十
一
巻
十
一
号

十
一
巻
十
一
号

掲
載
号

一
七

二
九 王

四
五 頁

過
去
を
誇
る
人

西
京
木
や
町

条
に
て

は
た
揚

月
並
五
題
其
五

月
並
の
自
殺

「
ヨ
ヘ
イ
画
集
j渾
心
ト
ル一

三
七

七
七 ハ

六
五
四 頁

36 35 34 33 31 

二
旦

口

2
 

図

i
:
＼
9

日
[
f

: ! ; ! ! : ; 
! i ; :,! 
! i 卓

烏 腋
の
下

は
な
糞

黄
色
い
顔

よ
そ
ゆ
き
の
顔

あ
の
児
の
母
と
し

明
治
四
一
年

十
月
一
日

て
は
余
り
に
若
い

と
思
っ
た

タ
イ

明
治
四
一
年

十
一
月
一
日

明
治
四
一
年

十
一
月
一
日

明
治
四
一
年

十
一
月
一
日

明
治
四
一
年

十
一
月
一
日

明
治
四
一
年

十
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
一
号

十
二
巻
一
号

十
二
巻
二
号

十
二
巻
二
号

十
二
巻
二
号

十
二
巻
二
号

掲
載
号

二
五

十
七

十
一
七

頁

烏 腋
の
下

は
な
糞

黄
ろ
い
顔

（
黄
色
い
顔
）

よ
そ
ゆ
き
の
顔

あ
の
児
の
母

言
ヘ
イ
画
菜j戌
心
ト
ル四 四

五
四
四

四
六

ニ
四 頁

35 



42 41 

••••••• 
. .~··~.9 

...... 

.
 

9,•9 

•.. 

, 

,
 

.... 
,., 
... 
r,"'
2 

.~ 

.. 
~
~
~
•
9
 

一
ー

゜
4
 

39 

三．，し 9. " 

.:' 

38 

国...... 甲
．
い
印
沿5祖
灼
閉
~

田
沼
柘
~
柘
”
届
"
"

37 

カ
ク
レ
ン
ボ
ウ

平
和
の
シ
ン
ボ
ル

あ
め
や

た
き
ぎ

豚
虎
列
剌

亀
や
の
二
階
か
ら

タ
イ

明
治
四
二
年

一
月
一
日

明
治
四
二
年

一
月
一
日

明
治
四
一
年

十
二
月
一
日

明
治
四
一
年

十
二
月
一
日

明
治
四
一
年

十
二
月
一
日

明
治
四
一
年

十
二
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
三
号

十
二
巻
三
号

十
二
巻
三
号

十
二
巻
三
号

十
二
巻
四
号

十
二
巻
四
号

掲
載
号

十
七

十 四
九

四
五

四
一
七

頁

カ
ク
レ
ン
ボ
ウ

平
和
の
シ
ン
ボ

ル 飴
屋

多
摩
河
原
に
て

豚
虎
列
刺

亀
や
の
二
階
か

ら 「
ヨ
ヘ
イ
画
集
j戌
心
ト
ル―

―
九

―
―
五

―
―
七 : 一

三
九

頁

48 47 46 45 44 43 

ハ
ナ
、
ハ
ナ
、
ハ
一
明
治
四
二
年

ナ
、
ハ
ナ
、
メ
ニ
月
一
日

二

＾尺＼Gil給注＼ノ
/’ 
ヽ

,
 
.. ，．＇，
＇
．
，
．
ー
・
・

,., 

... ,., .. '•,. 

9
9
9
9
9
,
•
“
9
’
●
,
'
』
＇
，
•
"
＇
"

.

.
 
~999,99~9, 

＼
念
＿
―

.. 

も
〗
；
！

お
化
粧

お
針

芸
術
家

善
松
君

侮
辱

タ
イ

明
治
四
二
年

二
月
一
日

明
治
四
二
年

二
月
一
日

明
治
四
二
年

一
月
一
日

明
治
四
二
年

一
月
一
日

明
治
四
二
年

一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
四
号

十
二
巻
四
号

十
二
巻
四
号

十
二
巻
五
号

十
二
巻
五
号

十
二
巻
五
号

掲
載
号

裏
表
紙

ト
ヒ
_

t 

十 二
九

二
五 頁

お
化
粧

芸
術
家

太
鼓
の
天
才
善

松
君

侮
辱

「
ヨ
ヘ
イ
画
集
jぺ
心
ト
ル九 五

五
四

頁

36 



54 53 52 51 50 49 

雨
上
り

明
治
四
二
年

七
月
一
日

□: ; : : t 9,ｷ • • 
; •さ i ;. 
! 

ｧ 9 目；
・し· • 
99’·. i t 

i g t 

i i 
思
い
出
せ
な
い
顔

_m嘉．瓜びふ

エ
ン
ソ
ク

明
治
四
二
年

五
月
一
日

明
治
四
二
年

五
月
一
日

げ〗
空
想
の
糸
が
切
れ
＿
明
治
四
二
年

て
五
月
一
日

恋
あ
ら
ば
い
か

に
、
こ
の
秋
、

こ
の
月

明
治
四
二
年

四
月
一
H

⑪ ⑭ 

君
は
い
ま

明
治
四
二
年

四
月
一
日

タ
イ

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
七
号

十
二
巻
七
号

十
二
巻
八
号

十
二
巻
八
号

十
二
巻
八
号

十
二
巻
十
号

掲
載
号

十 十
七

十 ハ
五

頁

S
o
m
e
t
h
i
n
g
 

あ
め
あ
が
り

エ
ン
ソ
ク

恋
あ
ら
ば
い
か

ア
）

ー 君
は
い
ま

「
ヨ
ヘ
イ
画
集
j戌
心
ト
ルJ¥ ―

二
七

1
0
四

二
七 頁

60 59 8
 

i
」
わ
配

5
 

毎
あ
さ

村
一
番
の
顔
し
て

57 56 

/
 

55 

ビ］
ひ
る
ね

夕
焼
小
焼
明
日
は

天
気
に
な
れ

月
前

麦
の
秋

タ
イ

明
治
四
―
一
年

九
月
一
日

明
治
四
二
年

八
月
一
日

明
治
四
二
年

八
月
一
日

明
治
四
二
年

七
月
一
日

明
治
四
二
年

七
月
一
日

明
治
四
二
年

七
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
十
号

十
二
巻
十
号

十
二
巻
十
号

十
二
巻
十
一
号

十
二
巻
十
一
号

十
二
巻
十
二
号

掲
載
号

十 四
九

四
五

二
五

十
七 頁

毎
あ
さ

村
一
番
の
顔

ひ
る
寝

ユ
ー
ヤ
ケ
コ
ヤ

ケ
ア
ス
ハ
テ
ン

キ
ニ
ナ
ー
レ

月
前

言
ヘ
イ
画
集j項
心
ト
ル八

四
九
七

二
五

1
0
八

1
0
九

頁

37 



66 

コ
ス
モ
ス
に
は

明
治
四
二
年

十
月
一
日

ハ
イ
カ
ラ
な
女
を
＿

連
想
す
る

5
 

口
肴
屋

6
 

64 

口ご」
昧

合
せ
鏡

63 62 

宵
に
ち
ら
り
と

見
た
ば
か
り

雲
の
峰

61 

タ
イ

明
治
四
二
年

九
月
一
日

明
治
四
二
年

九
月
一
日

明
治
四
二
年

九
月
一
日

明
治
四
二
年

九
月
一
日

明
治
四
二
年

九
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
二
巻
十
二
号

十
二
巻
十
二
号

十
二
巻
十
二
号

十
二
巻
十
二
号

十
二
巻
十
二
号

十
三
巻
一
号

掲
載
号

J¥ 
し

二
プ

二
五

十
七 頁

コ
ス
モ
ス

マ
グ
ロ
ニ
タ
イ

カ
ツ
オ
ナ
マ
リ

ニ
ハ
ン
ペ
ン

一
昧

あ
わ
せ
鏡

宵
に
ち
ら
り
と

函
日

言
ヘ
イ
画
染j戌
心
ト
ル九

八
四
八

五
六

四
九

九 頁

72 71 70 69 68 67 

I 己g~ と一3•f/,,喩'，、i9;.; 9 ；こ
;; 

団

ぼおえた 鏡? の中に 悶含 篇 冒．ノし• , i 
夕

イ
隅

尼 卜
の
女

）レ

>> 汀 汀 汀 >`> >>
発
行
年

日― 日― 日ニ 日ニ 日ニ 日ニ 月元 五 年 年 年 年
日

士 士 古 工 古 工 掲

屠 函 函 薔 函 薔 載

万ロ ーロ弓・ ーロ弓 万ロ ーロ巧 号 万ロ

危 九 i¥ 八

畠 ゜ 三 五
頁

且： 闘 > , 畠
ヨ' 

ヘ

;盆染t 
門

ル

晃 克 合 頁
五 = 

38 



78 77 76 75 74 73 

屯
霜
の
朝

つ
り
堀

白
か
べ
と
柿
と

青
空

島
原
通
い

近
眼

お
か
え
り
？

タ
イ

明
治
四
二
年

十
二
月
一
日

明
治
四
二
年

十
一
月
一
日

明
治
四
二
年

十
一
月
一
日

明
治
四
二
年

十
一
月
一
日

明
治
四
二
年

十
一
月
一
日

明
治
四
二
年

十
一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
三
巻
二
号

十
三
巻
二
号

十
三
巻
二
号

十
三
巻
二
号

十
三
巻
三
号

十
三
巻
二
号

掲
載
号

七
二
九

二
五

十
七

ト
― 頁

都
会
の
朝

つ
り
堀

白
か
べ
と
柿
と

青
空

島
原
通
い

近
眼

お
か
え
り
？

言
ヘ
イ
画
集j渾
心
ト
ル―

二
八

1
0
五

ハ
七

1
0
 

一
四

゜
頁

84 83 82 81 80 79 

ゾ
名
刺
配
達

［占

い
た
ば
し
ゆ
き

日

な
が
夜

染
井
よ
り

コ
シ
ベ
ン
と

カ
ラ
ッ
カ
ゼ

タ
イ

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
二
年

十
二
月
一
日

明
治
四
二
年

十
二
月
一
日

贋

明
治
四
二
年

十
二
月
一
日

明
治
四
二
年

十
二
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
三
巻
三
号

三
巻
三
号

十
三
巻
三
号

十
三
巻
三
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

掲
載
号

ハ
五

万． 四
九

四
五

四 頁

田
舎
の
朝

名
刺
配
達

い
た
ば
し
ゆ
き

な
が
夜

染
井
ヨ
リ

コ
シ
ベ
ン
と
カ

ラ
ッ
カ
ゼ

言
ヘ
イ
血
集l環
心
ト
ル―

二
九

一
五
〇

四
万

一
四

一
五
九

一
四
三

頁

39 



90 89 88 87 86 85 

I

ぼ
?
4
3
-

,

1

1

 

9
>ロ

」
[

曰

函

わ
が
庭

ツ
メ
ヲ
キ
ル

ハ
ナ

寒
き
日

初
荷
の
か
え
り

間
オ
ア
ス
ケ

タ
イ

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

掲
載

号

『
\
、L

J

ブ
八
五

八 ヒ
ヒ
—— 七 ハ

九
頁

わ
が
庭

ツ
メ
ヲ
キ
ル

は
な

寒
き
日

初
荷
の
か
え
り

言
ヘ
イ
回
菜j戌
心
ト
ル

1
0
 

一
四
七

一
六
〇

一
五 頁

96 95 94 93 92 91 

?': i : ; 
; ~ ! i'. 
: : ? ; ; 

ｷ :、;...: ; 

i よス
りケ

其；
三ブ

>

:t
• [-

9.ll 

?〖戸
唸心ぃ

0 0  DO  
D 0 

El 令.Er のす

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
＿
明
治
四
三
年

よ
り
其
二
四
月
二
五
日

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
＿
明
治
四
三
年

よ
り
其
一
四
月
二
五
日

[
不
明
（
「
＝
＿
月
七

日
京
卜
に
て
」
)
]

"
U
.＇
ヽ
＇

六
ス
タ

手
の
印
象

タ
イ

明
治
四
三
年

四
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

明
治
四
三
年

一
月
一
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
三
巻
八
号

定
期
妍
刊
第
一
冊

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

十
三
巻
八
号

定
期
堺
刊
第
一
冊

十
三
巻
四
号

十
三
巻
四
号

十
三
巻
七
号

掲
載
号

一
六
五

一
五
九

一
五
三

裏
表
紙

九
七

九 頁

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
三

本
能
寺

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
プ
ッ
ク

よ
り
二

あ
っ
ち
向
い
た

奉 京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
一
東

j
 

J
 

[
不
明
「
三
月
七

日
京
卜
に
て
」
]

吊
t

ぇ
入
夕

「
ヨ
ヘ
イ
回
集
j戌
心
ト
ル

九 七 五 扉
―
二
0

頁

40 



100 98 97 

口

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
＿
明
治
四
三
年

よ
り
其
八
四
月
二
五
日

＼
＼
＼
ー
／

¥
 

.
，
b、

•
←
●
"
少

t•,."

2~ 

、
.
＾
”

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
其
七

明
治
四
―
―
一
年

四
月
二
五
日

甫
汽
叫
・
且
月
"
"
t
r
[
”

:
〗
[
ノ
い
[
;
一
門
彗
闘

巴］99
.... 
', h 9 9,  

；・
9 は●9.^ • 
牛 9 9 9 ^ 

C '  s 
ヘ/,

ヽし
'. i r, 

g : 6 
;; 5 

ー゚ー

>g:ef
゜

... ••• 
,
 

.......... 

,
 

....... 
' 

口

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
＿
明
治
四
三
年

よ
り
其
六
四
月
二
五
日

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
一
明
治
四
一
一
一
年

よ
り
其
九
四
月
二
五
日

三己＿――- ".l 
9. ; ; 9 ; ,.: ; ; 9,  : 

、 9 ;、

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
＿
明
治
四
三
年

よ
り
其
五
四
月
二
五
日

タ
イ

ル
一
発
行
年
月
日

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

ー
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

ー
―
―
―
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
第
一
冊

掲
載
号

二
〇

一
九
五

一
八
九

一
八
―
―
―

七
七

一
七 頁

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
九

名
古
屋
城

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
八

終
列
車

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

ヒ

よ
り時

計
京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
六

大
阪

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
五

疏
水

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

よ
り
四

高
瀬
の
ヒ
キ
舟

Iヨ
ヘ
イ
画
集j心
心
ト
ル

L
 

ー

し
ー 十

七
十
五

十 十
頁

108 107 106 105 104 

ひ
る
が
お

帯 帰
り

浜 か
じ
め

タ
イ

明
治
四
三
年

六
月
二
五
日

明
治
四
三
年

六
月
二
五
日

明
治
四
三
年

六
月
二
五
日

明
治
四
三
年

六
月
二
五
日

明
治
四
―
―
一
年

六
月
二
五
日

ル
一
発
行
年
月
日

3
 

゜
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↑
\
〗
，
・
，
．
’
〗
[
三
？
闘
冨
戸

B

蒼
/
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'
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十
三
巻
十
一
号

定
期
増
刊
第
二
冊

十
三
巻
十
一
号

定
期
増
刊
第
二
冊

十
三
巻
十
一
号

定
期
増
刊
第
二
冊

十
三
巻
十
一
号

定
期
削
刊
箱
二
冊

十
三
巻
十
一
号

定
期
附
刊
第
二
冊

十
三
巻
八
号

定
期
増
刊
弟
一
冊

掲
載
号

八 七
七

七 ハ
九

ハ
五

二
0
七

頁

ひ
る
が
お

帯 漁
夫

朝
凪

カ
ジ
メ

京
都
行
の
ス

ケ
ッ
チ
プ
ッ
ク

よ
り
一

0
夜

汽
車

「
ヨ
ヘ
ィ
塁j戌
心r
ル

L
 

ニ
ー

八
七

r\`
f\` 

}} 
八
六 頁
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114 112 

9
位
く
つ
し
た

ぐ
／
ヽ
ビ］ ら

、
闘

109 

『
l

バ
5叫
]
雀

120 

プ

戸

f"] 

119 118 
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:
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117 

も‘

116 

-\' {f:-

115 

添
乳
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126 125 124 123 122 121 
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に ロ

奏 キ 旦 > 胃 窟 夕
ッ

ス ィ

卜

ル

]年[ [ 年[ : 年i ] I [i 年 :[ 
発
行
年
月
日

: 贔 ? 古 , 贔 贔> , 贔 占, 掲

載

号

t 古 五 開 開 四
頁三

ヨ一

ヘ

^ 五;: 
頁

132 131 130 129 128 127 

3¥  /〗よ

: | —可

一 ,- 台へ｀＇一 I 

! I I 

I ヤ＂r -ぐ i') I 

ごい？”S ピ

8 

塁こ □ は 99 盃, 9 

お お お 夕

ん つ し
の の ぶ ぱ め イ

思 思 し‘

し‘ し‘ 卜

出 出
ル

り〗 > :i ］年> 且年 り □
発
ノイ丁ー

年

日悶 日塁 月
日

古[ ? 占 i 贔 [ 占 : 占 贔: 掲

載

万仁―’

息 旦 > 九 五 頁

ョ一

ヘ

A ：盆菜; 
頁
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138 137 136 135 134 133 

1 印
-1壌t釦:=: , ゜ 悩賛コ五口一ぃゞ一---—～一 --: -~ヽ--‘‘

缶三〉

匹＿ 僕卜 其ニ僕ト 其ー僕ト 其五 都京 其四 都京 塁贔 夕

コ コ コ の の の イ

< 息 ｧ 思 思 思
し‘ し‘ し‘ 卜

出 出 出
ル

汀 > 汀 > り〗 >
発
イ、9丁-a  

年

日塁 日塁 日旦 月
日

占> 占! 占> 五? ? 五 ? 贔
掲

載

でにコ

四 = > 贋 開 頁元 六 五

ョ' 
ヘ

:ル白菜: 

頁

144 

｛
心
饒

t
h夕

ぃ

14-
, 

口

；
仄
ー

142 

--二? 
麗］

141 

僕
ト
コ
の
近
辺

其
九

僕
ト
コ
の
近
辺

其
八

僕
ト
コ
の
近
辺

其
七

僕
ト
コ
の
近
辺

其
六

僕
ト
コ
の
近
辺

其
五

140 139 

>(;
僕
ト
コ
の
近
辺

其
四

タ
イ

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
四
巻
九
号

十
四
巻
九
号

十
四
巻
九
号

十
四
巻
九
号

十
四
巻
九
号

十
四
巻
九
号

掲
載
号

ハ
0

五
七

五
四

五 四
八

四
五 頁

「
ヨ
ヘ
イ
画
菜
j湛
心
ト
ル
頁
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150 149 148 147 146 145 

鏡 失
題

旦

-;) -つ-t三＿
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失
題

か
げ
ろ
う
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-全•土＿＿，弓ぴ

風
か
お
る

11 I芦ニー

こ富ぷコ工；t

僕
ト
コ
の
近
辺

其
十

タ
イ

明
治
四
四
年

九
月
一
日

明
治
四
四
年

八
月
一
H

明
治
四
四
年

八
月
一
日

明
治
四
四
年

六
月
一
日

明
治
四
四
年

六
月
一
日

明
治
四
四
年

四
月
十
八
日

ル
一
発
行
年
月
日

十
四
巻
九
号

十
四
巻
十
一
号

十
四
巻
十
一
号

十
四
巻
十
三
号

十
四
巻
十
三
号

十
四
巻
十
四
号

掲
載
号

王
五
七

五
七

五 頁

「
ヨ
ヘ
イ
画
染
j戌
心
ト
ル
頁

155 154 153 152 151 
.·, 

，＼亨 Ir 

I＼三｀ベ]／ニ;，望｀̀ >, 

こi, 国！

白 贔 贔 贔 贔 夕

イ

卜

ル

：『 : [ 十讀明 >> >年
発
行
年

昇 ー日 年四 月
日

ｧ i 悶』 i = 
; 古: 号

掲

載

万' ]rココ- 号

> 二 四

畠 王 頁

ョ一

ヘ

:ル己菜t 

頁
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こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
、
長
崎
県
美
術
館
が
所
蔵
す
る
須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る

作
品
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
（
二
0
0

四
）
に
ス
ペ
イ
ン
人
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調

査
報
告
書
の
一
部
の
和
訳
で
あ
る
。

こ
の
調
査
は
、
平
成
十
七
年
(
―
1
0
0
五
）
四
月
二
三
日
に
お
け
る
長
崎
県
美
術
館
の
開
館

に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
マ
ド
リ
ー
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
の
メ
ル
セ
デ
ス
・

ア
ゲ
ダ
・
ビ
リ
ャ
ー
ル
教
授
、
マ
リ
ア
・
ビ
ク
ト
リ
ア
・
チ
コ
・
ピ
カ
サ
教
授
、
ヘ
ス
ス
・

グ
テ
ィ
エ
レ
ス
・
ブ
ロ
ン
教
授
の
三
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
八
四
点
の
作
品
解

説
が
彼
ら
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
調
査
の
成
果
は
、
開
館
記
念
展
「
よ
み
が
え
る
須
磨
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
ー
ス
ペ
イ
ン
美
術
の
五
百
年
」
と
そ
の
図
録
に
反
映
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
全
八
四
点
の
作
品
解
説
の
う
ち
二
五
点
の
和
訳
を
掲
載
す
る
。
残
り
の
訳
文

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
こ
の
紀
要
に
お
い
て
、
順
次
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

今
回
掲
載
す
る
テ
キ
ス
ト
の
執
箪
者
は
、
メ
ル
セ
デ
ス
・
ア
ゲ
ダ
・
ビ
リ
ャ
ー
ル
教
授
、

翻
訳
者
は
小
倉
康
之
氏
（
玉
川
大
学
准
教
授
）
と
楠
根
圭
子
氏
（
武
蔵
野
美
術
大
学
講
師
）
で
あ

る
。な

お
、

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
調
査
は
、
作
品
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
執
筆
者
は
作
品
を
実
見
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
作
品
デ
ー
タ
に
は
「
作

品
を
実
見
せ
ず
に
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
い
っ
た
執
筆
者
の
留
保
的
コ
メ
ン
ト
が
付
さ

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
（
福
満
葉
子
）

須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
木
且
報
告
書
□

／

〇
解
説
は
、
油
彩
・
素
描
・
版
画
の
順
に
（
同
一
ジ
ャ
ン
ル
内
は
、
大
ま
か
な
制
作
時
期
の
順
に
）
配
列
し
た
。

0
作
品
デ
ー
タ
は
、
『
よ
み
が
え
る
須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー
ス
ペ
イ
ン
美
術
の
五
百
年

j
（
長
崎
県
美
術
館
、
二
0
0

五
年
）

技
法
・
材
質

サ
イ
ズ
（
縦
x

横
）

＊
『
長
崎
県
美
術
館
所
蔵

0
執
箪
者
及
ひ
翻
訳
者
略
号

M
A
Y
:
メ
ル
セ
デ
ス

k
k
芯
楠
根
圭
子

y
o
:
小
倉
康
之

0
[
 l内
は
訳
者
も
し
く
は
編
焦
サ
イ
ド
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
総
目
録
二

0
0
五
j
に
掲
載
さ
れ
た
「
I

絵
画
」
セ
ク
シ
ョ
ン
の
通
し
番
号
。

ア
ゲ
ダ
・
ビ
リ
ャ
ー
ル

M
e
r
c
e
d
e
s
A
g
u
e
d
a
 Villar 

*
 

所
蔵
番
号
／
総
目
録
番
号

制
作
年

作
者
名

作
品
名

通
し
番
号

0
各
作
品
の
デ
ー
タ
の
配
列
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

の
テ
ー
タ
の
表
記
に
統
一
し
た

【
凡
例
】
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ミ
ゲ
ル
・
ハ
シ
ン
ト
・
メ
レ
ン
デ
ス
(
?
)

（
一
六
七
九
＼
一
七
三
四
）

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

1
0
四
·
三
x

八
ニ
・
九
e
m

AII-1 5
2
7
 /
1
4
2
 

半
身
よ
り
や
や
大
き
い
肖
像
画
。
人
物
の
体
は
向
か
っ
て
少
し
右
を
向
い
て
お
り
、
顔
は

ほ
ぼ
正
面
向
き
で
あ
る
。
黒
い
甲
冑
を
身
に
つ
け
、
赤
い
帯
を
胸
に
斜
め
に
掛
け
て
い
る
。

同
じ
く
胸
に
は
金
羊
毛
騎
士
団
の
勲
章
を
つ
け
て
い
る
。
人
物
は
左
手
に
ベ
ン
ガ
ラ
と
い
う

軍
隊
の
指
揮
棒
を
持
っ
て
お
り
、
豊
か
な
金
髪
の
巻
き
毛
の
上
に
、
白
い
羽
飾
り
の
つ
い
た

フ
ラ
ン
ス
式
の
黒
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
背
景
に
は
赤
み
が
か
っ
た
色
の
垂
れ
幕
が
見

え
、
画
面
の
左
側
全
て
の
部
分
を
覆
っ
て
い
る
。
右
側
に
は
開
口
部
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う

に
黄
昏
の
光
に
包
ま
れ
た
雲
が
の
ぞ
い
て
い
る
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
王
太
子
で
あ
る
。
一
六
八
三
年
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
で
生
ま
れ
、
一
七
四
六
年
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
没
し
た
。
一
七

0
0

年
に
ス
ペ
イ
ン
国
王
を

宣
言
し
、
フ
ェ
リ
ペ
五
世
の
名
で
死
ぬ
ま
で
国
を
統
治
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
人
画
家
ミ
ゲ
ル
・
ハ
シ
ン
ト
・
メ
レ
ン
デ
ス
は
無
数
の
機
会
に
フ
ェ
リ
ペ
五
世

の
肖
像
画
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
作
品
は
彼
に
帰
属
し
う
る
共
通
点
を
十
分
に
示
し
て
い
る
。

人
物
の
容
貌
は
、
一
七
―
二
年
の
日
付
が
あ
る
マ
ド
リ
ー
ド
の
セ
ラ
ル
ボ
美
術
館
の
作
品
と

一
致
し
て
い
る
し
、
人
物
の
背
後
に
垂
れ
幕
を
配
置
す
る
構
図
は
、
一
七

0
八
年
の
全
身
肖

像
画
（
グ
ア
ダ
ラ
ハ
ラ
、
イ
ン
フ
ァ
ン
タ
ー
ド
宮
、
サ
ン
テ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
侯
爵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

(
l
)
 

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
メ
レ
ン
デ
ス
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
作
品
群
の
中
に

は
、
こ
れ
と
同
じ
寸
法
と
構
図
を
も
つ
肖
像
画
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
甲
冑
を
つ
け

た
肖
像
画
は
一
点
の
み
存
在
す
る
が
、
甲
冑
も
人
物
の
顔
も
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

一
七
二
四
年
ご
ろ
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
肖
像
画
の
全
て
の
特
徴
は
、
ミ
ゲ
ル
・
ハ
シ
ン
ト
・
メ
レ
ン
デ
ス
を
作
者
と
思
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
は
こ
の
画
家
固
有
の
技
術
を
詳
細
に
見
る

ー

フ
ェ
リ
ペ
五
世

2
 

少
女
の
肖
像

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
制
作
年
代
は
、
他
の
肖
像
画
と
比
較
す
る
と
国
王
の
顔
立
ち
が
若
々

し
い
こ
と
か
ら
一
七

0
八
ー
一
七
一
五
年
頃
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

[
M
A
V
/
k
k
]

(
1
)
S
A
N
T
I
A
G
O
 P
A
E
N」E
L
E
N
A
M
i
g
u
e
l
j
a
c
z
n
t
o

M
e
l
e
n
d
e
z
(
1
6
7
9
,
1
7
3
4
)
.
 M
a
d
r
i
d
,
 M
u
s
e
o
 M
u
m
c
1
p
a
l
,
 1
9
9
9
 

(
2
)
I
b
i
d
e
m
,
 n
.
e
1
7
 

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
前
半

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

八
三
x

六
ニ
・
五
e
m

All 1
1
2
2
/
3
1
9
 

立
っ
て
い
る
少
女
の
全
身
肖
像
画
。
襟
と
袖
口
に
白
い
レ
ー
ス
を
あ
し
ら
っ
た
褐
色
の
服

を
着
て
い
る
。
シ
ニ
ョ
ン
を
結
い
、
レ
ー
ス
の
縁
飾
り
つ
き
の
黒
い
ネ
ッ
ト
を
か
ぶ
せ
て
い
る
。

真
珠
の
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
つ
け
、
首
に
は
真
珠
の
チ
ョ
ー
カ
ー
と
、
十
字
架
を
さ
げ
た
黒
リ
ボ

ン
を
巻
い
て
い
る
。
標
の
下
に
は
カ
ル
メ
ル
会
の
ス
カ
プ
ラ
リ
オ
が
見
え
る
。
赤
い
布
が
掛

け
ら
れ
た
机
の
上
の
本
に
右
手
を
の
せ
、
左
手
に
は
大
き
な
扇
を
持
っ
て
い
る
。
右
上
方
に
は
、

典
型
的
な
図
像
で
表
さ
れ
た
カ
ル
メ
ル
会
の
聖
母
像
が
雲
の
狭
間
に
見
え
て
い
る
。
聖
母
は

右
手
に
ス
カ
プ
ラ
リ
オ
を
持
ち
、
左
腕
で
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
抱
い
て
い
る
。

か
つ
て
は
マ
ド
リ
ー
ド
の
画
家
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
コ
エ
ー
リ
ョ
（
一
六
四
ニ
ー
一
六
九
三
）

の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
技
法
が
一
致
し
な
い
上
、
正
面
性
が
強
く
て
閉
塞
し
た
構
図
は

コ
エ
ー
リ
ョ
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
コ
エ
ー
リ
ョ
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
は
今

日
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
と
同
じ
特
徴
を
示
し
て
い
る
肖
像
画
は
一
点
も
存
在
し
な
い
。

こ
の
肖
像
画
の
図
像
は
、
描
か
れ
て
い
る
本
人
ま
た
は
注
文
者
が
、
カ
ル
メ
ル
会
の
聖
母

を
守
護
聖
人
と
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子

供
に
守
護
聖
母
や
聖
人
の
名
を
つ
け
る
の
は
よ
く
見
ら
れ
る
慣
習
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
幼

い
少
女
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
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油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

八
ニ
・
三
X

六
―
-
c
m

All 1
 5
2
8
/
3
2
6
 

下
端
の
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

[
`
•
D
o
n
.
M
i
g
u
e
l
 C
l
e
m
e
n
t
e
 

C
h
e
r
i
f
 d
e
 M
e
n
d
o
z
a
 (
n
a
c
i
d
o
 e
n
 E
s
p
a
n
a
.
 Hijo S
e
g
u
n
d
o
 d
e
 D
o
n
 J
o
s
e
p
h
 M
a
r
i
a
 C
h
e
r
i
f
 

d
e
 M
e
n
d
o
z
a
 /
 a
b
r
a
z
6
 la 
religion Cat6lica y
 lo fue

…

Onico 

d
e
 A
r
n
u
l
e
y
 A
d
m
e
s
t
a
d
 

E
m
p
e
r
a
d
o
r
 reinante d
e
 M
a
r
r
u
e
 /
 co
s
 p
o
r
 los aflos d
e
 1
7
 4
0
 h
a
s
t
a
 el 
d
e
 1
7
 4
 7
)
 
e
n
t
r
6
 

a
 ed
u
c
a
r
s
e
 d
e
 6
 afios n
o
 c
u
m
p
l
i
d
o
s
 e
n
 /
 el 
R
e
a
l
 C
o
l
e
g
i
o
 d
e
 C
o
l
e
g
i
o
 d
e
 S
a
n
 M
i
g
u
e
l
 

d
e
 G
r
a
n
a
d
a
 e
n
 2
9
 d
e
 julio d
e
 1
7
7
8
 e
n
 virtud d
e
 /
 Re
a
l
 o
r
d
e
n
 d
e
 8
 d
e
 f
e
b
r
e
r
o
 b
a
x
o
 la 

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

一
七
七
八
年

3
 

ミ
ゲ
ル
・
ク
レ
メ
ン
テ
・
チ
ェ
リ
フ

デ
・
メ
ン
ド
ー
サ

こ
の
人
物
が
誰
で
あ
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
。
十
九
世
紀
半
ば
よ
り
以
前
、

ス
ペ
イ
ン
に
カ
ル
メ
ン
と
い
う
名
の
内
親
王
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
一
人
、
カ
ル
ロ
ス
三
世

の
娘
で
セ
カ
ン
ド
・
ネ
ー
ム
に
そ
れ
を
持
つ
人
物
が
い
る
。
ガ
エ
ー
タ
（
ナ
ポ
リ
）
で

一
七
四
四
年
に
生
ま
れ
た
マ
リ
ア
・
ホ
セ
フ
ァ
・
カ
ル
メ
ラ
内
親
王
で
あ
る
。
彼
女
は
十
五

歳
で
ス
ペ
イ
ン
に
来
て
、
一
八

0

一
年
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
没
し
た
。
彼
女
の
ス
ペ
イ
ン
到
着

時
の
年
齢
は
、
こ
の
絵
と
一
致
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
カ
ル
ロ
ス
三
世
の
伝
記
作
家
フ
ェ
ル

ナ
ン
・
ヌ
ニ
ェ
ス
伯
の
言
菓
を
信
頼
す
る
な
ら
、
こ
の
内
親
王
が
マ
ド
リ
ー
ド
に
到
着
し
た

と
き
、
彼
女
は
非
常
に
小
さ
く
、
い
く
ら
か
障
害
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
メ
ン
グ
ス
が

一
七
六
一
＼
一
七
六
五
年
頃
に
描
い
た
彼
女
の
肖
像
画
（
エ
ル
・
パ
ル
ド
宮
、
皇
太
子
邸
）
に

は
、
全
く
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
認
め
ら
れ
な
い
。

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ヌ
ニ
ェ
ス
の
資
料
に
基
づ
き
、
ま
た
年
齢
が
十
五
歳
に
見
え
な
く
と
も
顔

立
ち
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
内
親
王
を
大
衆
的
な
画
家
が
描
い
た
肖
像
画
と

判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]

R
e
a
l
 p
r
o
t
e
c
c
i
6
n
 d
e
 S
.
M
.
 Ctholica el 
M
a
g
 /
 n
a
n
i
m
o
 y
 Liberalisimo S
e
n
o
r
 R
e
y
 D
o
n
 

C
a
r
l
o
s
 III 
q
u
e
 s
e
 d
i
g
n
6
 sefi.a 
/
 larle 
a
l
i
m
e
n
t
o
s
 e
n
 el 
real E
r
a
r
i
o
 a
 el 
c
a
r
g
o
 y
 

d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
6
n
 d
e
 los Sefi.ores 
I
n
t
e
n
d
e
n
t
e
s
.
"
 
[!ma :
「F
ン
・
ミ

J
fル
・
ク
レ
メ
ン
テ
・

チ
ェ
リ
フ
・
デ
・
メ
ン
ド
ー
サ
（
ス
ペ
イ
ン
に
生
ま
れ
る
。
ド
ン
・
ホ
セ
・
マ
リ
ア
・
チ
ェ
リ

フ
・
デ
・
メ
ン
ド
ー
サ
の
第
二
子
。
父
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
持
ち
、
一
七
四

0
年
か
ら

一
七
四
七
年
ま
で
モ
ロ
ッ
コ
を
統
治
し
て
い
た
皇
帝
ア
ム
レ
イ
・
ア
ド
メ
ス
タ
の
一
人
息
子

で
あ
っ
た
）
は
、
一
七
七
八
年
七
月
二
九
日
、
六
歳
に
満
た
な
い
年
齢
で
、
い
と
も
偉
大
に
し

て
寛
大
な
る
ス
ペ
イ
ン
国
王
ド
ン
・
カ
ル
ロ
ス
三
世
陛
下
の
庇
護
の
も
と
、
一
一
月
八
日
の
勅

令
に
よ
り
グ
ラ
ナ
ダ
の
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
王
立
学
院
で
勉
学
を
開
始
し
た
。
陛
下
は
需
品
担
当

官
に
、
王
立
倉
庫
の
食
料
を
配
給
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
」
]

黒
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
。
褐
色
の
肌
の
少
年
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
い
髪
粉
を
ふ
っ

た
嬰
を
か
ぶ
り
、
黒
い
リ
ボ
ン
で
髪
を
結
ん
で
い
る
。
ほ
ほ
四
分
の
三
正
面
の
立
像
で
描
か
れ
、

頭
部
を
や
や
左
に
向
け
て
い
る
。
金
ボ
タ
ン
と
金
糸
刺
繍
の
施
さ
れ
た
赤
い
ビ
ロ
ー
ド
の
上

着
を
つ
け
、
首
に
は
レ
ー
ス
飾
り
の
あ
る
白
の
蝶
ネ
ク
タ
イ
を
つ
け
て
い
る
。
左
手
は
上
着

の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
右
手
で
槍
を
支
え
て
い
る
。
緑
の
タ
ピ
ス
リ
ー
を
掛
け
た
机
の
上
に
、

黒
い
三
角
帽
が
載
っ
て
い
る
。

カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
銘
文
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
が
ミ
ゲ
ル
・
ク
レ
メ
ン
テ
・
チ
ェ
リ
フ

と
い
う
人
物
で
、
タ
フ
ィ
ラ
ル
ト
[
モ
ロ
ツ
コ
の
地
域
名

l出
身
の
シ
ヤ
リ
ー
フ
[
高
貴
な
血
筋
]

の
子
孫
で
あ
り
、
国
王
カ
ル
ロ
ス
三
世
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
の
庇
護
を
受
け
た
こ
と
が
分
か

る
。
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
グ
ラ
ナ
ダ
の
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
学

院
の
教
育
を
受
け
た
後
、
軍
隊
に
入
り
、
フ
ァ
ル
ネ
シ
オ
騎
馬
隊
の
連
隊
長
に
就
任
し
た
。

対
仏
軍
独
立
戦
争
に
参
加
し
、
バ
イ
レ
ン
の
戦
い
(
-
八

0
八
年
）
の
際
、
仏
軍
の
リ
ジ
ェ
I
I

ベ
レ
ー
ル
将
軍
を
撤
退
さ
せ
た
戦
闘
で
負
傷
し
た
。
こ
の
戦
闘
で
は
、
メ
ン
ヒ
バ
ー
ル
村
の

近
郊
で
「
槍
騎
兵
隊
」
や
「
ヘ
レ
ス
の
闘
牛
士
隊
」
と
並
ん
で
、
彼
の
指
揮
す
る
中
隊
が
参
加
し

た
。
彼
は
一
八

0
八
年
七
月
十
六
日
、
「
両
腕
も
し
く
は
手
首
に
二
つ
の
弾
を
受
け
、
そ
の
傷

で
死
亡
し
戸
。
」

チ
ェ
リ
フ
と
い
う
苗
字
は
ヘ
リ
フ
ェ

(
J
e
r
i
f
e
)

の
類
義
語
で
あ
り
、
王
立
言
語
ア
カ
デ
ミ
ー

辞
典
（
二
0
0

一
年
版
）
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
語
語
源
を
持
つ
単
語
で
あ
る
。
第
一
の
語
義
は
、

ム
ハ
ン
マ
ド
か
ら
彼
の
娘
で
ア
リ
ー
の
妻
で
あ
る
フ
ァ
テ
ィ
マ
を
経
由
す
る
子
孫
の
人
間
で

あ
る
。
第
二
の
語
義
は
、
モ
ロ
ッ
コ
王
家
の
血
筋
の
人
間
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ

に
描
か
れ
た
少
年
は
モ
ロ
ッ
コ
王
家
の
血
を
引
く
一
家
の
息
子
で
、
ス
ペ
イ
ン
で
保
護
さ
れ

49 



養
育
さ
れ
た
人
物
と
思
わ
れ
る
。

肖
像
画
と
し
て
の
形
式
や
技
術
、
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
用
い
方
な
ど
か
ら
み
て
、
こ
の
作

者
を
ゴ
ヤ
と
す
る
根
拠
は
な
い
。
か
つ
て
ゴ
ヤ
作
と
さ
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
唯
一
あ
げ
ら

れ
る
の
は
、
モ
デ
ル
が
独
立
戦
争
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
戦
争

は
ゴ
ヤ
の
傑
作
《
一
八

0

八
年
五
月
二
日
、
エ
ジ
プ
ト
人
親
衛
隊
と
の
戦
闘
》
お
よ
び

《
一
八
0
八
年
五
月
三
日
、
プ
リ
ン
シ
ペ
・
ピ
オ
の
丘
で
の
銃
殺
》
を
生
ん
だ
。
こ
の
作
品
に

は
制
作
年
と
思
わ
れ
る
一
七
七
八
と
い
う
数
字
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
に
ゴ
ヤ
は
マ

ド
リ
ー
ド
で
タ
ピ
ス
リ
ー
の
下
絵
を
制
作
し
て
お
り
、
グ
ラ
ナ
ダ
に
行
っ
た
と
は
み
な
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
グ
ラ
ナ
ダ
の
学
院
に
寄
宿
し
て
い
た
ミ
ゲ
ル
が
、
マ
ド
リ
ー
ド
の
王
宮

に
滞
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
九
世
紀
初
頭

湘
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

九
五
・
八
x

七
五
e
m

A
I
I
1
1
2
3
/
4
1
4
 

4
 

少
年
の
肖
像

す
な
わ
ち
一

[
M
A
V
/
k
k
]
 

(
l
)こ
の
銘
文
は
縮
小
辞
、
イ
ニ
シ
ア
ル
を
全
て
正
確
に
し
て
表
記
し
た
が
、
当
時
の
正
書
法
は
そ
の
ま
ま
示
し
て
あ
る
。

(
2
)
M
O
Z
A
S
 M
E
S
A
,
 M
A
N
U
E
L
 B
a
i
/
e
n
:
 e
s
t
u
d
i
o
 politico y
 m
i
l
i
t
a
1

、

d
e
la g
l
o
r
i
o
s
a
 j
o
r
n
a
d
a
.
 M
a
d
r
i
d
,
 1
9
4
0
,
 

p
p
.
2
7
3
,
2
7
4
 y
 p
p
.
6
0
8
'
6
0
9
 

白
い
服
を
着
た
子
供
が
、
二
色
タ
イ
ル
の
床
の
上
に
正
面
向
き
に
立
っ
て
い
る
。
靴
を
履
き
、

胴
に
赤
い
リ
ボ
ン
を
巻
き
、
左
手
に
撥
を
持
っ
て
い
る
。
彼
か
ら
見
て
右
側
の
床
に
は
大
き

な
赤
い
太
鼓
が
置
か
れ
、
そ
の
傍
に
別
の
撥
が
あ
る
。
画
面
の
右
側
に
は
滑
ら
か
な
柱
身
と

大
き
な
台
座
を
持
つ
円
柱
が
あ
る
。
子
供
の
右
肩
上
の
奥
に
窓
が
あ
り
、
戸
外
の
風
景
が
見

え
る
。
落
葉
し
た
木
々
か
ら
冬
景
色
と
思
わ
れ
る
。

子
供
の
髪
型
に
よ
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
、

八
一
0
年
代
の
作
と
位
置
付
け

[
M
A
V
/
k
k
]
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
は
他
に
も
太
鼓
に
寄
る
子
供
の
肖
像
画
が
知
ら
れ
て
お
り
、

た
と
え
ば
ゴ
ヤ
（
一
七
四
六
＼
一
八
二
八
）
も
描
い
て
い
る
。
本
作
品
を
ゴ
ヤ
作
と
す
る
の
は
、

技
法
と
構
図
の
点
か
ら
我
々
は
支
持
し
な
い
。
こ
の
構
図
を
用
い
て
い
る
画
家
に
は
、
ア
ン

ト
ニ
オ
・
カ
ル
ニ
セ
ロ
（
一
七
四
八
＼
一
八
一
四
）
と
、
ア
グ
ス
テ
ィ
ン
・
エ
ス
テ
ー
ベ

（
一
七
五
三
＼
一
八
二
0
)
が
い
る
。
カ
ル
ニ
セ
ロ
の
装
飾
主
義
も
、
エ
ス
テ
ー
ベ
の
図
式
主

義
も
、
こ
の
肖
像
画
の
型
に
一
致
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
フ
ァ
ン
・
ガ
ル
ベ
ス
（
一
七
七
四
＼
一
八
四
七
）
と
い
う
画
家
に

帰
属
さ
れ
る
作
品
群
の
中
に
、
一
八
一
九
年
の
日
付
の
あ
る
子
供
の
肖
像
画
を
発
見
し
た
。

そ
れ
は
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ア
ル
カ
ン
タ
ラ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
デ
・
コ
ル
ド
バ
と
い
う
名
の

(
1
)
 

子
供
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
（
旧
メ
デ
ィ
ナ
セ
リ
公
爵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
。
こ
れ
は
こ
の
作
品

と
、
衣
服
の
フ
リ
ル
、
靴
、
太
鼓
に
つ
け
ら
れ
た
リ
ボ
ン
飾
り
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
こ

の
画
家
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
主
に
マ
ド
リ
ー
ド
近
郊
の
王
宮
で
制
作
し
た

ポ
ン
ペ
イ
風
の
フ
レ
ス
コ
装
飾
と
、
独
立
戦
争
で
荒
廃
し
た
サ
ラ
ゴ
サ
を
描
い
た
素
描
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
が
誰
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

(
l
)
E
Z
Q
U
E
R
R
A
 D
E
L
 B
A
Y
O
,
 J
O
A
Q
U
I
N
 E
x
p
o
s
t
c
i
6
n
 d
e
 R
e
t
r
a
t
o
s
 d
e
 N
i
n
o
s
 e
n
 E
s
p
a
n
a
.
 M
a
d
r
i
d
,
 S
o
c
1
e
d
a
d
 

e
s
p
aき

l
ad
e
 A
m
i
g
o
s
 de
! Alte, 1
9
2
5
,
 l
a
m
.
 X
X
X
I
V
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C
r
u
z
 y
 Rios lo 
pto. A
n
o
 1828. 

A
i
l
1
1
0
6
/
4
7
 

一
八
二
八
年

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

二
五
O
X

一
六
六
・
五
c
m

柱
の
台
座
に
署
名
と
年
記
.

O
n
.
L
u
i
s
 d
e
 la 

全
身
で
描
か
れ
た
肖
像
画
。
足
元
に
は
絨
毯
が
敷
か
れ
、
モ
デ
ル
で
あ
る
国
王
は
玉
座
の

前
に
い
る
。
赤
い
服
と
、
金
糸
の
刺
繍
を
し
た
ア
ー
ミ
ン
（
オ
コ
ジ
ョ
）
の
毛
皮
の
マ
ン
ト
を

は
お
っ
て
い
る
。
左
手
に
剣
を
持
ち
、
マ
ン
ト
の
下
に
カ
ル
ロ
ス
三
世
勲
章
の
帯
を
か
け
て

い
る
。
マ
ン
ト
の
上
に
は
金
羊
毛
騎
士
団
の
首
飾
り
と
カ
ル
ロ
ス
三
世
勲
章
の
首
飾
り
を
つ

け
て
い
る
。
右
手
に
は
城
、
獅
子
、
百
合
の
花
を
あ
し
ら
っ
た
笏
を
持
ち
、
左
手
に
は
大
き

な
白
い
羽
根
飾
り
の
つ
い
た
赤
い
帽
子
を
持
っ
て
い
る
。
靴
と
白
タ
イ
ツ
を
履
き
、
左
膝
の

下
に
靴
下
止
め
が
見
え
、
「
…
と
L
Y
P
E
N
S
E」
と
い
う
文
字
が
読
め
る
。
腰
掛
に
置
か
れ
た
緑

の
ビ
ロ
ー
ド
製
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
上
に
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
王
冠
が
あ
る
。
背
景
に
は
滑
ら
か
な

円
柱
の
柱
身
と
、
緑
が
か
っ
た
青
い
大
き
な
垂
れ
幕
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
手
に
は
、
背
も

た
れ
部
分
に
緑
の
ビ
ロ
ー
ド
を
張
っ
た
玉
座
が
あ
り
、
金
糸
で
刺
繍
さ
れ
た
イ
ニ
シ
ア
ル
「
F

7

」
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
が
見
え
る
。
モ
ノ
グ
ラ
ム
は
月
桂
樹
と
百
合
の
花
の
冠
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

金
羊
毛
騎
士
団
団
長
と
し
て
描
か
れ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
の
肖
像
で
あ
る
。
正
装
し
、

カ
ル
ロ
ス
三
世
勲
章
と
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
を
携
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

は
国
王
が
当
時
所
有
し
て
い
た
中
で
最
も
重
要
な
勲
章
を
つ
け
た
公
の
肖
像
画
と
し
て
扱
わ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
作
者
ル
イ
ス
・
デ
・
ラ
・
ク
ル
ス
・
イ
・
リ
オ
ス
は
一
七
七
六
年
に
テ
ネ
リ

フ
ェ
で
生
ま
れ
、
同
地
で
画
家
と
し
て
修
行
し
、
そ
の
功
績
の
た
め
に
一
八
一
五
年
、
マ
ド
リ
ー

(
1
)
 

ド
の
王
宮
に
迎
え
ら
れ
た
。
サ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
師
で
あ
り
、
ビ

イ
・
リ
オ
ス

（
一
七
七
六
ー
一
八
五

ル
イ
ス
・
デ
・
ラ
・
ク
ル
ス

5
 

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
の
肖
像

セ
ン
テ
・
ロ
ペ
ス
と
ホ
セ
・
デ
・
マ
ド
ラ
ー
ソ
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
は

彼
を
王
の
画
家
に
任
命
し
た
。
彼
が
こ
の
君
主
を
描
い
た
多
く
の
肖
像
画
が
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
と
同
様
の
、
署
名
と
一
八
三

0
年
の
年
記
が
入
っ
た
肖
像
画
が
マ
ド
リ
ー
ド
の
ロ

マ
ン
テ
ィ
コ
美
術
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
王
と
マ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
デ
・

(
3
)
 

ボ
ル
ボ
ン
と
の
結
婚
の
際
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
画
家
の
《
自
画
像
》
の
中
に
描
か

れ
て
い
る
イ
ー
ゼ
ル
上
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
は
、
お
そ
ら
く
実
質
的
に
こ
れ
と
同
じ
肖
像
画
で
あ

(4) 
る
。こ

の
画
家
は
、
こ
れ
と
同
じ
図
像
で
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
の
多
く
の
肖
像
画
を
描
い
た
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
こ
の
王
が
金
羊
毛
騎
士
団
の
規
則
の
さ
ま
ざ
ま
な
刷
新
を
行
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
な
い
者
が
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
り
、
勲
章
の
所

有
者
が
王
の
私
室
に
入
っ
た
り
、
全
会
員
の
た
め
の
特
別
勲
章
が
作
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
。

複
数
の
著
者
に
よ
れ
ば
、
王
室
の
新
し
い
図
像
と
し
て
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
を
描
い
た
こ

の
絵
は
、
一
七
八
三
年
の
日
付
の
あ
る

A
.
F

．
カ
レ
に
よ
る
ル
イ
十
六
世
の
肖
像
画
（
マ
ド

リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
、
I
n
v
.
n
o
.
2
2
3
8
)
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
。
同
じ
よ
う
な
腰
掛
、
ク
ッ

シ
ョ
ン
、
王
冠
、
円
柱
な
ど
が
表
さ
れ
た
左
側
の
部
分
な
ど
、
こ
の
作
品
と
の
共
通
点
は
多
い
。

玉
座
も
右
手
に
あ
り
、
背
後
に
大
き
な
垂
れ
幕
が
あ
る
。
ま
た
、
人
物
の
位
置
も
こ
の
作
品

と
類
似
し
て
い
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]
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作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
九
世
紀
半
ば
頃

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

八
四
x

―
1
0
・
五
e
m

A
I
i
 1
1
3
5
/
3
2
1
 

画
面
中
央
で
、
少
女
が
地
面
の
上
の
岩
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。
白
い
服
（
青
い
デ
ッ
サ
ン

の
線
が
見
え
る
）
を
着
て
お
り
、
帝
政
時
代
に
流
行
し
た
身
な
り
を
し
て
い
る
。
彼
女
の
左
手

よ
り
下
に
二
羽
の
鳩
が
葡
萄
の
房
を
つ
い
ば
ん
で
お
り
、
右
方
に
樹
が
あ
る
。
少
女
は
赤
い

室
内
履
き
を
履
き
、
そ
の
足
元
に
白
と
黒
の
毛
色
の
犬
が
座
っ
て
い
る
。
遠
景
に
樹
の
幹
が

あ
り
、
そ
の
枝
に
鳥
が
と
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
肖
像
画
の
図
像
は
き
わ
め
て
珍
し
い
。
ポ
ー
ズ
は
ロ
マ
ン
派
の
肖
像
画
を
思
わ
せ
る

が
、
そ
れ
は
成
人
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
動
物
を
描
き
こ
む
こ
と
は

ロ
マ
ン
派
の
肖
像
画
で
は
一
般
的
で
は
な
く
、
子
供
の
肖
像
画
の
場
合
に
よ
く
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
は
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
絵
画
で
は
ほ
と
ん
ど
馴
染
み
の
な
い
二
つ
の
図
像
の
奇
妙

な
混
合
物
で
あ
る
。

人
物
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
奇
妙
で
あ
る
。
頭
部
は
体
の
比
率
か
ら
い
っ
て
極
端
に
大
き

い
。
子
供
の
肖
像
画
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
と
は
い
え
、
か
な
り
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
は
、

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ア
レ
ン
サ
(
-
八
0
七
＼
一
八
四
五
）
の
数
少
な
い
子
供
の
肖
像
画
の
中
に
認

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
蔦
の
巻
き
つ
い
た
樹
の
幹
の
描
き
方
も
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
装
飾
性
と
、
戸
外
に
い
る
人
物
と
い
う
設
定
か
ら
考
え
る
と
、
作
者
を
ア
グ
ス
テ
ィ
ン
・

ェ
ス
テ
ー
ベ
（
一
七
五
―
―
―
＼
一
八
―

1
0
頃
）
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
ス
テ
ー
ベ
は
こ
の

タ
イ
プ
の
絵
画
で
は
は
る
か
に
控
え
め
な
表
現
を
用
い
、
場
面
は
常
に
室
内
に
設
定
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
他
に
子
供
の
肖
像
画
を
描
い
た
画
家
に
カ
ル
ロ
ス
・
ル
イ
ス
・
リ
ベ
ー
ラ

（
一
八
一
五
＼
一
八
九
一
）
が
い
る
。
し
か
し
彼
の
様
式
は
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

子
供
の
服
に
見
ら
れ
る
流
行
も
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

6
 

少
女
の
肖
像

可
能
）

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

四
―
•
五
x

三
七
・
五
C
m

7
 

小
さ
な
妖
怪
た
ち

ゆ
え
に
こ
の
作
品
は
ア
レ
ン
サ
、
ま
た
は
彼
周
辺
の
画
家
の
作
品
と
判
断
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
画
面
が
過
度
に
洗
浄
さ
れ
、
改
修
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
、

技
法
を
観
察
し
て
も
確
か
な
判
断
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

(
l
)
N
.
。

2
y
 3
 d
e
!
 c
a
t
a
l
o
g
o
 d
e
 la e
x
p
o
s
1
c
1
6
n
 E
l
 n
i
n
o
 e
n
 el 
M
u
s
e
o
 del P
r
a
d
o
.
 M
a
d
r
i
d
,
 1
9
8
3
/
1
9
8
4
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
ゴ
ヤ
《
ロ
ス
・
カ

プ
リ
チ
ョ
ス
》
四
九
番
の
コ
ピ
ー
（
カ
ン

ヴ
ァ
ス
を
見
ず
に
確
定
す
る
こ
と
は
不

A
I
I
-
1
8
1
/
2
2
5
 

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
。
鉄
格
子
の
は
ま
っ
た
半
円
形
の
窓
が
あ
る
。
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

頭
と
手
足
を
も
ち
、
修
道
士
の
服
を
着
た
三
人
の
人
物
が
い
る
。
左
手
に
い
る
人
物
は
床
に

座
り
、
グ
ラ
ス
を
見
て
い
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
や
カ
ル
メ
ル
会
士
が
着
る
褐
色
の
修
道

服
を
着
て
い
る
。
立
っ
て
笑
っ
て
い
る
人
物
は
、
司
祭
の
帽
子
と
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

右
手
の
人
物
は
、
シ
ト
ー
会
士
か
カ
ル
ト
ジ
オ
会
士
の
白
い
服
を
着
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
は
、

頭
巾
つ
き
の
褐
色
の
服
を
着
た
修
道
士
が
も
う
一
人
座
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
ゴ
ヤ
の
版
画
集
『
ロ
ス
・
カ
プ
リ
チ
ョ
ス
』
（
一
七
九
七
＼

一
七
九
八
）
四
九
番
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
で
あ
る
が
、
寸
法
や
縦
横
の
比
率
が
異
な
っ
て
い
る
。

原
作
の
版
画
よ
り
も
正
方
形
に
近
い
。
構
図
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
小
さ
な
変
更
が
認
め

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
右
手
に
座
っ
て
い
る
修
道
士
は
、
原
作
に
も
準
備
素
描
に
も
描
か
れ
て

い
な
い
。

十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
『
ロ
ス
・
カ
プ
リ
チ
ョ
ス
』
の
さ
ま
ざ
ま
な

-
マ1
A
V
/
k
k
]
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作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
九
世
紀
後
半

油
彩
・
板

三
ニ
・
ニ
X

十
六

e
m

左
端
に
白
み
が
か
っ
た
絵
具
で

横
向
き
に
「
A

m
i
 q
u
e
r
i
d
o
 Javier A
g
u
i
l
a
r
 Pallerrai(?) 
[
訳
二
親
愛
な
る
ハ
ビ
エ
ル
・

ア
ギ
ラ
ー
ル
・
パ
リ
ェ
ラ
イ
（
？
）
に]
1
4A
l
(
?
)
8
5

」
と
記
入
あ
り
。

A
I
I
1
8
5
/
3
1
4
 

や
や
左
か
ら
見
た
男
性
の
立
像
。
赤
と
金
色
の
刺
繍
が
施
さ
れ
た
緑
色
の
闘
牛
士
の
服
と

緑
の
蝶
ネ
ク
タ
イ
、
白
タ
イ
ツ
と
黒
の
革
靴
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
黄
色
い
縁
取
り
の
つ
い

た
赤
い
カ
ポ
ー
テ
（
闘
牛
用
の
ケ
ー
プ
）
を
腰
に
巻
き
、
さ
ら
に
左
肩
に
掛
け
て
い
る
。
典
型

的
な
黒
い
闘
牛
用
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
。

服
装
に
バ
ン
デ
リ
リ
エ
ロ
（
鈷
打
ち
）
と
推
測
さ
せ
る
も
の
は
な
い
の
で
、
マ
タ
ド
ー
ル
す

な
わ
ち
闘
牛
士
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
の
作
者
が
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ビ
リ
ャ
ア
ミ
ル
(
-
八
五
八
＼
一
九
一
八
）
と

8
 

闘
牛
士

, 
バ
ル
コ
ニ
ー
の
マ
ハ
た
ち

[
M
A
V
/
k
k
]
 

[
M
A
V
/
k
k
]
 

湘
彩
コ
ピ
ー
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
輸
出
品
と
し
て
完
全
な

コ
ピ
ー
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
『
ロ
ス
・
カ
プ
リ
チ
ョ
ス
』
の
評
判
は
、
こ
れ
ら
の
コ

ピ
ー
に
よ
っ
て
さ
ら
に
広
ま
っ
た
。
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
で
売
買
さ
れ
た
コ
ピ
ー
作
品
は
、

ゴ
ヤ
の
作
品
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
単
な
る
コ
ピ
ー
と
し
て
売
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
コ
ピ
ー
を
ゴ
ヤ
の
作
品
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ピ
ー

画
家
た
ち
は
、
ア
ラ
ゴ
ン
出
身
の
画
家
ゴ
ヤ
の
創
造
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
名
声
を
博
し
た
た
め
、

彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
作
品
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ

れ
を
十
九
世
紀
の
単
な
る
残
存
品
と
み
な
す
の
は
適
当
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
あ
る
程
度
名

の
知
ら
れ
た
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
可
能
性
も
軽
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
献
辞
に
続
い
て
書
か
れ
た
、
私
が
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
に

よ
る
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
資
料
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
ル
ー

カ
ス
・
ビ
リ
ャ
ア
ミ
ル
の
イ
ニ
シ
ア
ル
と
も
思
わ
れ
る
が
、
単
な
る
絵
具
の
層
の
緞
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。

闘
牛
士
を
絵
画
に
描
く
伝
統
は
十
八
世
紀
に
さ
か
の
ほ
る
。
闘
牛
の
祝
祭
は
大
変
な
評
判

を
呼
び
、
闘
牛
士
た
ち
は
大
衆
的
な
人
気
者
と
な
っ
た
。
ゴ
ヤ
は
同
時
代
の
有
名
な
二
人
の

闘
牛
士
の
肖
像
画
を
一
―
点
描
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
絵
画
は
半
身
像
で
あ
っ
た
。
マ
タ
ド
ー
ル

の
顔
立
ち
を
認
知
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
九
世
紀
前
半
、
よ
り
一
般

的
な
闘
牛
の
側
面
が
人
々
の
関
心
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
慣
習
は
忘
れ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
よ
う
や
く
、
闘
牛
士
や
バ
ン
デ
リ
リ
エ
ロ
、
ピ
カ
ド
ー
ル

ら
の
肖
像
画
が
再
び
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
慣
習
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

作
者
不
詳

十
九
世
紀
後
半

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

四
一
・
四
X

三
一
・
六
c
m

A
I
I
 1
1
0
4
/
2
2
9
 

鉄
柵
の
あ
る
バ
ル
コ
ニ
ー
の
向
こ
う
に
、
二
人
の
女
性
が
い
る
。
左
側
の
女
性
は
両
腕
で

欄
干
に
も
た
れ
か
か
り
、
大
き
く
開
い
た
襟
元
と
、
肩
掛
け
を
見
せ
て
い
る
。
緑
色
の
ス
カ
ー

ト
を
は
き
、
頭
の
上
に
シ
ニ
ョ
ン
を
結
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
注
目
を
受
け
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
下
方
に
視
線
を
向
け
て
い
る
。
右
側
に
い
る
横
向
き
の
女
性
も
同
じ
よ
う
な
服
装
と

髪
型
を
し
、
扇
で
自
分
を
あ
お
い
で
い
る
。
右
上
方
に
、
青
味
が
か
っ
た
灰
色
の
カ
ー
テ
ン

が
束
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
室
内
に
光
と
風
を
入
れ
る
と
き
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

53 



こ
の
主
題
の
伝
統
は
ゴ
ヤ
に
始
ま
る
。
ゴ
ヤ
は
十
九
世
紀
初
頭
に
、
《
バ
ル
コ
ニ
ー
の
マ
ハ

た
ち
》
（
ス
イ
ス
、
個
人
蔵
）
、
《
マ
ハ
と
セ
レ
ス
テ
ィ
ー
ナ
》
（
パ
ル
マ
・
デ
・
マ
ジ
ョ
ル
カ
、
マ

ル
チ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
と
い
う
主
題
を
初
め
て
描
い
た
。
彼
の
後
継
者
で
あ
る
エ
ウ
ヘ
ニ

オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
(
-
八
一
七
＼
一
八
七

0
)
と
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ア
レ
ン
サ

（
一
八0
七
＼
一
八
四
五
）
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
を
闘
牛
場
の
桟
敷
席
に
変
え
る
な
ど
、
主
題
を

刷
新
し
な
が
ら
こ
の
伝
統
を
継
承
し
た
。
こ
の
主
題
は
国
境
を
越
え
て
フ
ラ
ン
ス
に
ま
で
影

響
を
与
え
た
。
マ
ネ
の
絵
画
に
は
そ
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
。

十
九
世
紀
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
画
家
た
ち
が
こ
の
主
題
を
何
度
も
描
い
た

が
、
質
の
点
で
誰
も
ゴ
ヤ
に
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
主
題
は
さ
ら
に
地
域
主
義
的
な
表
現
形

式
へ
と
発
展
し
、
ゴ
ヤ
が
十
七
世
紀
ス
ペ
イ
ン
・
ピ
カ
レ
ス
ク
文
学
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
そ
こ

に
与
え
た
性
的
な
暗
示
は
排
除
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
は
職
人
的
で
大
衆
的
な
画
家
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
技
術
的
な
価
値
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
こ
の
主
題
が
獲
得
し
た
大
衆
的
な
人
気
を
物
語
っ
て
い
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]
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三
廊
形
式
の
ゴ
シ
ッ
ク
式
教
会
の
内
部
。
身
廊
の
奥
に
ス
ペ
イ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
型
の
祭

壇
衝
立
が
あ
り
、
ア
プ
シ
ス
を
覆
っ
て
い
る
。
主
祭
壇
の
前
に
は
多
く
の
司
祭
や
侍
者
が
儀

式
の
務
め
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
右
側
三
番
目
の
柱
の
中
に
説
教
壇
が
あ
り
、
司

祭
が
い
る
。
奥
の
方
に
も
、
柱
に
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
説
教
壇
が
見
え
る
。
身
廊
に
は
信
者

た
ち
が
い
る
。
婦
人
た
ち
が
筵
の
上
に
座
っ
た
り
ひ
ざ
ま
ず
い
た
り
し
て
い
る
。
十
九
世
紀

に
は
こ
の
よ
う
な
形
の
礼
拝
は
普
通
で
あ
っ
た
。
主
祭
壇
に
近
い
前
方
の
列
に
い
る
人
々
だ

ー゚教
会
の
内
部

け
が
椅
子
や
祈
祷
台
に
座
っ
て
い
る
。
側
廊
は
自
然
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、

壁
面
に
大
き
な
窓
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
場
所
が
マ
ド
リ
ー
ド
の
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
エ
ル
・
レ
ア
ル
教
会
で
あ
る
こ
と
は
、

ル
イ
ス
・
パ
レ
・
イ
・
ア
ル
カ
サ
ル
（
一
七
四
六
ー
一
七
九
九
）
の
《
ス
ペ
イ
ン
皇
太
子
と
し
て

の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
の
宣
誓
》
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
、
I
n
v
.
n
o
.
1
0
4
5
)

に
描
か
れ

た
室
内
と
非
常
に
良
く
似
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
類
似
し
て

い
る
の
は
交
差
リ
ブ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ト
の
天
井
の
み
で
あ
り
、
身
廊
を
区
切
る
柱
も
、
祭
壇
衝

立
も
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
す
べ
て
を
無
視
し
て
、
こ
れ
が
十
九
世
紀

の
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
空
想
の
室
内
画
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

作
者
を
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
(
-
八
一
七

s

一
八
七
0
)と
す
る
の
は

も
っ
と
も
ら
し
い
考
え
で
あ
る
が
、
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
中
に
同
構
図
の
絵
画
を
見
つ

け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ル
ー
カ
ス
の
描
く
教
会
の
内
部
は
非
常
に
暗
く
、
前
景
に
大

き
い
人
物
が
数
人
描
か
れ
、
宗
教
的
な
動
作
は
非
常
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
（
油
彩

A
I
I
1

8
6
[
N
o
.
1
1
]

を
参
照
）
。
普
通
は
司
祭
が
信
者
に
聖
体
を
与
え
た
り
、
終
油
を
行
っ
た
り
、
臨

終
の
際
の
聖
体
拝
領
を
行
っ
た
り
、
祝
福
を
与
え
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
会
の
建
築

的
内
部
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
ヘ
ナ
ロ
・
ペ
レ
ス
・
ビ
リ
ャ
ア
ミ
ル
(
-
八

0
七
＼

一
八
五
四
）
の
同
様
の
作
品
を
模
倣
し
た
型
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
カ

タ
ロ
グ
の

A
I
I
15
3
7
[
未
訳
]
の
箇
所
で
述
べ
た
。
光
の
使
い
方
や
絵
画
的
技
術
に
お
い
て
、

彼
の
手
法
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
が
ル
ー
カ
ス
に
帰
属
さ
れ
た
根
拠
は
、
主
に
右
の
前
景
に
立
っ
て
い
る
人
物
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
人
物
は
観
者
の
方
を
見
て
お
り
、
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
有
名
な

自
画
像
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
、I
n
v
.
n
o
.
4
4
3
4

、
ラ
サ
ロ
・
ガ
ル
デ
ィ
ア
ー
ノ
財
団
、

I
n
v
.
n
o
.
1
1
5
5
4
)

と
類
似
点
が
あ
る
。
し
か
し
作
者
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
人

物
の
服
装
か
ら
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
に
活
動
し
て
い
た
画
家
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
み
で

あ
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]
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教
会
の
内
部
。
左
手
で
こ
ち
ら
に
背
を
向
け
て
い
る
司
祭
は
、
天
蓋
つ
き
の
祭
壇
に
立
っ

て
い
る
。
祭
壇
の
両
側
に
は
枝
付
き
燭
台
が
あ
り
、
天
蓋
に
は
赤
い
垂
れ
幕
が
つ
い
て
い
る
。

司
祭
は
老
女
に
聖
体
の
パ
ン
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
固
囲
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が

い
る
。
こ
ち
ら
に
背
を
向
け
た
侍
者
、
ぼ
ろ
を
身
に
ま
と
っ
た
者
、
杖
を
つ
い
て
い
る
者
、
立
っ

て
い
る
者
、
ひ
ざ
ま
ず
い
て
聖
体
拝
領
の
時
を
待
っ
て
い
る
者
な
ど
。
教
会
の
奥
ま
っ
た
場

所
は
ほ
と
ん
ど
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
説
教
壇
と
二
つ
の
ア
ー
チ
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
は

ご
く
小
さ
く
描
か
れ
た
人
物
た
ち
と
共
に
、
黄
味
が
か
っ
た
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。

生
涯
を
通
じ
て
教
会
の
薄
陪
い
内
部
を
描
い
た
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス

の
典
型
的
な
作
品
で
あ
る
。
彼
は
ミ
サ
、
結
婚
式
、
洗
礼
式
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
行
事
に

参
列
す
る
人
々
を
、
ほ
と
ん
ど
判
別
で
き
な
い
よ
う
に
表
し
た
。
し
ば
し
ば
類
似
し
た
構
図

を
用
い
、
画
面
の
片
側
に
司
祭
を
置
き
、
後
姿
や
横
顔
を
見
せ
る
人
々
を
極
め
て
粗
野
に
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
絵
画
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
宗
教
的
な
恨
習
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的

関
心
と
結
び
つ
い
て
、
と
く
に
外
国
で
大
き
な
成
功
を
収
め
た
。
こ
う
し
た
慣
習
は
、
旅
行

者
や
芸
術
家
た
ち
に
と
っ
て
何
か
「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
」
も
の
に
見
え
た
の
で
あ
る
。

宗
教
的
な
儀
式
と
い
う
主
題
は
広
く
波
及
し
、
そ
の
種
の
絵
画
は
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た

た
め
、
彼
の
息
子
工
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ビ
リ
ャ
ア
ミ
ル
(
-
八
五
八
＼
一
九
一
八
）
は
、

父
親
の
死
後
も
長
く
こ
の
主
題
を
描
き
続
け
た
。

こ
の
作
品
は
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
《
貧
者
た
ち
へ
の
説
教
》
と
い
う

ェ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス

（
一
八
一
七
1

一
八
七
0
)

ーー貧
者
の
聖
体
拝
領

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
九
世
紀
末
あ
る
い
は
一
―
0
世
紀
初
頭

油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

十
三
x

十
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・
八
e
m

A
I
I
1
8
0
/
3
1
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ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
に
、
白
い
マ
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
を
被
っ
た
マ
ハ
の
上
半
身
が
描
か
れ

て
い
る
。
右
手
に
扇
子
を
持
ち
、
左
手
を
腰
に
当
て
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
緑
の
服
と
二
角

帽
を
身
に
付
け
た
マ
ホ
、
右
側
に
も
う
一
組
の
マ
ハ
と
マ
ホ
、
左
側
に
は
帽
子
を
被
っ
た
一
―

人
の
男
が
い
る
。
す
べ
て
半
身
で
表
さ
れ
て
い
る
。

十
八
世
紀
マ
ド
リ
ー
ド
の
女
性
た
ち
の
風
俗
と
い
う
テ
ー
マ
と
、
マ
ホ
や
マ
ハ
と
い
っ
た

最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
登
場
人
物
は
十
九
世
紀
に
人
気
を
博
し
、
絵
画
に
描
か
れ
続
け
た
。
そ

れ
は
主
に
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
・
イ
・
ア
レ
ン
サ
の
よ
う
な
ゴ
ヤ
の
継
承
者
た
ち
が
こ

の
主
題
を
扱
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
結
果
、
純
粋
に
商
業
目
的
で
描
か
れ
る
絵
画
が
急
増

し
た
。
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、
ゴ
ヤ
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
、
不
正
に
売
却
さ
れ
た
。

ゴ
ヤ
は
こ
の
作
品
の
よ
う
に
人
物
を
半
身
で
表
す
構
図
は
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の

2
 

ー

マ
ホ
と
マ
ハ

題
名
の
作
品
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
空
間
表
現
、
構
図
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
人
物
た
ち
、

画
面
の
端
に
あ
る
カ
ー
テ
ン
、
説
教
壇
な
ど
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

技
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、
こ
の
画
家
は
白
を
大
ま
か
な
箪
遣
い
で
描
き
、
黒
を
ふ
ん

だ
ん
に
使
い
、
背
景
は
ほ
と
ん
ど
厚
塗
り
せ
ず
、
衣
服
は
非
常
に
厚
く
塗
る
の
が
常
で
あ
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]
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作
者
不
詳

十
九
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2
3
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薄
暗
い
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
。
十
八
世
紀
に
流
行
し
た
服
装
の
二
人
の
人
物
が
い
る
。

黒
い
縁
取
り
の
あ
る
黄
白
色
の
服
と
胴
着
を
つ
け
た
婦
人
は
、
背
も
た
れ
の
あ
る
椅
子
に
座

り
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
を
弾
く
動
作
を
し
て
い
る
。
譜
面
台
の
上
に
は
楽
譜
が
開
い
て
置
か
れ
て

い
る
。
椅
子
の
背
も
た
れ
の
後
ろ
に
は
、
黄
緑
色
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
と
灰
青
色
の
ズ
ボ
ン

を
身
に
付
け
た
紳
士
が
お
り
、
彼
女
の
方
に
優
し
げ
に
身
を
傾
け
て
い
る
。
二
人
は
共
犯
関

係
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
微
笑
み
な
が
ら
観
者
の
方
を
見
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
は
絵
具
層
の
破
損
や
無
数
の
剥
落
な
ど
、
故
意
に
古
い
絵
画
に
見
せ
よ
う
と

し
た
跡
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
素
描
な
し
で
描
か
れ
た
大
き
な
絵
具
の
斑
点
や
、
定

規
で
描
い
た
よ
う
な
過
度
に
幾
何
学
的
な
直
線
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
技
術
は
乏
し
い

3
 

ー

コ
ン
サ
ー
ト

[MAV/kk] 

後
継
者
の
一
人
で
あ
る
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
(
-
八
一
七
ー
一
八
七

0
)

が
こ
れ
を
広
め
た
。
彼
は
こ
の
形
式
を
政
治
的
主
題
や
風
俗
画
で
用
い
、
多
様
な
登
場
人
物

を
描
い
た
。
も
っ
と
も
彼
の
絵
画
に
は
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
的

容
貌
は
不
在
で
あ
る
し
、
背
景
に
ほ
ん
や
り
と
描
か
れ
る
顔
な
ど
も
な
い
。
彼
の
息
子
で
あ

る
エ
ウ
ヘ
ニ
オ
・
ル
ー
カ
ス
・
ビ
リ
ャ
ア
ミ
ル
も
、
こ
の
よ
う
な
作
品
は
描
い
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
技
術
面
で
も
こ
の
作
品
は
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
表
面
の
ひ
び
割
れ
は
し
ば
し
ば
、
群
小
画
家
た
ち
に
よ
る
無
数
の
作

品
群
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
こ
の
作
者
を
ル
ー
カ
ス
・
ベ
ラ
ス
ケ

ス
の
様
式
の
模
倣
者
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
制
作
年
代
は
か
な
り
後
の
も
の
で

あ
る
。

も
の
で
あ
る
。
顔
の
表
現
は
写
実
主
義
的
で
も
な
く
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
的
で
も
な
い
。

ら
は
小
さ
な
筆
の
タ
ッ
チ
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
無
味
乾
燥
で
、
十
八
世
紀
固
有

の
表
現
と
は
異
な
る
。

主
題
は
十
八
世
紀
的
で
あ
る
が
、
有
名
な
作
品
の
焼
き
直
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
多
く
の
画
家
や
画
派
を
連
想
さ
せ
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
絵

画
に
こ
れ
と
似
た
作
品
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
あ
き
ら
か
に
ス
ペ
イ
ン
の

も
の
で
あ
り
、
体
を
傾
け
る
紳
士
は
、
ゴ
ヤ
が
油
彩
や
素
描
、
版
画
な
ど
で
数
多
く
描
い
た

人
物
た
ち
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

十
九
世
紀
末
に
は
数
多
く
の
小
型
絵
画
が
作
ら
れ
、
ゴ
ヤ
の
作
品
と
推
定
さ
れ
て
不
正
な

売
買
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
ス
ペ
イ
ン
の
絵
画
市
場
で
ゴ
ヤ
の
作
品
が
す
で
に
不
足
し

て
い
た
頃
、
彼
の
新
し
い
作
品
を
見
つ
け
た
い
と
切
望
す
る
公
衆
を
あ
ざ
む
く
た
め
に
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
制
作
年
代
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
支
持
体
と
画
面
の
分
析
が
必
要
と

思
わ
れ
る
。

[
M
A
V
/
k
k
]

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
黒
鉛
筆
。
透
か
し
に
よ
る

水
平
な
罫
線
が
三
0
m
m間
隔
で
引
か
れ
て
い
る
。

二
九
O
X

四
二
八
m
m

A
I
i口
1
3
6
/
3
6
7

4
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、そ
ン9ぺ,-

こ
れ

背
中
を
向
け
て
座
っ
て
い
る
裸
体
の
男
性
人
物
像
。
床
に
右
腕
を
つ
い
て
体
重
を
か
け
て

い
る
。
左
手
を
右
の
方
に
伸
ば
し
、
何
か
、
あ
る
い
は
誰
か
を
指
し
示
す
身
振
り
を
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
左
脚
を
自
分
の
右
脚
の
上
へ
折
り
重
ね
て
い
る
。

解
剖
学
的
な
輪
郭
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
技
法
、

お
よ
び
陰
影
を
表
す
線
を
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交
差
さ
せ
る
独
特
の
手
法
は
、
以
下
の
デ
ッ
サ
ン
に
用
い
ら
れ
た
技
法
と
類
似
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
と

I□
2
8
,
3
、

1
3
9、
1
4
0、
1
4
1お
よ
び
1
4
2で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同

一
の
画
家
に
よ
る
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
画
家
は
、
髪
の
毛
先
を
は
ね
上
げ
る
か
毛

髪
を
乱
れ
さ
せ
、
も
み
あ
げ
の
部
分
を
巻
き
毛
気
味
に
す
る
と
い
う
点
で
極
め
て
特
徴
的
で

あ
る
。
モ
デ
リ
ン
グ
に
用
い
ら
れ
た
輪
郭
線
を
含
め
て
、
先
述
の
デ
ッ
サ
ン
の
う
ち
の
い
く

つ
か
と
の
類
似
点
を
有
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
に
と
ら
せ
た
ポ
ー
ズ
の
類
型
は
、
天
井
画
か
祭

壇
画
に
お
け
る
何
ら
か
の
人
物
像
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
デ
ッ
サ
ン
に
ま
つ
わ
る
ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
、
資
料
に
よ
っ
て
裏
付

け
る
の
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ホ
セ
・
ル
サ
ン
の
工
房
に
い
た
時
期
、
一
七
五
九
年
か
ら

一
七
六
三
年
の
裸
体
画
習
作
は
ひ
と
つ
も
保
存
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
デ
ッ

サ
ン
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
確
実
な
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ゴ
ヤ
の
初
期
作

品
と
似
て
い
る
人
物
画
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
裸
体
習
作
の
い
く
つ
か

に
対
応
す
る
と
い
う
他
の
デ
ー
タ
は
、
こ
の
一
連
の
作
品
を
描
い
た
画
家
の
帰
属
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ゴ
ヤ
の
サ
ラ
ゴ
サ
に
お

け
る
最
初
期
の
油
絵
あ
る
い
は
フ
レ
ス
コ
画
の
人
物
像
を
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
る
。

(
l
)
A
N
S
O
N
 N
A
V
A
R
R
O
,
 A
R
T
U
R
O
,
 G
o
y
a
 y
 Ar
a
g
o
n
.
N
a
r
a
g
o
z
a
,
 1
9
9
5
,
p
.
 4
1
 

lフ
r
l
A
V
/
y
o
]

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
画
用
紙
に
黒
鉛

筆
と
赤
褐
色
の
コ
ン
テ
。
透
か
し
に

よ
る
罫
線
が
水
平
方
向
に
二
五

m
m間

隔
で
引
か
れ
て
い
る
。
左
足
の
躁
の

部
分
に
、
以
下
の
よ
う
な
透
か
し
が
入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
字
架
の
頂
部
に
配

さ
れ
た
王
冠
、
二
頭
の
グ
リ
フ
ィ
ン
が
支
え
る
楕
円
形
の
聖
体
容
器
、
そ
の
内
部
に
は

ラ
テ
ン
十
字
形
の
十
字
架
が
表
さ
れ
、
そ
の
下
に
は
「

G
A
」
お
よ
び
そ
の
下
に
「D
」
と
い

う
イ
ニ
シ
ア
ル
を
含
む
円
が
配
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
方
に
は
円
の
中
に
イ
ニ
シ
ア
ル

の
「P
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

四
一
六
x
-
―
八0
m
m

A
I
I口

1
3
7
/
2
5
8

男
性
裸
体
像
の
習
作
で
あ
り
、
両
脚
を
交
差
さ
せ
、
左
大
腿
部
の
上
で
手
を
重
ね
る
よ
う

に
し
て
両
腕
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
、
横
向
き
に
座
っ
て
い
る
。
ま
た
、
視
線
を
上
の
方
に
向

け
な
が
ら
、
そ
の
頻
は
ほ
ぼ
正
面
を
向
い
て
い
る
。

こ
の
人
物
像
は
解
剖
学
的
な
デ
ッ
サ
ン
で
あ
り
、
棘
の
冠
を
被
せ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
図

像
を
表
す
た
め
の
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
顔
の
表
情
の
特
徴
か
ら
言
っ
て
、
「
生
き
た
モ
デ

ル
」
を
描
い
た
も
の
だ
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
座
っ
て
い
る
場
所
は
特
定
で
き

な
い
。
そ
し
て
、
拘
束
さ
れ
た
両
手
の
あ
た
り
に
描
か
れ
た
黒
鉛
筆
に
よ
る
一
一
本
の
線
で
表

さ
れ
た
何
か
を
右
手
で
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
図
像
に
お
い
て
習
慣
的

に
持
っ
て
い
る
杖
を
配
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
の
ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン

と
一
七
六
六
年
と
い
う
年
代
推
定
は
、
現
在
で
は
も
は
や
支
持
で
き
な
い
。
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー

に
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ヤ
が
マ
ド
リ
ー
ド
、
王
立
サ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
美
術
ア

カ
デ
ミ
ー
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
ヘ
の
参
加
を
意
図
し
て
一
七
六
六
年
に
マ
ド
リ
ー
ド
に
滞
在
し

て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
一
票
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
実
物
は
存
在

5
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し
な
い
が
主
題
は
《
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
賢
明
王
の
前
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
皇
后
マ
ル

夕
》
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
資
料
に
よ
っ
て
ア
ラ
ゴ
ン
に
い
た
時
期
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
作
品
は
―
つ
も
存
在
し
な
い
し
、
す
で
に
ゴ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ
た
裸
体
デ
ッ
サ

(
2
)
 

ン
は
こ
れ
よ
り
遅
い
時
期
、
す
な
わ
ち
一
七
八

0
年
か
ら
一
七
九

0
年
の
間
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
、
技
法
や
素
材
、
あ
る
い
は
様
式
を
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
画
用
紙
の
出
所
を
示
す
商
標
に
関
し
て
は
、
十
七
世
紀
末
に
位
置
付
け

ら
れ
る
ダ
ロ
力
の
ア
ラ
ゴ
ン
地
区
で
制
作
さ
れ
た
も
の
の
図
案
を
型
紙
で
転
写
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
タ
イ
プ
の
透
か
し
文
様
は
、

十
六
世
紀
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
起
源
が
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
十
七
世
紀
末
か
ら
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
有
名
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
透
か
し
に
よ
っ
て
画
用
紙
の
出
所
を

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
用
い
ら
れ
た
イ
ニ
シ
ア
ル
に
は
様
々
な
種
類
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
デ
ッ
サ
ン
の
場
合
に
は
ま
さ
し
く
ダ
ロ
力
で
製
造
さ
れ

た
紙
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
デ
ッ
サ
ン
の
作
者
は
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
作
品
番
号

2
8
,
2
、

2
8
,

4、

2
8
,
5
、

2
8
,
6
、

1
3
8、

1
4
3、

1
4
4レ
J
回
門
い
し
作
げ
立
臼

L
Lト
よ
ス3
b

の
G
L

い
レ
J
い
、
つ
こ
レJ
た
J

付
已
言
し
て
お

き
た
い
。

[
M
A
V
/
y
o
]
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41,70 

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
赤
褐
色
コ
ン
テ
と
黒

鉛
筆一

八
o
x

ニ
ニ
0
m
m

A
I
i口

1
3
8
/
3
6
8

短
縮
法
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
後
ろ
向
き
の
男
性
裸
像
習
作
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
想
像
に

よ
る
人
物
像
、
あ
る
い
は
背
中
の
上
の
重
荷
を
支
え
る
よ
う
に
描
か
れ
た
天
井
画
の
人
物
像

の
た
め
に
模
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

赤
褐
色
コ
ン
テ
や
黒
鉛
箪
な
ど
、
使
用
さ
れ
た
画
材
と
同
様
、
黒
鉛
筆
の
線
に
よ
る
陰
影
、

柔
ら
か
く
豊
か
な
筋
肉
を
持
つ
人
体
の
類
型
、
背
骨
が
身
体
の
支
え
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い

る
な
ど
の
点
は
、
と
I
口

2
8
,
2
、

2
8
,
4
、

2
8
,
5
、

2
8
,
6
、

1
3
7、

1
4
3と

1
4
4の
デ
ッ
サ
ン
に
お
い
て
も
看

取
さ
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
同
じ
作
者
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

透
か
し
に
よ
る
画
用
紙
の
廂
標
や
デ
ッ
サ
ン
の
出
所
を
示
す
痕
跡
が
な
い
た
め
、
こ
の
作

品
が
如
何
な
る
流
派
に
属
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
絵
の
構
想
な
の
か
を
突
き

止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
遠
近
短
縮
法
は
、
ふ
つ
う
最
後

の
審
判
な
ど
の
宗
教
画
の
構
成
に
用
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
巨
人
の
堕
落
の
よ
う
な
神
話

画
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
作
品
の
作
者
が
一
人
の
フ
レ
ス
コ
画
家

な
の
か
、
た
だ
単
に
特
定
で
き
て
い
な
い
版
画
を
複
写
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
実
在

の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
裸
体
デ
ッ
サ
ン
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
言
で
き
な
い
。

6
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作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
黒
鉛
筆
。
透
か
し
に
よ
る

罫
線
が
水
平
方
向
に
三

0
m
m間
隔
で
引
か
れ
て
い

る
。

―
一
九0
x

四
二
〇
呻

A
I
i口

1
3
9
/
3
6
9

7
 

ー男
性
裸
休
習
作

lア
1
A
V
/
y
o

眠
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
男
性
を
描
い
た
裸
休
画
習
作
。
頭
を
ほ
ほ
正
面
に
向
け
、

丸
い
形
と
な
る
よ
う
に
し
て
横
た
え
、
右
腕
を
床
に
、
左
腕
を
胸
骨
の
上
に
も
た
せ
掛
け
て

い
る
。
脚
を
伸
ば
し
、
右
脚
の
上
に
左
脚
を
載
せ
る
か
た
ち
で
、
足
首
の
高
さ
に
お
い
て
交

差
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
は
通
例
死
せ
る
キ
リ
ス
ト
の
図
像
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。

用
い
ら
れ
た
技
法
と
素
材
は
、
2
8
,
3
、

1
3
6
、

1
4
0
、

1
4
1と

1
4
2の
デ
ッ
サ
ン
に
似
て
い
る
。
頭
髪

の
描
き
方
と
人
物
像
全
体
の
輪
郭
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
デ
ッ
サ
ン
と
の
類
似
性
が
認
め
ら

れ
る
。ゴ

ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
、
既
に
他
の
デ
ッ
サ
ン
で
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
モ

テ
ィ
ー
フ
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
個
々
に
保
存
さ
れ
て
き
た
ゴ
ヤ
に
よ
る
死

せ
る
キ
リ
ス
ト
の
三
つ
の
自
画
石
版
の
作
例
に
よ
っ
て
も
斥
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

そ
の
モ
デ
ル
が
シ
モ
ン
・
ヴ
ー
エ
の
絵
か
ら
採
ら
れ
、
一
七
七
二
年
頃
、
ゴ
ヤ
に
よ
っ
て
サ

ラ
ゴ
サ
の
ソ
ブ
ラ
デ
ィ
エ
ル
伯
爵
の
祈
祷
室
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
《
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
》
（
マ

ド
リ
ー
ド
、
ラ
サ
ロ
・
ガ
ル
デ
ィ
ア
ー
ノ
財
団
蔵
）
で
あ
る
。
他
の
例
は
、
ゴ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ

た
絵
の
一
っ
、
《
死
せ
る
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
哀
悼
》
（
ス
イ
ス
、
個
人
蔵
）
で
あ
り
、
一
七
六
八
年
か

ら
一
七
七

0
年
頃
の
作
品
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
作
例
は
、
近
年
ゴ
ヤ
に

(
2
)
 

帰
せ
ら
れ
、
一
七
七
一
＼
一
七
七
二
年
頃
と
年
代
推
定
さ
れ
て
い
る
湘
彩
画
の
《
ピ
エ
タ
》
（
バ

ル
セ
ロ
ナ
、
個
人
蔵
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
は
全
て
、
身
体
の
ポ
ー
ズ
も
異
な
る
し
、
こ

の
デ
ッ
サ
ン
の
人
物
像
の
よ
う
な
筋
肉
質
の
退
し
い
体
で
も
な
い
。

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

白
の
下
塗
り
を
施
し
た
透
か
し
人
り
の
白

ま
た
は
青
？
の
画
用
紙
に
黒
鉛
筆
。
透
か
し

に
よ
る
罫
線
が
水
平
方
向
に
―
―
-
o
m
m間
隔

で
引
か
れ
て
い
る
。
明
暗
を
反
転
さ
せ
た
透

か
し
に
よ
り
、
円
で
囲
ま
れ
た
「

A
G
」
と
い

う
イ
ニ
シ
ア
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ニ
八
―
―-
X
四
―
一
五m
m

A
I
I□

1
4
0
/
3
7
0
 

床
に
横
た
わ
る
男
性
人
物
像
の
習
作
。
床
面
に
肘
を
つ
き
、
右
腕
に
休
重
を
か
け
つ
つ
頭

を
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
左
腕
を
伸
ば
し
、
床
面
に
手
の
平
を
置
い
て
休
重
を
支
え
て
い
る
。

脚
は
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
に
開
き
、
鼠
朕
部
は
ラ
シ
ャ
布
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

技
法
お
よ
び
様
式
上
の
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、
陰
影
を
表
す
線
の
交
錯
の
仕
方
、
髪
の

毛
の
造
形
的
特
徴
、
人
物
像
の
輪
郭
は
、
以
下
の
デ
ッ
サ
ン
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

と
I口
2
8
,
3
、

1
3
6

、

1
3
9
、

1
4
1
.
.
l
J
1
4
2

の
加
広
例
で
七3る
。
こ
れ
ら
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
繰
り
返
し

言
及
し
て
い
る
資
料
は
な
い
が
、
本
作
品
に
関
し
て
は
下
塗
り
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
認
め

得
る
資
料
が
あ
る
。
使
用
さ
れ
た
紙
は
通
例
ヌ
ー
ド
デ
ッ
サ
ン
に
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
意

図
は
紙
が
よ
り
し
つ
か
り
し
て
お
り
、
下
塗
り
の
絵
の
具
を
用
い
る
の
に
好
都
合
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
塗
り
は
絵
の
具
を
輝
か
せ
る
か
、
あ
る
い
は
人
物
像
と
色
彩
の
対

比
を
見
せ
る
の
だ
が
、
こ
の
様
子
は
写
真
か
ら
は
看
取
さ
れ
な
い
。

透
か
し
模
様
に
よ
る
商
標
は
な
い
が
、
製
造
し
た
職
人
の
イ
ニ
シ
ア
ル
を
表
す
明
暗
を
反

転
さ
せ
た
透
か
し
を
観
察
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
は
技
法
や
素
材
の
特
徴
は
異
な
っ
て
い

8
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る
が
、
1
4
5の
デ
ッ
サ
ン
と
同
じ
イ
ニ
シ
ア
ル
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。

ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
他
の
機
会
に
得
ら
れ
た
結
論
と
同
じ
く
、

こ
の
早
い
時
期
に
は
デ
ッ
サ
ン
の
作
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
ゴ
ヤ
の
青
年
時
代
に
は
こ
こ

で
提
示
し
た
習
作
の
画
面
構
成
を
採
り
入
れ
た
作
品
が
―
つ
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
。

[
M
A
V
/
y
o
]

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

白
の
下
塗
り
を
施
し
た
透
か
し
人
り
の

白
ま
た
は
青
の
画
用
紙
に
黒
鉛
筆
。
透

か
し
に
よ
る
罫
線
が
水
平
方
向
に
二
五

m
m間
隔
で
引
か
れ
て
い
る
。

三
九
o
x
三
0
0
m
m

A
I
i口
1
4
1
/
3
7
1

右
脚
を
伸
ば
し
、
傾
斜
し
た
土
地
に
対
し
て
梵
れ
掛
か
る
か
の
よ
う
に
左
脚
を
折
り
畳
み
、

側
面
を
見
せ
て
い
る
男
性
人
物
像
。
右
腕
を
伸
ば
し
、
左
足
と
同
じ
面
に
右
手
を
つ
い
て
い
る
。

ま
た
、
左
腕
を
折
り
、
手
の
平
を
開
い
て
鑑
賞
者
の
方
に
見
せ
な
が
ら
、
左
側
に
向
け
た
顔

を
覆
っ
て
い
る
。
両
脚
の
間
の
、
鼠
誤
部
を
覆
う
部
分
に
ラ
シ
ャ
布
が
配
さ
れ
て
い
る
。

素
材
と
様
式
、
頭
髪
の
描
き
方
、
陰
影
と
人
物
像
の
輪
郭
に
関
し
て
、

A
l
lロ
2
8
,
3
、

1
3
6、

1
3
9、
1
4
0
.
1
J
1
4
2の
デ
ッ
サ
ン
と
全
て
の
点
で
技
法
上
の
同
じ
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
用
紙
に

下
塗
り
を
施
し
て
い
る
点
で
は

1
4
0と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
か
ら
、
同
じ
画
家
と

材
料
に
よ
る
も
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

モ
デ
ル
の
ポ
ー
ズ
は
様
々
な
主
題
の
作
品
と
一
致
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
ヌ
ー
ド

デ
ッ
サ
ン
は
緊
張
し
た
人
体
の
筋
肉
を
よ
り
多
く
見
せ
よ
う
と
い
う
特
殊
な
意
図
と
と
も
に

写
生
画
習
作
の
典
型
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
実
物
を
デ
ッ
サ
ン
す
る

画
家
に
、
モ
デ
ル
を
解
剖
学
的
に
検
討
す
る
良
い
機
会
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

, 
ー男

性
裸
体
習
作

ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
デ
ッ
サ
ン
で
資

料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
作
品
が
な
く
比
較
考
察
で
き
な
い
こ
と
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る

二
点
の
ヌ
ー
ド
デ
ッ
サ
ン
と
様
式
上
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
。

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
黒
鉛
箪
。
透
か
し
に

よ
る
罫
線
が
一
―-
o
m
r
n
間
隔
で
水
平
方
向
に
引
か

れ
て
い
る
。
画
用
紙
の
角
の
―
つ
に
は
イ
ニ
シ

ア
ル
の
「
B

」
が
表
さ
れ
、
明
暗
を
反
転
さ
せ
た

透
か
し
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
あ
る

い
は
そ
う
し
た
透
か
し
の
一
部
を
成
し
て
い
た

も
の
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
八
o
x

四
一
六

m
m

A
I
I口
1
4
2
/
3
7
2

[
M
A
V
/
y
o
]
 

腕
と
脚
を
伸
ば
し
た
男
性
の
裸
体
像
。
画
中
空
間
に
お
け
る
人
物
像
の
姿
勢
は
虚
空
を
落

下
す
る
人
体
を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
最
後
の
審
判
に
お
け
る
堕
天
使
と
関
連
づ
け
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
顔
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
鼻
は
非
常
に
と
が
っ
て
お
り
、
目

と
眉
は
極
め
て
表
情
豊
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
天
国
の
勇
敢
な
天
使
た
ち
、
あ
る

い
は
キ
リ
ス
ト
教
図
像
に
お
け
る
堕
天
使
た
ち
の
誰
か
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
。

短
縮
法
で
描
か
れ
た
こ
の
人
物
像
が
模
写
で
あ
る
と
い
う
説
へ
反
対
意
見
を
述
べ
る
の
は
、

右
の
ふ
く
ら
は
ぎ
の
部
分
に
お
け
る
不
器
用
な
比
例
関
係
、
非
常
に
不
釣
り
合
い
な
足
、
さ

ら
に
極
め
て
不
自
然
な
か
た
ち
に
湾
曲
し
た
左
腕
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

そ
の
作
者
に
関
し
て
は
、
様
式
、
技
法
は
全
て
、
と

I口
2
8
,
3
、

1
3
6、
1
3
9、
1
4
0と
1
4
1の
デ
ッ

゜
2
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サ
ン
を
想
起
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
デ
ッ
サ
ン
は
同
一
の
画
家
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
デ
ッ
サ
ン
の
ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
既
に
明
ら
か
に
し
た
理
由

に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
。

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
白
墨
の
箪
触
を

伴
い
、
赤
褐
色
の
コ
ン
テ
と
黒
鉛
箪
で
描
か

れ
て
い
る
。
透
か
し
に
よ
る
罫
線
が
一
―
-
o
m
m

間
隔
で
水
平
方
向
に
引
か
れ
て
い
る
。

―
―
九O
X

四
一
七

m
m

A
I
I口

1
4
3
/
3
7
3

左
横
頻
を
見
せ
て
座
っ
て
い
る
男
性
裸
体
画
の
習
作
。
左
の
脚
を
伸
ば
し
つ
つ
右
脚
を
折

り
曲
げ
て
お
り
、
身
体
を
右
の
方
に
回
転
さ
せ
、
肩
と
上
腕
部
、
頭
部
側
面
の
み
を
見
せ
て

い
る
。
下
か
ら
上
へ
と
向
け
ら
れ
た
視
線
と
視
線
の
方
向
に
体
を
向
け
た
ポ
ー
ズ
は
、
そ
れ

が
祭
壇
画
か
天
井
画
を
模
写
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

画
用
紙
の
出
所
を
示
す
透
か
し
文
様
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
作
者
を
特
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
作
品
番
号
と

I口
1
3
7
、

2
8
,
2
、

2
8
,
4
、

2
8
,
5
、

2
8
,
6
お
よ
び
1
3
8と
同
じ

画
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
こ
れ
ら
の
デ
ッ
サ
ン
は
全
て
同
様

に
ゴ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ
、
一
七
六
六
年
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ホ
セ
・
ル
サ
ン

の
エ
房
に
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
版
画
作
品
も
絵
画
作
品
も
存
在
し

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
ゴ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ
た
一
―
点
の
裸
体
画
習
作
を
誰
も
こ
の
時
期
に
は
位

置
付
け
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
技
法
上
の
特
徴
は
須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
本
作
品
と
は
多

く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
[
M
A
V
/
y
o
]

ー

2
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作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
赤
褐
色
コ
ン

テ
と
黒
鉛
箪
。
透
か
し
に
よ
る
罫
線
が

水
平
方
向
に
三

0
m
m間
隔
で
引
か
れ
て

い
る
。

四
一
七
X

二
八
四
m
m

A
I
i□
 
1
4
4
/
3
7
4
 

両
脚
を
右
方
向
に
倒
し
て
座
っ
て
い
る
男
性
人
物
像
の
裸
体
画
習
作
。
右
手
を
左
脚
の
上

に
置
き
、
右
脚
を
伸
ば
し
な
が
ら
地
面
に
向
け
て
倒
し
て
い
る
。
横
韻
で
表
さ
れ
た
顔
は
上

の
方
を
見
て
い
る
。

こ
の
デ
ッ
サ
ン
に
お
け
る
下
か
ら
上
へ
と
向
け
ら
れ
た
視
線
は
、
祭
壇
画
か
天
井
画
の
た

め
の
何
ら
か
の
人
物
像
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
こ
の
裸
休
デ
ッ
サ
ン
の
顔
の
特
徴
か

ら
、
作
者
が
実
在
の
モ
デ
ル
の
顔
を
反
映
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

疑
い
な
く
、
作
品
番
号
と

I
口

2
8
,
2
、

2
8
,
4
、

2
8
,
5
、

2
8
,
6
、

1
3
7、
1
3
8と

1
4
3と
同
一
の
画
家
に
よ
る

作
品
で
あ
る
。

透
か
し
文
様
が
な
い
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
画
用
紙
の
出
所
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が
、
こ
の
作
品
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ラ
ミ
ロ
・
ロ
ス
・
ラ
ガ
エ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
属
し
て
い
た
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
グ
ア
ダ
ハ
ラ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・

ロ
ス
の
も
と
に
あ
り
、
最
終
的
に
は
（
父
親
か
息
子
か
は
不
明
だ
が
）
A

・
ベ
ル
エ
テ
が
所
有

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
私
た
ち
に
何
も
も
た
ら
さ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
文
献
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
全

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
[
M
A
V
/
y
o
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透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
赤
褐
色
コ
ン

テ
と
黒
鉛
策
。
透
か
し
に
よ
る
罫
線
が

―
―-
o
m
m間隔
で
引
か
れ
て
い
る
。

【
裏
面
＿

2
2
|
2
 

男
性
裸
体
習
作

[
M
A
V
/
y
o
]
 

左
方
向
に
顔
を
回
し
て
座
る
四
分
の
三
面
観
の
男
性
裸
体
像
習
作
。
脚
を
異
な
る
高
さ
で

曲
げ
、
右
腕
を
上
げ
、
左
腕
を
地
面
に
つ
い
て
体
重
を
か
け
て
い
る
。
軽
く
頭
を
上
げ
て
右

の
方
を
見
て
い
る
。

画
用
紙
の
表
側
の
デ
ッ
サ
ン
と
同
じ
作
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
表
の
素
描
と
同
じ
よ
う

に
、
下
か
ら
上
へ
向
け
ら
れ
た
視
線
は
天
井
画
か
祭
壇
画
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
ポ
ー
ズ
を
写
す
た
め
の
裸
体
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
世
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
紙
に
赤
褐
色
コ
ン

テ
と
黒
鉛
箪
で
描
か
れ
、
白
墨
に
よ
る

筆
触
(
C
D
に
は
入
っ
て
い
な
い
デ
ー

タ
に
よ
っ
て
確
認
）
を
伴
う
。
透
か
し

に
よ
る
罫
線
が
三

0
m
m間
隔
で
水
平
方
向
に
引
か
れ
て
い
る
。
明
暗
を
反
転
さ
せ
た
透

か
し
に
よ
り
、
円
で
囲
ま
れ
た
「
A
G
」
と
い
う
モ
ノ
グ
ラ
ム
が
記
さ
れ
て
い
る
。

四
二
七
x

二
九
0
m
m

A
l
l口

1
4
5
/
3
7
5

右
脚
で
地
面
の
上
に
立
ち
、
岩
の
上
に
左
膝
を
置
い
て
左
脚
を
曲
げ
、
足
と
背
中
を
向
け

る
姿
勢
で
立
つ
裸
体
の
男
性
人
物
像
。
右
腕
を
軽
く
身
体
か
ら
離
し
、
拳
を
握
り
し
め
つ
つ

左
腕
を
伸
ば
し
て
い
る
。
左
手
の
周
囲
に
は
盾
の
下
絵
を
思
わ
せ
る
線
が
見
出
さ
れ
る
。

赤
褐
色
の
コ
ン
テ
と
黒
鉛
筆
で
輪
郭
を
描
く
技
法
は
、

~
I
口

1
3
7、
2
8
,
5
、

2
8
,
6
、

1
4
3と

1
4
4の

デ
ッ
サ
ン
と
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
の
と
が
っ
た
鼻
を
伴
う
身
体
表
現
の
類
型
、
若

干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
紙
の
大
き
さ
の
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え

て
、
こ
れ
ら
の
習
作
は
全
て
同
一
の
画
家
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

他
の
点
で
は
、
明
暗
を
反
転
さ
せ
た
透
か
し
文
様
に
関
し
、

1
4
0の
デ
ッ
サ
ン
と
の
類
似
点

が
見
出
さ
れ
、
異
な
る
技
法
で
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
頭
髪
の
描
き
方
が
似
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
二
つ
の
素
描
グ
ル
ー
プ
は
同
じ
作
者
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

固
像
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
左
手
に
盾
を
持
ち
、
た
と
え
そ
の
大
ま
か
な
輪
郭
さ
え

表
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
右
手
に
槍
を
持
つ
戦
士
を
表
す
習
作
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
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作
者
不
詳
（
ス
ペ
イ
ン
）

十
八
匪
紀
（
後
半
）

透
か
し
入
り
の
白
い
画
用
紙
に
赤
褐
色
の

コ
ン
テ
。
透
か
し
に
よ
る
罫
線
が
水
平
方
向

に
二
五

m
m間
隔
で
引
か
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ

数
字
の
W
が
透
か
し
で
表
さ
れ
て
い
る
。

二
九
八
x

四
三
七

r
n
m

A
I
I口

1
4
6
/
3
7
6

右
脚
を
折
り
曲
げ
、
左
脚
を
右
方
向
へ
軽
く
伸
ば
し
て
座
る
男
性
裸
体
像
。
傾
け
た
頭
の

上
に
両
腕
を
上
げ
、
首
と
両
腕
で
四
角
い
岩
石
の
よ
う
な
形
を
し
た
大
き
な
荷
を
支
え
て
い

る
。モ

デ
ル
に
解
剖
学
的
な
ポ
ー
ズ
を
と
ら
せ
る
こ
の
タ
イ
プ
の
デ
ッ
サ
ン
は
、
画
家
た
ち
に

と
っ
て
は
常
套
的
で
あ
り
、
様
々
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
は
画
家
見
習
い
の
た
め
の
教
本
の
一
部
か
ら
採
ら
れ
た
形
式
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

人
物
像
は
、
エ
ン
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
、
コ
ー
ニ
ス
を
支
え
る
人
物
と
し
て
、
通
例
フ
レ
ス
コ
画

が
描
か
れ
る
天
井
近
く
の
コ
ー
ニ
ス
の
あ
た
り
に
配
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

モ
デ
ル
の
顔
は
極
め
て
古
典
主
義
的
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
み
せ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
言
及

し
て
き
た
他
の
デ
ッ
サ
ン
の
よ
う
な
写
実
的
な
風
貌
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
在

の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
デ
ッ
サ
ン
で
は
な
く
、
十
八
世
紀
の
版
画
か
絵
画
の
模
写
で
あ
ろ
う
と

判
断
さ
れ
る
。
モ
デ
リ
ン
グ
の
滑
ら
か
さ
と
完
全
な
解
剖
学
的
構
造
と
に
重
点
が
置
か
れ
、

そ
の
左
脚
は
大
腿
の
部
分
と
左
足
の
位
置
に
対
し
て
全
体
が
不
自
然
な
遠
近
法
で
表
さ
れ
て

い
る
。

ゴ
ヤ
ヘ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
彼
が
描
い
た
図
像
に
お
い
て
類
似
の
人

物
像
は
―
つ
も
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
デ
ッ
サ
ン
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
は

既
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
画
家
の
手
が
あ
ま
り
に
も
若
々
し
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、

ゴ
ヤ
の
作
品
と
の
比
較
は
で
き
な
い
。
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ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル

（
一
六
四
二
頃
ー
一
六
八
0
頃
）

原
画
ニ
ナ
イ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

透
か
し
に
よ
る
水
平
の
罫
線
が
一
一
八

m
m間
隔
で
引
か
れ
た
（
透
か
し
入
り

の
）
紙
に
エ
ッ
チ
ン
グ
。
最
下
部
の

中
央
に
「
T
i
t
i
a
n
o
In. 
et P
」
そ
れ
よ

り
下
に
あ
る
線
の
左
端
に
は
「

V
.
L
e
F
e
b
r
e」
、

C
a
m
p
e
n
 F
o
r
m
i
s
 V
e
n
e
t
y
s

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
五
O
X
三
0
0
m
m

AIII1 5
5
/
1
1
5
 

同
じ
線
の
右
の
方
に
は
「

I
•
V
a
n

下
の
余
白
に
平
行
な
前
景
部
分
で
は
、
非
常
に
美
し
い
裸
休
女
性
像
が
寝
床
に
身
体
を
横

た
え
て
お
り
、
そ
の
右
手
は
ベ
ッ
ド
上
の
シ
ー
ツ
で
陰
部
を
隠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ベ
ッ

ド
の
上
に
は
権
力
を
表
象
す
る
王
冠
と
王
杖
が
置
か
れ
て
い
る
。
右
下
の
隅
に
は
豪
華
な
ア

ン
フ
ォ
ラ
と
貨
幣
か
宝
石
が
入
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
口
の
閉
じ
ら
れ
た
袋
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
富
を
象
徴
し
て
い
る
。
ペ
ッ
ド
に
は
天
蓋
が
あ
り
、
銘
文
が
書
か
れ
た
帯
状
の
布

と
「
全
て
は
虚
し
」
と
書
か
れ
た
プ
レ
ー
ト
が
吊
り
下
げ
ら
れ
、
女
性
に
関
し
て
は
少
な
く
と

も
教
養
の
あ
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
木
々
が
茂
る
背
景
が
描
か
れ
、
そ
の
彼
方
に

は
山
々
が
連
な
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル

(
L
e
f
e
b
r
e

あ
る
い
は

L
e
f
e
b
v
r
e
)

は
フ
ラ
ン
ド
ル
出
身
で

あ
る
が
、
非
常
に
若
い
頃
か
ら
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
住
み
、
パ
オ
ロ
・
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
の
信
奉
者

た
ち
に
近
い
ス
タ
イ
ル
の
版
画
家
と
し
て
活
動
し
た
。
彼
の
版
画
作
品
で
有
名
な
も
の
は

一
六
八
二
年
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
出
版
さ
れ
た
『
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
撰
集
』
で
あ
り
、
そ
の

作
品
集
で
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
の
作
品
が
複
製
さ
れ

て
い
る
。
長
崎
県
美
術
館
は
こ
の
作
品
集
の
二
八
番
の
版
画
を
所
有
し
て
い
る
。

そ
の
複
製
画
は
一
七

0
九
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
ウ
ィ
ド
マ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い

5
 

2
 

全
て
は
虚
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は
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ア
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て
テ
イ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
婦
せ
ら
れ
、
《
ダ
ナ
エ
》
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
前
述
の

作
品
の
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
―
つ
が
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
（
ア
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
に
お
い
て
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
派
の
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
モ
ラ
ッ
シ
と
パ
ル
ッ
チ
ー
ニ

(
1
)
 

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ェ
ゼ
イ
は
、
そ
の
失
わ
れ
た

作
品
の
画
面
構
成
は
カ
ラ
ッ
チ
派
の
も
の
に
よ
り
近
か
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

カ
ム
ペ
ン
の
名
を
伴
う
イ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
、
版
画
工
房
か
こ
の
版
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
印
刷
し
た
印
刷
所
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
W
E
T
H
E
Y
,
 H
A
R
O
L
D
 E., 
T
h
e
 P
a
m
t
m
g
s
 of Titian. 
Lil 
T
h
e
 M
y
t
h
o
l
o
g
1
c
a
l
 a
n
d
 Historical 
P
a
m
t
m
g
s
 

L
o
n
d
r
e
s
,
 1
9
6
9
,
1
9
7
5
,
 p. 2
1
7
,
 
n. X
.
3
0
 

[
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ス
ペ
イ
ン
美
術
と
日
本
の
関
係

オ
リ
エ
ン
ト

祠
洋
の

l東
洋
と
の
接
触
は
十
九
世
紀
や
二

0
世
紀
に
初
め
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
上
、
幾
度
と
な
く
密

接
な
接
触
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
や
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
に
東
洋
の
地
を
踏
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
を
魅
了
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
も
の
に
彼
ら
が
目
を
向
け

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
東
洋
の
思
想
や
美
術
で
あ
る
。
十
九
世
紀
以
前
、
東
洋
に
思
想
や
美
術
は
存
在
し

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
で
は
十
三
世
紀
に
牧
硲
や
馬
遠
が
水
墨
画
を
描
い
て
お
り
、
十
六
世
紀
の
日
本
に
は
雪
舟
が

い
た
。
今
日
、
そ
の
質
感
の
表
現
力
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
茶
道
、
禅
の
思
想
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
楽
茶
碗
や
志
野
、
丹
波
、
織
部
の
焼
物
は
さ
ら
に
時
代
を
遡
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
焼
物
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に

か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十
九
世
紀
で
も
薩
摩
や
伊
万
里
、
有
田
の
彩
り
豊
か
な
陶
器
と
比
べ
て
安
値
で
取
引
さ
れ
た
。

で
は
、
東
西
の
接
触
が
始
ま
っ
た
頃
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
無
視
さ
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
今
日

に
お
い
て
な
ぜ
、
東
洋
の
美
術
や
文
化
を
代
表
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
が
あ
る
選
択
を
行
う
と
き
に
は
自
ら
の
必
要
に
応
じ
た
も
の
を
選
ぶ
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
原

因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
単
に
食
事
の
メ
ニ
ュ
ー
、
果
物
や
洋
服
を
選
ぶ
だ
け
だ
っ
た
と
し
て
も

で
あ
る
。

十
六
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
の
宜
教
師
や
旅
行
者
た
ち
が
、
い
か
に
東
洋
の
思
想
に
ど
っ
ぷ
り
浸
り
、
異
教
の
神
々
の
話
題

に
触
れ
よ
う
と
も
、
彼
ら
が
絶
対
の
真
実
を
手
に
し
、
唯
一
の
神
を
崇
拝
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な

も
の
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
余
白
を
尊
ぶ
水
墨
画
や
書
、
「
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
引
か

れ
る
」
一
本
の
線
の
表
現
力
に
魅
了
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
ほ
と
ん
ど
が
聖
書
の

物
語
か
ら
主
題
を
と
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
自
ら
の
文
化
を
誇
り
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
理
性
を
基

盤
と
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
直
感
の
世
界
と
は
ま
っ
た
＜
非
科
学
的
な
も
の
で
、
魔
術
や
空
想
の
領
域
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
。

東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
、
よ
り
深
遠
な
出
会
い
の
場
が
生
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
経
験
主
義
や
個
人
的
な
休
験
の

有
効
性
を
強
調
し
た
デ
カ
ル
ト
や
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
だ
っ
た
。
彼
ら
に
大
き
く
影
響
を
受
け
、
感
情
の
表
出
に
重

図4. コル・イ・プジョル邸のサロン

パダローナ 19枇紀未

図3. サンティアゴ・ルシニョール

《カウ・フェラットのマリア・ルシ

ニョール》 1894年

図2. フレデリック・マスリエラ

《舞踏の前〉 1886年

Iii! 《南蛮箱、 iili鉾型〉
桃 111時代 36 x 54.6 x 29.4 cm 

マドリード、ラス・デスカルサス・

レアレス修追院

ピ
ラ
ー
ル
・
カ
バ
ー
ニ
ャ
ス
・
モ
レ
ー
ノ
（
マ
ド
リ
ー
ド
・コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
）
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き
を
置
い
た
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
そ
の
後
に
続
く
。

十
九
世
紀
、
鮮
や
か
な
日
本
の
版
画
が
芸
術
家
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
間
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
十
六
世
紀
か

ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
は
日
本
か
ら
の
美
術
品
が
も
た
ら
さ
れ
た
（
図
l
)
。
そ
う
し
た
品
々
は
宣
教
師
た

ち
の
私
物
に
ま
ぎ
れ
て
、
あ
る
い
は
外
交
官
の
贈
り
物
と
し
て
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
の
美
術
品
は
珍
奇
な
も
の
、
宝
物
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
当
時
の
美
術
に
影
評
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
の
品
物
が
大
羅
に
到
来
す
る
の
は
日
本
が
開
国
し
、
中
国
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
独
占
交
易
を
終
え
た
あ
と
の
こ
と
で
あ

る
。
わ
た
し
た
ち
の
好
奇
心
を
刺
激
し
続
け
て
い
る
日
本
の
美
術
品
が
、
有
象
無
象
の
旅
の
証
言
、
あ
る
い
は
逸
話
と
し
て
、

且
に
見
え
る
形
で
絵
画
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
も
こ
の
と
き
か
ら
だ
。

日
本
美
術
を
自
ら
の
作
品
に
取
り
人
れ
た
ス
ペ
イ
ン
人
画
家
の
例
で
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
レ
デ
リ
y

ク
・
マ

ス
リ
エ
ラ
・
マ
ノ
ベ
ン
ス
の
《
舞
踏
の
前
》
(
-
八
八
六
年
、
図2
)や
《
舞
踏
の
あ
と
》
で
は
、
屏
風
や
着
物
が
東
洋
の
輝
き
や

香
り
を
放
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
の
ア
デ
ラ
イ
ダ
・
デ
ル
・
モ
ラ
ル
の
肖
像
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
ル
シ
ニ
ョ
ー
ル
が

そ
の
娘
を
描
い
た
《
カ
ウ
・
フ
ェ
ラ
ッ
ト
の
マ
リ
ア
・
ル
シ
ニ
ョ
ー
ル
》
(
-
八
九
四
年
、
凶3
)に
も
金
屏
風
が
描
き
こ
ま
れ

て
い
る
。
バ
ダ
ロ
ー
ナ
の
コ
ル
・
イ
・
プ
ジ
ョ
ル
邸
（
図

4
)
で
は
歌
川
派
の
彩
り
豊
か
な
浮
世
絵
が
壁
に
描
き
こ
ま
れ
た
。

マ
リ
ア
ノ
・
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
の
ア
ト
リ
エ
（
図

5
)
に
あ
る
日
本
の
甲
冑
や
マ
ス
リ
エ
ラ
の
ア
ト
リ
エ
に
罹
か
れ
た
仏
像
、

曼
荼
羅
、
ス
イ
レ
ン
の
花
も
、
彼
ら
が
異
な
る
文
化
の
品
々
に
い
か
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
品
物
は
わ
た
し
た
ち
の
興
味
を
ひ
き
、
そ
し
て
、
い
く
つ
も
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
ら
の
美
術
品
は
、
そ

こ
に
視
線
を
注
ぐ
私
た
ち
の
姿
を
映
し
出
す
の
だ
。
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
私
た
ち
は
、
装
飾
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
新
し

さ
に
注
意
を
ひ
か
れ
る
。
百
合
や
菊
（
図

6
)
、
蝶
、
ト
ン
ボ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
遠
近
法
の
新
し
さ
、
描
き
方

の
新
し
さ
に
注
目
す
る
。
浮
世
絵
の
革
新
的
な
視
点
の
置
き
方
、
鮮
や
か
な
色
彩
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的

な
関
心
の
低
さ
に
利
目
す
る
。
私
た
ち
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
は
ず
の
祭
壇
画
や
仏
像
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。こ

の
よ
う
な
、
初
め
て
目
に
す
る
驚
き
が
一
段
落
し
、
表
現
技
法
を
研
究
、
分
析
し
て
自
分
の
も
の
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
表
現
方
法
は
移
植
、
消
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
活
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ス
ペ
イ
ン
で
日
本
や
日
本
美
術
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
う
え
で
、
も
っ
と
も
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
の
は
浮
世

絵
だ
っ
た
。
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
（
図
7
)
や
リ
ケ
ル
、
ル
シ
ニ
ョ
ー
ル
、
ア
ン
グ
ラ
ー
ダ
・
カ
マ
ラ
サ
（
図

8
、

9
)
、
エ
チ
ェ
バ
リ
ア

と
い
っ
た
画
家
た
ち
が
浮
世
絵
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
、
北
斎
漫
画
と
と
も
に
自
分
た
ち
の
小
品
や
習
作
に
利
用
し
た
。
池
彩

画
の
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
も
あ
る
。
浮
世
絵
が
舞
台
装
置
と
し
て
画
面
の
中
に
描
き
込
ま
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た

の
は
そ
の
た
め
だ
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
ア
メ
リ
カ
を
含
ん
だ
日
本
美
術
の
流
行
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

の
雄
弁
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
彼
ら
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
た
ち
の
日
本
美
術
へ
の
敬
意
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流

れ
は
ピ
カ
ソ
に
ま
で
及
び
、
い
く
つ
か
の
作
品
、
《
ラ
・
チ
ャ
ー
タ
》
（
凶1
0
)や
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
素
描
に
日
本
美
術
の
影
響
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

図9. アングラーダ・カマラサ

〈マトウダイ〉 1948-1950年

図 7. マリアノ・フォルトゥーニ

〈 H 本風サロンにいる画家の＋ 1）したち〉 1874年頃

図5. マリアノ・フォルトゥーニのアトリエ

図6 アレクサンドレ・デ・リケル

「織物のデザイン」 1900-1915年頃

図8. 「北斎没 jilij 二編J
文化 1-二年 (1815年） 1：I」より
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こ
う
し
て
十
九
世
紀
末
か
ら
、
極
東
の
美
術
に
接
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
画
家
の
あ
い
だ
で
最
初
の
出
会
い
が
生
じ
た
。
そ
れ

は
多
く
の
場
合
、
主
題
や
形
式
の
面
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
次
の
段
階
へ
の
足
が
か
り
と
も
な
っ
た
。
流
行
と
し

て
の
価
値
が
失
わ
れ
、
芸
術
家
た
ち
が
自
分
の
興
味
を
か
き
た
て
る

H

本
美
術
の
裏
側
に
あ
る
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
す
る

段
階
で
あ
る
。
こ
う
し
て
色
彩
豊
か
な
浮
但
絵
か
ら
、
素
朴
な
茶
器
、
表
現
性
や
暗
示
力
に
富
ん
だ
水
墨
画
、
書
へ
と
興
味

の
対
象
が
移
っ
て
い
く
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
の
経
歴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
七
年
に
友
人
リ
カ
ー
ル
の
肖

像
を
描
い
た
と
き
、
ミ
ロ
は
背
景
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
浮
世
絵
を
利
用
し
た
（
図

1
1
)。
時
が
経
ち
、
日
本
の
文
化
や
思
想
と
接
し

て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
奥
深
さ
を
改
め
て
発
見
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
発
見
は
、
彼
の
絵
画
が
次
第
に
洗
練
さ
れ
て
い
く
過

セ
い
も
ょ
う

程
を
後
押
し
し
、
一
九
六

0
年
代
に
は
「
青
」
シ
リ
ー
ズ
（
図1
2
)の
清
澄
さ
に
到
達
す
る
。
《
太
陽
の
前
の
人
物
》
(
-
九
六
八
年
、

図

1
3
)
の
着
想
源
が

l臨
済
宗
の
僧
侶

l仙
店
の
禅
画
、
『
宇
宙
図
]
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

第
一
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
に
新
た
な
風
が
吹
き
こ
む
。
世
界
の
見
方
が
変
わ
っ
た
の
だ
。
芸

術
家
や
社
会
の
関
心
に
も
変
化
が
生
じ
た
。

美
術
は
自
ら
の
意
義
を
問
う
よ
う
に
な
る
。
主
題
の
独
創
性
を
追
及
す
る
こ
と
に
気
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
社
会
の
な
か

で
、
美
術
は
ど
う
い
う
価
値
が
あ
る
の
か
を
自
問
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
美
術
の
内
面
化
か
お
こ
り
、
西
洋
は
ち
ょ

う
ど
そ
の
頃
、
探
し
て
い
た
答
え
を
東
洋
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。

一
九
五
七
年
に
エ
ル
・
パ
ソ
を
創
立
し
た
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
、
ル
イ
ス
・
フ
ェ
イ
ト
（
図

1
4
)は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て

こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
つ
ま
り
、
知
性
の
影
響
を
受
け
な
い
、
直
戟
的
な
絵
画
を
望
む
画
家
た
ち
が
存
在
し
た
の
で
す
。
（
十
九
世
紀
以
来
、
絵

画
と
画
家
の
関
係
と
は
熟
練
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
技
術
や
技
羅
が
す
べ
て
で
し
た
。
）
そ
う
で
は
な
く
て
、
全
く
の
無
意

識
か
ら
生
ま
れ
る
、
直
歓
的
な
絵
画
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
内
面
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
出
そ

う
と
し
た
と
き
、
禅
の
思
想
は
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
す
。

直
感
に
し
た
が
っ
た
絵
画
を
制
作
す
る
た
め
に
は
、
禅
の
思
想
を
知
る
だ
け
で
な
く
茶
道
も
助
け
に
な
り
ま
し
た
。
禅
や

茶
は
ず
っ
と
昔
か
ら
存
在
し
、
東
洋
の
芸
術
家
た
ち
も
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
画
家
が

や
ろ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
お
腹

l内
面

lか
ら
腕
を
通
っ
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
や
紙
へ
ま
っ
す
ぐ
に
向
か
う
と
い
う
、
純
粋
に
東

洋
的
な
や
り
方
だ
っ
た
の
で
す
。

長
年
に
わ
た
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
う
い
う
絵
画
を
描
い
て
き
ま
し
た
。
知
性
の
空
白
を
つ
く
り
、
意
思
の
力
が
働
か
な
い

よ
う
な
絵
画
で
す
。
実
際
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
土
を
使
っ
て
制
作
し
た
絵
画
に
は
い
わ
ゆ
る
「
作
品
」
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
」

一
九
四
0
年
代
か
ら
五

0
年
代
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
文
化
的
な
雰
囲
気
が
硬
直
化
し
、
芸
術
家
に
と
っ
て
は
息
の
詰
ま
る
よ

屈13 ジョアン・ミロ《太幽の前の人物〉 1968年
図12. ジョアン・ミロ（行 ll 》 1966年

図 11. ジョアン・ミロ

《リカールの肖像》 1917年

図 14. ルイス・フェイト〈無題》 1999年 掲・和紙
図 10. パプロ・ピカソ

《ラ・チャータ》木炭、水彩、

グアソシュ・紙

31.6 x 7.6cm 1899年
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う
な
時
代
だ
っ
た
。
と
く
に
外
部
と
交
流
す
る
機
会
が
な
く
、
国
境
の
向
こ
う
側
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
知
る
の
が
困

難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
美
術
に
と
っ
て
新
た
な
原
動
力
と
も
な
っ
た
。

一
九
五
0
年
代
に
入
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
た
ち
は
国
境
を
越
え
て
パ
リ
ヘ
と
向
か
う
機
会
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な

る
。
彼
ら
の
多
く
は
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
の
奨
学
金
や
援
助
を
受
け
て
い
た
。
パ
ブ
ロ
・
パ
ラ
ス
エ
ロ
、
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
チ

リ
ー
ダ
、
ア
ン
ト
ニ
・
タ
ピ
エ
ス
、
エ
ウ
セ
ビ
オ
・
セ
ン
ペ
ー
レ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
サ
ウ
ラ
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ル
ス
・

カ
サ
マ
ー
ダ
な
ど
が
そ
う
し
た
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

十
九
世
紀
末
、
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
が
パ
リ
経
由
で
日
本
美
術
や
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
両
家
た
ち
も
ま
た
パ
リ
を
通
し
て
、
日
本
か
ら
の
新
し
い
影
響
の
波
に
触
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

美
術
史
家
ハ
レ
リ
ア
ー
ノ
・
ボ
サ
ル
は
ス
ペ
イ
ン
美
術
の
世
界
で
は
戦
後
が
一
九
五
七
年
ま
で
続
く
と
考
え
て
い
る
。
エ

ル
・
パ
ソ
や
エ
キ
ポ

5
7と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
設
立
さ
れ
た
年
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
ア
ン
ト
ニ
・
タ
ピ
エ
ス
や
マ
ノ
ロ
・

ミ
ジ
ャ
ー
レ
ス
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
サ
ウ
ラ

1
エ
ド
ウ
ア
ル
ド
•
]
チ
リ
ー
ダ
、
lホ
ル
ヘ
•
]
オ
テ
イ
サ
と
い
っ
た
芸
術
家
た
ち

の
作
品
が
成
熟
を
迎
え
、
国
外
で
も
認
知
、
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

五
0
年
代
後
半
の
こ
の
時
期
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ソ
ベ
ル
が
ス
ペ
イ
ン
に
居
を
構
え
た
。
ソ
ベ
ル
は
一
九
六
六
年
、
ク
エ

ン
カ
に
抽
象
芸
術
美
術
館
を
設
立
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
出
身
の
ス
ペ
イ
ン
人
画
家
だ
。
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
洋
の
美

学
を
一
身
に
体
現
す
る
画
家
で
、
そ
の
こ
と
は
人
間
の
動
き
を
暗
示
す
る
、
「
サ
エ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
初
期
の
抽
象
絵
画
に
反

映
さ
れ
て
い
る
（
図
1
5
)
。

一
九
五
九
年
、
ソ
ベ
ル
は
マ
ド
リ
ー
ド
の
ビ
オ
ス
カ
画
廊
で
、
ス
ペ
イ
ン
で
初
め
て
の
個
展
を
開
い
た
。
そ
こ
に
展
示
さ

れ
た
の
は
、
五

0
年
代
後
半
の
初
期
作
品
「
サ
エ
タ
」
と
一
九
六
三
年
頃
ま
で
続
く
次
の
時
代
「
黒
の
シ
リ
ー
ズ
」
だ
っ
た
。
こ

の
「
黒
の
シ
リ
ー
ズ
」
は
白
地
に
黒
を
描
き
こ
む
も
の
で
あ
る
。
「
サ
エ
タ
」
は
動
き
と
い
う
主
題
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、

「
黒
の
シ
リ
ー
ズ
」
で
は
動
き
と
い
う
主
題
に
、
記
憶
と
い
う
主
題
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。

「
動
き
を
表
現
す
る
わ
た
し
の
絵
画
は
東
洋
絵
画
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
「
サ
エ
タ
」
の
連
作
は
日
本
の
石
庭
に
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
も
の
で
す
。
ほ
う
き
目
の
よ
う
に
執
拗
な
ま
で
に
描
き
こ
ま
れ
た
線
は
不
安
を
引
き
起
こ
し
ま

(
3
)
 

す
。
」
た
だ
し
、
注
意
し
て
み
る
と
ソ
ベ
ル
が
指
摘
す
る
類
似
性
は
、
ガ
ラ
ス
の
注
射
器
を
使
っ
て
描
い
て
い
る
た
め
に
、
石

庭
の
線
と
は
全
く
関
係
が
な
い
も
の
だ
。
ま
た
、
水
墨
画
や
書
の
色
彩
と
も
、
東
洋
の
絵
画
や
書
の
構
図
と
も
関
係
が
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
両
者
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ベ
ル
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
中

国
絵
画
に
は
時
間
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
（
こ
れ
は
サ
エ
タ
に
お
け
る
動
き
と
い
う
主
題
と
類
似
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
）
鑑
賞

者
は
頭
の
中
で
画
家
の
動
作
や
筆
の
動
き
を
繰
り
返
す
の
で
す
。
わ
た
し
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
し
た
。
少
な

く
と
も
、
そ
れ
[
時
間
の
幅
]
を
実
践
し
ヽ
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ヽ
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
に
興

味
が
あ
っ
た
の
で
す
。
中
国
の
書
を
研
究
し
て
み
る
以
外
に
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

私
見
で
は
ソ
ベ
ル
が
東
洋
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ソ

ベ
ル
が
東
洋
絵
画
の
表
面
的
な
特
徴
を
真
似
て
制
作
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
東
洋
の
美
術
に
ど
っ
ぷ
り
浸

図15 フェルナンド·‘ノベル

《サエタ 253-R. W. を偲んで） 1959年
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り
な
が
ら
も
、
そ
の
東
洋
的
な
も
の
は
彼
に
と
っ
て
刺
激
、
あ
る
い
は
鏡
と
し
て
利
用
さ
れ
、
西
洋
絵
画
の
伝
統
を
刷
新
す
る
、

手
助
け
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
き
さ
く
な
性
格
や
幅
広
い
経
験
、
気
前
の
良
さ
も
あ
り
、
ソ
ベ
ル
は
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら

な
い
存
在
だ
っ
た
。
そ
れ
は
二

0
0
六
年
に
ク
エ
ン
カ
の
ス
ペ
イ
ン
抽
象
芸
術
美
物
館
が
開
館
四

0
周
年
を
迎
え
た
こ
と
や
、

ソ
ベ
ル
や
ク
エ
ン
カ
出
身
の
画
家
ト
ル
ネ
ル
の
ア
ト
リ
エ
を
中
心
に
ク
エ
ン
カ
の
街
が
交
流
の
場
と
な
り
、
セ
ン
ペ
ー
レ
や

サ
ウ
ラ
、
ミ
ジ
ャ
ー
レ
ス
と
い
っ
た
画
家
た
ち
が
移
り
住
ん
で
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

中
国
や
日
本
美
術
に
関
す
る
ソ
ベ
ル
の
幅
広
い
蔵
書
、
東
洋
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
彼
の
造
詣
の
深
さ
も
友
人
た
ち
の

好
奇
心
や
興
味
を
か
き
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ソ
ベ
ル
は
友
人
た
ち
に
、
東
洋
的
な
も
の
と
の
通
訳
の
役
割
を
果
た
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
サ
ウ
ラ
も
回
想
録
の
な
か
で
認
め
て
い
る
。
サ
ウ
ラ
は
ソ
ベ
ル
の
幅
広
い
蔵

書
、
東
洋
絵
画
の
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
。

ソ
ベ
ル
は

Iグ
ス
タ
ボ
．

lト
ル
ネ
ル
と
と
も
に
一
九
七
一
年
、
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
や
極
東
、
北
ア
メ
リ
カ
を

旅
行
し
た
。
そ
の
三
年
後
、
ト
ル
ネ
ル
は
ト
ウ
ル
ネ
ル
画
廊
で
「
ハ
ポ
ネ
サ
ー
ダ
ス
」

(
I
t
i
1
6
)

、
「
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
」
と
題
さ
れ

た
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
連
作
を
展
示
す
る
。
こ
の
題
名
と
連
作
は
、
異
文
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
魅
力
や
歩
み
寄
り

の
過
程
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
了
ハ
ポ
ネ
サ
ー
ダ
ス
」
に
は
、
異
文
化
へ
の
歩
み
寄
り
が

完
璧
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ト
ル
ネ
ル
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
最
初
の
印

象
に
修
正
を
加
え
、
自
分
の
中
で
豊
か
な
も
の
と
す
る
過
程
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
関
心
を
も
っ
て
他
者
を
覗
き
込
も
う

と
す
る
と
き
に
は
自
然
な
こ
と
だ
。
た
と
え
、
他
者
が
他
者
で
あ
り
続
け
る
も
の
だ
と
し
て
も
。
」

ト
ル
ネ
ル
は
一
九
八
八
年
に
再
来
日
し
た
。
彼
は
日
本
へ
の
興
味
や
問
題
意
識
と
い
っ
た
も
の
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
。
八
0
年
代
に
は
新
し
い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
た
と
え
ば
服
飾
の
分
野
で
仕
事
を
し
て
い
た
（
図

1
7
)。
「
表
現
形
式
が
作
品
の
輪

郭
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
、
明
ら
か
に
日
本
の
着
物
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
そ
の
形
が
正
方
形

で
あ
ろ
う
と
黄
金
分
割
の
長
方
形
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
、
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
に
沿
っ
た
割
合
で
大
き
く
な
っ
て
い
こ

う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
変
わ
ら
ず
そ
の
ま
ま
部
分
で
あ
り
続
け
ま
す
。
わ
た
し
の
関
心
は
異
な
る
文
明
の
形
を
統
合
す

る
試
み
に
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
明
確
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
互
い
に
補
い
合
い
な
が
ら
統
合
さ
れ
て
い
く
の
で

す
。
」

ア
ン
ト
ニ
オ
・
サ
ウ
ラ
も
ク
エ
ン
カ
に
居
を
構
え
た
芸
術
家
た
ち
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
画
面
上
の
染
み
や
動
作
が
、
時
間
、

動
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
現
す
る
。
こ
れ
が
サ
ウ
ラ
の
作
品
制
作
に
お
い
て
も
っ
と
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
概
念
と
な
っ

て
い
る

(
M
1
8
)。
彼
に
と
っ
て
初
め
て
の
日
本
美
術
と
の
出
会
い
は
書
や
京
都
で
出
版
さ
れ
た
雑
誌
『
墨
美
』
を
通
し
て
で
あ
っ

た
と
語
っ
て
い
る
。
雑
誌
に
は
森
田
子
龍
や
そ
の
仲
間
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
関
心
を
惹
い
た
の
は
、
何
世
紀

も
続
く
書
の
伝
統
が
、
自
由
な
文
字
の
扱
い
に
よ
っ
て
掻
き
ま
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
「
多
く
の
場
合
、
溢
れ
る
よ
う

な
イ
ン
ク
の
染
み
[
シ
ニ
フ
イ
ア
ン
lは
ヽ
描
か
れ
た
も
の

lシ
ニ
フ
ィ
工

lが
読
み
取
れ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
重
視
さ
れ
る

o

そ
の
結
呆
と
し
て
、
伝
統
的
な
、
描
か
れ
た
も
の
と
の
依
存
関
係
を
ぱ
っ
さ
り
と
破
壊
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
開
か
れ

; ' 
胚ご竺：—’------．,-----m - -

図 18 アントニオ・サウラ〈無1/li)
1991年写只、アクリル絵0)具

41 x 50cm 長崎児美術館

図 17. グスタポ・トルネル《能—マティス〉 1987年

アクリル・カンヴァス、板 133 x 225cm 図 16. グスタポ・トルネル（祇固》

「ハポネサーダス」連竹• 1974 年
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た
空
白
に
並
外
れ
て
大
き
な
筆
で
描
か
れ
た
、
墨
汁
の
洪
水
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
造
形
は
、
伝
統
的
な
枠
組
み
の
な
か

に
あ
り
な
が
ら
書
が
も
つ
近
代
性
へ
の
扉
を
開
く
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
例
は
、
日
本
と
は
異
な
っ
た
環
境
に
い
る
、
幾

人
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
芸
術
家
の
作
品
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」

サ
ウ
ラ
は
日
本
美
術
に
惹
か
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
（
凶

1
9
)。
こ
れ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
肖
像
画
の

伝
統
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
。
サ
ウ
ラ
も
そ
の
伝
統
の
な
か
に
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
肖
像
画
で
は
似
て
い
る
か
よ

り
も
、
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
切
な
の
は
、
誰
が
描
か
れ

て
い
る
の
か
が
わ
か
る
こ
と
で
は
な
<
、
[
画
家
のl動
作
や
絵
箪
を
通
し
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
叩
き
つ
け
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

行
為
の
結
果
と
し
て
の
造
形
な
の
だ
。

一
九
八
六
年
、
サ
ウ
ラ
は
(
-
九
五
0
年
代
に
登
場
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
抽
象
絵
画
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
日
本
の

グ
ル
ー
プ
）
「
具
体
」
に
つ
い
て
執
箪
し
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
抽
象
表
現
主
義
の
展
開
に
お
い
て
東
洋
文
化
が
果
た
し
た

役
割
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。
文
字
や
動
作
の
表
現
力
、
空
白
の
強
調
、
中
心
を
外
し
た
構
図
、
集
中
や
瞑
想
と
い
っ
た

要
素
が
抽
象
表
現
主
義
を
後
押
し
し
た
特
徴
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

サ
ウ
ラ
は
パ
リ
で
、
初
期
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
同
時
に
東
洋
の
水
墨
画
の
伝
統
と
も
出
会
っ
た
。
そ
こ
で
実
際
に
、
造

形
表
現
に
お
い
て
素
材
そ
の
も
の
が
も
つ
力
と
、
筆
の
動
き
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
時
間
を
発
見
す
る
の
で

(
9
)
 

あ
る
。一

九
五
六
年
か
ら
六
三
年
に
か
け
て
の
サ
ウ
ラ
の
作
品
は
、
一
カ
ン
ヴ
ァ
ス
と
のl取
っ
組
み
合
い
の
対
決
の
な
か
で
制
作

さ
れ
た
。
い
つ
け
ん
無
造
作
に
み
え
る
「
動
き
」
は
内
面
の
衝
動
に
呼
応
し
た
も
の
で
、
画
面
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
、

画
面
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
。

な
ん
て
ん
ば
う
と
う
じ
ゅ
う

書
の
道
を
究
め
た
書
道
家
で
も
あ
っ
た
禅
僧
、
南
天
棒
郡
州
（
中
原
部
州
)
は
[
サ
ウ
ラ
と
全
く
同
様
に
l、
画
家
自
身
が

体
全
体
を
つ
か
っ
て
描
く
絵
箪
な
の
だ
と
、
自
伝
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
彼
が
ひ
く
線
に
は
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
集
中
力
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
部
州
は
単
に
箪
を
使
っ
て
書
い
た
だ
け
で
は
、
死
ん
だ
文
字
が
生
ま
れ
て
く
る
と
明
言
し
て

(10) 

ヽ
こ
。

し

tサ
ウ
ラ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
墨
美
に
し
て
も
具
体
に
し
て
も
、
西
洋
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
同
じ
時
期

に
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
作
品
は
互
い
に
密
接
に
結
び
つ
き
、

伝
統
に
枠
差
し
な
が
ら
も
未
来
を
見
据
え
、
西
洋
と
似
た
よ
う
な
戦
後
復
興
の
な
か
で
革
新
を
引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
サ
ウ
ラ
だ
け
が
例
外
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
タ
ピ
エ
ス
と
具
体
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係
も
同
様
に
、
前
進
し
よ

う
と
す
る
意
思
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
。
両
者
と
も
に
各
々
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失

う
こ
と
な
く
、
新
た
な
探
求
へ
と
向
か
っ
た
。
十
九
世
紀
に
起
こ
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ
で
も
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
。

西
洋
を
魅
了
し
た
浮
世
絵
も
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
制
作
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

1
多
く
の
作
品
が

西
洋
に
輸
出
さ
れ
た
]
浮
世
絵
師
た
ち
も
、
西
洋
の
印
象
派
と
同
時
代
の
芸
術
家
だ
っ
た
の
だ
。

こ
こ
ま
で
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
最
後
に
ア
ン
ト
ニ
・
タ
ピ
エ
ス
（
図

2
0
)に
言
及
し
て
お
き
た

図19. アントニオ・サウラのアトリエ

70 



い
。
彼
は
東
洋
の
思
想
に
深
い
愛
着
を
抱
き
、
そ
れ
が
自
分
の
芸
術
表
現
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
公
言
し
て
い
る
。

二
0
0

一
年
十
二
月
、
タ
ピ
エ
ス
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
父
か
ら
借
り
た
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
や
、
谷
崎
潤
一
郎

の
『
陰
影
礼
賛
』
が
日
本
の
世
界
に
触
れ
る
入
り
口
に
な
っ
た
重
要
な
二
冊
で
あ
る
と
語
っ
て
く
れ
た
。

タ
ピ
エ
ス
は
妻
と
と
も
に
、
最
初
は
イ
ン
ド

l哲
学
の
一
派

lの
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
に
興
味
を
も
ち
、
仏
教
、
そ
し
て
、
そ
こ

か
ら
派
生
し
た
禅
の
思
想
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
彼
は
精
神
の
健
康
に
い
い
も
の
を
探
し
、
選
ん
で
い
っ
て
、
そ
れ

が
の
ち
に
美
術
の
中
に
は
い
り
こ
ん
で
き
た
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
タ
ピ
エ
ス
は
鈴
木
大
拙
の
著
作
を

高
く
評
価
し
、
鈴
木
大
拙
の
弟
子
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
師
の
写
真
を
大
切
そ
う
に
見
せ
て
く
れ
た
。

タ
ピ
エ
ス
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
白
隠
の
作
品
が
二
点
あ
り
、
彼
が
も
っ
と
も
惹
か
れ
る
画
家
・
書
家
で
あ
る
と
い

う
。
タ
ピ
エ
ス
が
白
隠
に
興
味
を
抱
き
、
パ
リ
で
日
本
の
美
術
作
品
を
購
入
し
た
の
は
五

0
年
代
の
末
だ
っ
た
。

タ
ピ
エ
ス
は
、
五
八
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
日
本
代
表
審
査
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
批
評
家
、
瀧
口

修
造
と
知
り
合
っ
た
。
瀧
口
は
帰
国
す
る
前
、
ミ
シ
ェ
ル
・
タ
ピ
エ
や
記
者
団
と
と
も
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
を
訪
れ
た
。
バ
ル

セ
ロ
ー
ナ
で
の
宿
泊
事
情
が
悪
か
っ
た
た
め
、
タ
ピ
エ
ス
と
そ
の
妻
が
彼
ら
の
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
、
自
分
た
ち
は
別
の
家
に

移
っ
た
の
だ
。
言
葉
が
違
い
意
思
の
疎
通
が
難
し
か
っ
た
た
め
、
タ
ピ
エ
ス
と
瀧
口
の
会
話
は
は
ず
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
だ
が
、
ふ
た
り
は
意
気
投
合
し
た
。
瀧
口
は
一
緒
に
仕
事
を
し
よ
う
と
共
同
出
版
を
も
ち
か
け
る
。
彼
は
こ
う
し
た
共

同
作
業
に
意
欲
的
だ
っ
た
の
だ
。
実
際
、
一
九
七

0
年
に
は
ミ
ロ
と
と
も
に
ポ
リ
グ
ラ
フ
ァ
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
手
作
り
諺
』

を
、
七
八
年
に
は
平
凡
社
か
ら
『
ミ
ロ
の
星
と
と
も
に
』
を
出
版
し
て
い
た
。

タ
ピ
エ
ス
と
共
同
制
作
し
た
作
品
は
『
物
質
の
ま
な
ざ
し
』
（
図
2
1
)と
題
さ
れ
、
七
五
年
に
ポ
リ
グ
ラ
フ
ァ
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

テ
キ
ス
ト
は
瀧
口
の
詩
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
自
分
が
日
本
の
文
化
や
伝
統
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
本
の
形
態
や
挿

絵
の
か
た
ち
を
決
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
単
に
、
そ
れ
が
タ
ピ
エ
ス
の
仕
事
の
や
り
方
と
似
て
い

た
だ
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

タ
ピ
エ
ス
は
具
体
の
メ
ン
バ
ー
と
も
緊
密
な
関
係
を
結
ん
だ
。
ミ
シ
ェ
ル
・
タ
ピ
エ
が
日
本
で
企
画
し
た
展
覧
会
に
も
作

(11) 

品
を
出
品
し
、
九
二
年
に
は
パ
リ
で
開
か
れ
た
白
髪
[
-
雄

l展
の
カ
タ
ロ
グ
に
論
文
を
執
箪
し
た
。
そ
の
論
文
に
は
「
日
本

美
術
と
未
完
成
へ
の
信
仰
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
附
さ
れ
、
東
洋
と
西
洋
の
美
術
が
い
か
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
、
互
い
の

歩
み
寄
り
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

タ
ピ
エ
ス
は
天
台
宗
の
僧
で
も
あ
る
白
髪
一
雄
を
尊
敬
し
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
白
隠
慧
鶴

（
一
六
八
五
ー
一
七
六
八
）
に
も
傾
倒
し
て
い
る
。
タ
ピ
エ
ス
は
白
隠
の
書
や
水
墨
画
に
、
西
洋
人
画
家
の
大
半
が
魅
了
さ
れ

た
と
い
う
。
集
中
と
無
我
、
立
ち
居
振
る
舞
い
や
築
遣
い
の
重
要
性
、
線
の
ふ
る
え
、
描
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム
、

時
間
を
超
越
し
た
表
現
力
に
富
む
作
品
、
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
だ
す
余
白
、
本
質
を
え
ぐ
る
よ
う
な
性
質
、
そ
う
し
た
も
の
が

画
家
た
ち
を
魅
了
し
た
の
だ
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
と
日
本
と
の
関
係
の
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
日
本
的
な
も

の
に
対
す
る
関
心
は
水
墨
画
や
書
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
枯
山
水
や
そ
の
形
式
、
過
分
に
装
飾
的
な
美
術
の
様
式
、

且慶

柊121. アントニ・タビエス／瀧口修造

「物質のまなざしj カヴァー ポリグラファ社

1975年発行 長崎県美術館

図20. アントニ・タビエス

〈茶の上の黄土） 1964年
ミクストメディア・カンヴァス

68X50cm 長崎県美術館
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(
1
)
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
博
士
課
程
の
課
題
と
し
て
イ
ネ
ス
・
バ
リ
エ
ホ
・
ウ
レ
シ
ア
が
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二

0
0
0

年
五
月
十
八
日
、
未
刊
、
p
.
3

(
2
)
B
O
N
A
L
,
 Valeriano: A
r
t
e
 del siglo X
X
 en
 E
s
p
a
n
a
,
 M
a
d
r
i
d
,
 E
s
p
a
s
a
,
 1998, pp.251,276. 

(
3
)
ア
ル
マ
ン
ド
・
マ
ノ
ロ
が
行
っ
た
ソ
ベ
ル
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
、

•
•
F
e
r
n
a
n
d
o

Zobel: a
 virtuoso of paint̀
', Pace, M
a
n
i
l
a
,
 24-3,1972,N6bel, M
u
s
e
o
 

N
a
c
i
o
n
a
l
 C
e
n
t
r
o
 d
e
 A
r
t
e
 R
e
i
n
a
 Sofia, M
a
d
r
i
d
,
 2003, p
.
2
1
3
に
収
録
。

(
4
)
V
i
l
l
a
l
b
a
,
 A: 1991, p
.
9
2
2
.

一
年
後
の
一
九
五
八
年
、
ソ
ベ
ル
は
カ
ラ
タ
ガ
ン
半
島
に
あ
る
親
戚
の
別
荘
の
敷
地
で
考
古
学
の
発
掘
作
業
を
始
め
た
。
そ
こ

で
多
数
の
中
国
陶
器
を
発
見
し
、
中
国
美
術
、
と
く
に
絵
画
や
書
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
二
年
間
に
わ
た
っ
て
中
国
語
と
そ
の
正
書
法
を
学
び
、

あ
る
友
人
に
こ
う
壽
き
送
っ
て
い
る
。
「
画
家
に
と
っ
て
理
想
的
な
修
練
だ
。
毛
筆
を
使
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
使
え
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
」
空
い
た
時
間
に
中
国
や
日
本
の
美
術
に
ま
つ
わ
る
三

0
回
に
わ
た
る
講
演
の
準
備
を
し
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
時
期
に
あ
た

る
。

(
5
)
S
A
U
R
A
,
 A
n
t
o
n
i
o
:
 

.. C
o
n
m
o
v
e
d
o
r
a
 personalidad, ins6lita obra'", E
l
 Pais, M
a
d
r
i
d
,
 5-6-1984 (
N
e
c
r
o
l
6
g
i
c
a
 a
 la 
m
u
e
r
t
e
 de] artista)/ M
a
z
a
r
i
o
 

M
a
z
a
r
i
o
 Torrijos, 
C
a
r
l
o
s
:
ｷ
ｷ
N
6
b
e
l
 y
 s
u
 biblioteca: 
c
o
r
r
i
e
n
t
e
 d
e
 n
u
e
v
a
s
 ideas.., J
a
p
6
n
.
 A
r
t
e、
c
u
l
t
u
r
a
y
 a
g
u
a、
N
a
r
a
g
o
z
a
.
P
r
e
n
s
a
s
 

Universitarias d
e
 Z
a
r
a
g
o
z
a
,
 T
h
e
 J
a
p
a
n
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
,
 2004, pp.123-132. 

(
6
)
T
O
R
N
E
R
,
 G
u
s
t
a
v
o
:
 Serigraftas 1963,1974, M
a
d
r
i
d
,
 Galeria T
u
r
n
e
r
`
1
9
7
4
.
 

(
7
)
T
o
r
n
e
r
,
 p
i
n
t
u

ミ

y

escultura, 
M
a
d
r
i
d
,
 G
a
l
e
r
i
a
 d
e
 A
r
t
e
 S
o
l
e
d
a
d
 L-Orenzo, 
1987; T
O
R
N
E
R
,
 G
u
s
t
a
く
。

E
s
c
r
i
t
o
s

y
 conversaciones, 
Valencia, 

Pretextos, 1996, p.112. 

(
8
)
S
A
U
R
A
,
 A
n
t
o
n
i
o
:
 
"
E
s
p
a
c
i
o
 y
 ge
s
t
o
 Gutai.., G
r
u
p
o
 Gutai, M
a
d
r
i
d
,
 M
u
s
e
o
 E
s
p
a
n
o
l
 d
e
 A
r
t
e
 C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
n
e
o
,
 1987, pp.75,76. 

(
9
)
S
A
U
R
A
,
 A
n
t
o
n
i
o
:
 Visor, B
a
r
c
e
l
o
n
a
,
 G
a
l
a
x
i
a
'
G
u
t
e
n
b
e
r
g
`
2
0
0
1
,
 p.49. 

(
1
0
)
と

D
I
S
S
,
S
t
e
p
h
e
n
:
 T
h
e
 A
r
t
 o
f
 Z
e
n
:
 P
a
i
n
t
i
n
g
s
 a
n
d
 C
a
l
l
i
g
r
a
p
h
y
 b
y
 J
a
p
a
n
e
s
e
 M
o
n
k
s
,
 1
6
0
0
,
]
9
2
5
,
 N
e
w
 Y
o
r
k
,
 H
a
r
r
y
 N
e
w
 Ab
r
a
.
m
s
,
 
1989, 

、
王

—111n 

（
翻
訳
；
松
田
健
児
）

あ
る
い
は
詩
歌
に
も
向
け
ら
れ
る
。
北
斎
版
画
の
力
も
未
だ
失
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
複
雑
さ
の
好
例
と
な
る
の
が
[
工

ド
ゥ
ア
ル
ド
・

lチ
リ
ー
ダ
だ
。
二

0
世
紀
と
日
本
的
な
も
の
、
と
い
う
テ
ー
マ
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
分
野

だ
が
、
美
術
の
理
解
に
新
た
な
道
を
開
く
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
ル
イ
ス
・
フ
ェ
イ
ト
の
言
葉
を
引
用
し
て
こ
の
論
考
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
フ
ェ

イ
ト
の
言
葉
が
、
互
い
に
作
用
し
あ
い
、
豊
か
さ
を
増
す
と
い
う
経
験
の
核
心
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
新
た
な
領
域
を
探
求
し
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
新
し
い
表
現
を
つ
む
い
で
い
く
こ
と
は
合
理
的
な

だ
け
で
は
な
く
、
必
要
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
探
求
を
す
る
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
先
駆
者
た
ち
が

考
え
、
実
行
し
た
こ
と
が
、
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
別
の
時
代
や
別
の
文
化
を
経
験

す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
、
変
化
の
た
め
に
変
化
を
、
単
に
新
し
い
こ
と
だ
け
を
求
め
る
と
い
う
、
空
虚
で
結
局
は
裏

切
ら
れ
る
欲
望
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
欲
望
は
、
表
面
的
な
独
創
性
以
上
の

中
身
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
美
術
に
は
絶
対
的
な
独
創
性
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
視
野
を
広
げ

て
く
れ
る
、
様
々
な
貢
献
が
あ
る
だ
け
で
す
。
」
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El arte espafiol y su relaci6n con lo japones 

Pilar Cabanas Moreno 

Universidad Complutense de Madrid 

Los contactos con Oriente no son una novedad ni en el siglo X区 ni en el siglo XX. Se han dado de un modo 

intenso y variado en muy diversas ocasiones a lo largo de los siglos. Alejandro Magno, Marco Polo, San Francisco 

Javier, pisaron terrenos de Oriente en muy diferentes epocas, y sin embargo pasaron por alto en gran medida todo 

aquello que hoy mas nos atrae y nos ocupa: su pensamiento, su filosofia y la plasmacion plastica de todo ello. iAcaso no 

estaba alli esa filosofia y esa plastica en siglos anteriores? Los artistas chinos Mu'chi y Ma Yuan pintaron sus obras a la 

tinta en el siglo XIII, y el japones Sesshu en el siglo XVI, y los tazones de te japoneses de los homos de Raku, Shino, 

Tamba u Oribe, que tanta admiracion causan hoy por la expresividad de los materiales y por ser espejo de la filosofia 

del te, del pensamiento zen, datan de varios siglos atras, y cuando en el siglo XIX estas piezas ceramicas comienzan a 

venderse en subastas, apenas son cotizadas frente a piezas coloristas como las de Satsuma, Imari o Arita. iPor que si 

estaban alli cuando se produjeron los primeros contactos fueron ignoradas, y sin embargo hoy nos parece lo mas 

envidiable de su arte y su cultura? 

Hemos de considerar que la razon resida en que cuando el ser humano tiene que elegir, ya sea frente a un 

simple menu, una fruta o incluso la ropa, elige aquello que esta mas en consonancia con sus necesidades. 

没ue necesidad podian tener la gran mayoria de los misioneros occidentales y viajeros del siglo XVI en 

empaparse de las doctrinas filosoficas orientales, que de alguna manera hablaban de otras divinidades, si estaban en 

posesion de la Verdad y veneraban al unico Dios?, wor quも se iban a sentir atraidos por las pinturas a la tinta que 

hablan del vacio, o por la caligrafia y la expresividad de un trazo "casi automatico", cuando la mayor parte de la pintura 

occidental sacaba sus temas de las historias biblicas y Occidente se mostraba orgullosa de su cultura, una cultura 

basada en la razon, y para la que el mundo de la intuicion no era nada cientifico, sino que era algo que podia pertenecer 

al ambito de la magia y de la fantasia? 

Fueron Descartes y toda la filosofia britanica del siglo XVIII, desde el empirismo y el enfasis dado a la validez de 

la experiencia individual, y posteriormente, los romanticos ampliamente influidos por ellos, quienes con el 

protagonismo concedido al sentimiento y a la transmision de las emociones, contribuyeron a que pudiera producirse un 

encuentro mas profundo con el mundo de Asia Oriental. 

Con anterioridad a que los llamativos grabados japoneses comenzaran a circular en el siglo XIX entre artistas y 

burgueses, en los siglos XVI y XVII llegaron a la peninsula Iberica piezas de arte y objetos japoneses, de mano de los 

comerciantes, entre los envios y objetos personales de los misioneros, o como regalos de embajadas. Tales objetos 

fueron recibidos como curiosidades y tesoros, pero no tuvieron repercusiones en las creaciones artisticas del momento. 

La llegada masiva de objetos japoneses se produce cuando Japon abre sus fronteras y comienza a comerciar sin 

sujetarse al monopolio de chinos y holandeses. Es entonces cuando aquellos objetos que seguian despertando nuestra 

curiosidad, se introducen en las pinturas de modo notorio como testimonios o anecdotas de viajes reales o sofiados. 

Entre los pin tores espafioles podemos ver ejemplos como los de Frederic Masriera Manovens: Antes de! baz!e y 

JJesjJ如必 delbaル (1886), donde biombos y quimonos muestran todo su brillo y aroma oriental; el retrato de Fortuny de 



Adela瓜adef Moral; el retrato que Santiago Rusiflol hace de su hija "Maria Rusiflol en el Cau Ferrat" (1894), igualmente 

acompaflada por un dorado biombo; o la decoracion de la casa Coll i Pujol de Badalona, en la que se trasladaron a las 

paredes las coloridas estampas de la escuela Utagawa. 

La armadura de guerrero japonもs presente en el estudio de Mariano Fortuny, o los budas, mandalas o flores de 

loto del taller de los Masriera, son igualmente ejemplos de este interes por aquellos fragmentos de otra cultura que 

reclaman nuestra atencion y nos obligan a interrogarnos. Nos devuelven de algun modo la mirada que proyectamos 

sobre ellos. Preocupados por nuevos temas decorativos: nos atraen los lirios, los crisantemos, las mariposas y las 

libelulas. Preocupados por la busqueda de nuevas perspectivas y nuevas soluciones formales: nos fijamos en los 

innovadores puntos de vista de las estampas y en la planitud de sus colores. Preocupados por la falta de absolutos y el 

progresivo descreimiento de la sociedad: coleccionamos sus altares y sus budas. 

Y una vez sobrepasado el primer deslumbramiento, estudiados analizados y hechos suyos los recursos, se 

procede a trasponerlos, o a digerirlos y obtener de ello una energia nueva. 

Fueron sobre todo las estampas las que difundieron y ayudaron a configurar la imagen que de Japon y lo japonもs

se tenia en Espana. Pintores como Fortuny, Riquer, Rusiflol o Anglada-Camarasa, o Echevarria las coleccionaron y las 

utilizaron, al igual que el M屈ィa de Hokusai, para realizar estudios, bocetos, o incluso se sirvieron de ellas como 

modelo para sus obras. Es por ello que en ocasiones aparecen incluso representadas en la ambientacion de la escena, 

como simbolos parlantes aludiendo por un lado a la moda japonista que recorria, no solo Europa, sino tambien Estados 

Unidos, y por otro a sus propias admiraciones y deudas. Incluso alcanzo a Picasso, quien deja ver dicha relacion en 

algunas de sus pinturas, como“ 虜ata, y en ciertos dibujos eroticos. 

Por tanto en los pintores espafloles que desde las ultimas dもcadas del siglo XIX se fueron aproximando al arte 

extremo oriental, hay un primer acercamiento que podriamos calificar en muchos de los casos de tematico y formal, 

que da paso a una segunda etapa en la que lo epidもrmico pierde importancia y los artistas intentan averiguar los 

planteamientos que esconden aquellas obras que despiertan su interも s. Esto va a provocar que se produzca un 

desplazamiento de los coloridos grabados a las austeras ceramicas de te y a las mas expresivas y sugerentes pinturas a 

la tinta y caligrafias. 

Un ejemplo muy claro lo tenemos tambien en la trayectoria de Joan Miro, que si bien en 1917 pinto el retrato de 

su amigo Ricart utilizando a modo de collage una estampa japonesa de fondo, con el tiempo iria descubriendo en su 

aproximacion a la cultura y el pensamiento japoneses nuevas profundidades que le ayudaron a desarrollar una 

progresiva depuracion de su pintura, hasta llegar en los aflos 60 a la limpieza y claridad de su serieAz.似． Siendo claras 

sus fuentes de inspiracion en la pintura zen de Sengai, E位厄加岱0 暉凡岱0加加d瓜叩‘e def sol (1968). 

Nuevos aires recorren Norteamerica y Europa, sobre todo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La forma 

de mirar el mundo y de mirarse ha cambiado. Las preocupaciones de los artistas y de su sociedad son otras. 

El arte se interroga sobre si mismo, sobre su valor en la sociedad, sin preocuparse ahora en buscar la 

originalidad en los temas. Se produce una interiorizacion del arte, y es en ese momento en el que Occidente encuentra 

mirando a Oriente respuestas que estaba buscando. 

En este sentido Luis Feito, uno de los fundadores en 1957 del grupo El Paso, apuntaba en una entrevista: "Es 

decir, debido a que hubo pintores que querian y queriamos una pintura muy directa, sin influencia ninguna intelectual, 

sin cocinar el oficio (que era la relacion que teniamos con la pintura debido al siglo XIX, donde todo era tecnica, todo 

era oficio…), entonces al buscar esta pintura directa, completamente espontanea, donde se trataba de sacarte de las 

tripas lo mas directamente posible lo que tuvieras en ellas, pues el zen cae directamente ahi… 

0 sea, por intuicion que quiere hacer una cierta pintura y encima al conocer el zen もste te da un cierto apoyo 
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porque ves que eso ha existido hace mucho tiempo y que los pintores orientales lo hacian hace siglos. Asi que, lo que 

pretendiamos los pintores era esa manera puramente oriental de querer expresarse y pintar haciendo el camino directo 

del triangulo del vientre, que pasa por el brazo, y se va por la mano a la tela o al papel. 

Yo he estado haciendo durante muchos afios este tipo de pintura en el que intentabas crear un vacio intelectual, 

una pintura donde no hubiera una voluntad. De hecho, una de las consecuencias por las que yo trabajaba por tierra es 

que no ves el cuadro"(l). 

En Espana en los afios 40 y 50 la atmosfera cultural se hallaba anquilosada y resultaba asfixiante para los 

aitistas, precisamente por una falta de posibilidad de intercambio y de dificultad de saber que ocurria fuera de nuestras 

fronteras, cuales eran los nuevos impulsos del arte. 

Fue sobre todo a partir de los afios 50 cuando nuestros artistas tuvieron la oportunidad de atravesar la frontera 

rumbo a Paris. En la mayoria de los casos con una beca o la ayuda de distintas instituciones. Pablo Palazuelo, Eduardo 

Chillida, Antoni Tapies, Eusebio Sempere, Antonio Saura, Albert Rafols Casamada, son algunos de los artistas que 

contaron con esta oportunidad. De manera que el caso se repite. Asi como sucediera con el conocimiento del arte 

japones y del japonismo a finales del siglo XIX, que nos llego via Paris, es de nuevo a traves de la capital francesa como 

la mayoria de nuestros artistas inician su aproximacion a la nueva ola de influencia japonesa. 

Valeriano Boza1<2l considera que en el ambito artistico nuestra posguerra se alarga hasta 1957, momento en el 

que se fundan el grupo El Paso y Equipo 57. 紐osya en los que se empieza a descubrir la madurez en la obra de artistas 

como Antoni Tapies, Manolo Millares, Antonio Saura, Chillida y Oteiza, y esta comienza a ser reconocida y valorada 

fuera de nuestras fronteras. 

Es en estos afios (entre 1955-1960) cuando el artista hispanofilipino Fernando Zobel, fundador en 1966 del 

Museo de Arte Abstracto Espanol (Cuenca), se instala en Espana. Es un artista que asume en も1 presupuestos esteticos 

norteamericanos, europeos y orientales que se reflejaran de una manera u otra en sus primeras obras abstractas 

llamadas Saetas, que constituyen una metafora del movimiento. 

En 1959 realiza su primera individual en Espana en la Galeria Biosca de Madrid. Lo que alli se muestra esta a 

caballo entre la etapa que esta cerrandose de las Saetas (1955-1960), y la que comienza de cuadros caligraficos de negro 

sobre blanco, la Serie M怨加， que prolongara hasta 1962/63. En la primera se centra en el tema del movimiento, 

mientras que en la segunda anade al tema del movimiento el del recuerdo. 

"Mis pinturas de movimiento estan intimamente relacionadas con la pintura oriental. La serie de las Saetas 

estaba inspirada en los jardines de arena japoneses. Todas aquellas lineas meticulosamente dibujadas con el rastrillo 

trasmiten un efecto inquietante" <3l_ Si nos fijamos, la afinidad que Zobel apunta en nada tiene que ver con el trazo -el 

trabaja con una jeringuilla de cristal-, ni con el color de las pinturas a la tinta ni las caligrafias, ni con la composicion de 

las obras o los grafismos orientales. Pero si encontramos una importante relacion en una entrevista en la que Zobel 

explicaba que "Los cuadros chinos tienen una extension en el tiempo [ino es algo similar el tema del movimiento en 

sus saetas?], y el espectador repite mentalmente los gestos y las pinceladas del autor. Y esto es lo que a mi me 

interesaba, por lo menos saber hacer y poder hablar del asunto y pod er juzgarlos, y entonces no tuve mas remedio que 

ponerme a estudiar caligrafia china"<4l_ 

Personalmente creo que la deuda de Zobel con Oriente es evidente, pero lo que si que debe quedar claro es que 

Zobel no hace pintura oriental, no recoge rasgos aparentes, superficiales, exclusivamente formales. Empapado de lo 

叫s profundo de su arte, lo oriental le ha servido como acicate, como estimulo, como espejo, y le ha ayudado a renovar 

la propia tradicion occidental. 

La cordialidad de su caracter, su amplisima formacion y generosidad, asi como sus distintas iniciativas hicieron 
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de Zobel un punto de referencia entre los artistas espafioles. Esto es evidente en el hecho que en el 2006 se celebraran, 

los 40 afios del Museo de Arte Abstracto Espanol de Cuenca, y de como la ciudad entorno a su taller y del conquense 

Torner, se convirtieron en un punto de encuentro al que se trasladaban artistas como Sempere, Saura, y Millares. 

Su amplisima biblioteca de arte chino y japones, su coleccion de arte oriental y sus conocimientos sobre el 

fueron otros de los puntos de curiosidad e interes que despertaron atraccion entre sus amistades. Podemos decir que 

Zobel en su amplisimo circulo de amistades hizo de interprete de lo oriental. Asi lo reconoce Saura en su necrologica, 

en la que habla tan to de su amplia biblioteca, como de su hermosa coleccion de pintura oriental <5l. 

Con Torner realiza en 1971 un viaje de tres meses por Italia, Extremo Oriente y Norteamもrica. Tres afios 

despues expuso en la Galeria Turner una serie serigrafica con el titulo.I、rponesadas o £Jive:rsas加眈炒ectivas, un titulo y 

una serie con la que queria mostrar la atraccion primera que ejerce otra cultura, el proceso de acercamiento y el 

esfuerzo de comprension..I、rponesadasviene a ser la conciencia de que nunca el exito es total en esa aproximacion. Dice 

Torner: "Queda la modificacion de la vision primera y un enriquecimiento personal posterior, cosa natural al asomarnos 

con interもs a los demas, aunque sigan quedando lejanos"10'. 99(6) 

Gustavo Torner volvera a Japon de nuevo en 1988. Su interes por este pais, sus planteamientos y sus formas se 

habian mantenido vivos. Ya en los afios ochenta habia trabajado con nuevos formatos, como si fueran trajes: "Me 

interesa mucho que la forma tambien este en el contorno del cuadro y la alusion es clara, si, a los quimonos japoneses. 

Pero los elementos, los fragmentos, siguen siendo los mismos anteriores, sean cuadrados o rectangulos con la seccion 

de oro y en tamafios crecientes con relacion a la serie de Fibonacci. Mi interもs era intentar sintesis de formas de 

civilizaciones diferentes, dejando muy claro todas las distintas referencias que puedan ser complementarias"(7). 

Entre los artistas que se asentaron en Cuenca estuvo Antonio Saura. La mancha, el gesto sobre la superficie 

pictorica como tiempo, movimiento y energia fueron de los rasgos y conceptos que mas se dejaron notar en la creacion 

del pintor aragones. A月rm6 que para el el primer descubrimiento le habia llegado a traves de la caligrafia y de una 

revista Hamada Bokubi, publicada en Kyoto, donde pudo disfrutar de las obras de Shiryu Morita y sus compafieros. Lo 

que le llam6 la atencion fue que la tradicion caligr的ca heredada durante siglos (como el habia heredado la tradicion 

pictorica occidental) aparecia trastocada por la libertad de tratamiento del ideograma. "En muchos casos, la mancha 

inundadora de tinta parecia predominar a la identificacion o legibilidad del signo, ofreciendo resultados que mostraban 

una franca tendencia a la destruccion de su tradicional dependencia. Frente al abierto vacio, la plasticidad resultante 

como consecuencia de la inundacion de tinta negra mediante el empleo de inusitados y gigantescos pinceles, abria las 

puertas a una modernidad caligrafica, dentro del soporte tradicional, cuyo ejemplo se correspondia, bajo otros 

condicionamientos, con obras de unos pocos artistas occidentales"<3l_ 

Se siente atraido e identificado. Tan solo debemos pensar en la tradicion retratistica espafiola en la que 

podriamos injertar a Saura, y en como en sus retratos se valora mas el tratamiento que el reconocimiento. Lo importante 

no es la identificacion del personaje, sino el gesto y la energia descargada sobre el lienzo con cada pincelada, la 

plasticidad resultante de la accion. 

Cuando Saura escribi6 en 1986 un ensayo sobre Gutai(grupo artistico japones surgido en los afios cincuenta del 

siglo XX, muy ligado alp切伽加加cey a la abstraccion) se advierte que el pintor reconoce el peso que la cultura oriental 

ha tenido en el desarrollo del expresionismo abstracto, y cuales son los rasgos que ayud6 a potenciar: expresividad 

caligrafica y gestual, enfatizacion del vacio, descentralizacion compositiva, concentracion y meditacion. 

Saura conoci6 en Paris al mismo tiempo las primeras propuestas informalistas y la tradicion pictorica oriental de 

la tinta, descubriendo practicamente a la vez la potencia materica de la expresion plastica y la energia y el tiempo 

captados en el trazo del pincel oriental <9l. 
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Sus telas de 1956-1963 son ejecutadas en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El gesto aparentemente azaroso 

responde a un impulso interior y se convierte en protagonista, magnificado por los grandes formatos. 

Nantembo Toju (Nakahara Zenchu) (1839-1925), un gran maestro zen y gran caligrafo, cumbre de la 

expresividad tecnica, escribio en su autobiografia que el pintor mismo, con todo su cuerpo es el pincel que pinta. En sus 

trazos puede ser percibido el poder de su energia y concentracion. Afirmaba que si simplemente se escribiera con el 

pincel los caracteres nacerian muertost•vi_ (10) 

Quisiera destacar a traves de lo brevemente expuesto sobre Saura, que tanto Bokubi como Gutai estan 

desarrollandose a la par que el informalismo en Occidente. Que la produccion de ambos grupos de artistas esta muy 

vinculada y enraizada en la tradicion, y al mismo tiempo innovando y mirando hacia delante, resurgiendo de una 

situacion de posguerra similar a la que vive Occidente. En el caso de Saura, pero considero que no debio ser un caso 

aislado, dada tambiもn la relacion de Tapies con los miembros de Gutai, es en el deseo de ir hacia delante, de nuevas 

busquedas sin perder la identidad donde se encuentran ambas tradiciones. Se repite de nuevo lo que ocurriera en el 

siglo XIX, ya que las estampas que comenzaron deslumbrando a Occidente fueron precisamente las que se estaban 

produciendo en ese momento. Por tanto artistas coetaneos a nuestros impresionistas. 

Quisiera concluir este recorrido de artistas espaiioles, que para nada ha pretendido ser exhaustivo, con Antoni 

Tapies (1923). El siente una declarada gran admiracion y proximidad por los temas de filosofia oriental, y como estos 

han encontrado su expresion artistica. En una entrevista con el artista (diciembre del 2001) manifestaba como加ん加

d“必 de Okakura Kakuzo, que su padre le presto, y 幻ダog印 de la so加bra, de Junichiro Tanizaki, fueron dos obras 

fundamentales en su acercamiento al mundo japonもs, y en su apertura hacia el. 

Despuもs se interesa junto con su mujer, primero por los textos indios del Vedanta, por el budismo, y por una de 

las ramas, el zen. Confiesan que hacian una busqueda y una seleccion de lo que le venia bien para el espiritu, 

explicando que esto es algo que despuもs penetra en el arte. En este sentido valoran enormemente las obras de Suzuki 

Daisetsu, de hecho nos mostraron con gran cariiio unas fotos que de も1 les habia remitido un disdpulo del maestro 

Japones. 

En su coleccion personal tiene dos obras de Hakuin, afirmando que es uno de los pintores y caligrafos que mas 

le atrae. Fue a finales de los cincuenta cuando se acercaron a el y compraron estas obras japonesas en Paris. 

En la Bienal de Venecia de 1958 conocio al critico Shuzo Takiguchi que participaba como miembro japones en el 

jurado. Antes de regresar a su pais viajo a Barcelona con Michel Tapie y un grupo de periodistas. Ante la gran dificultad 

de encontrar alojamiento en la ciudad, su mujer y もl les prestaron su apartamento, y ellos se trasladaron a otra casa. Por 

limitaciones con el idioma su conversacion con Takiguchi no era muy fluida, pero congeniaron muy bien. Por ello, el 

critico japones le propuso hacer una obra conjunta, una publicacion. Por parte del poeta existia un gran interes por este 

tipo de trabajos de colaboracion, de hecho, con Joan Miro trabajo hasta publicar en 1970 Proverbes a la 加加， editada

por La Poligrafa, yen 1978幼 CO加かな加 des 品to硲d¢M巫 publicada por Heibonsha. 

La obra que realizo conjuntamente con Tapies se titulo L加砂芦加atm加， la Mirada de la materia, la 

transparencia del muro …Una obra queen 1975 fue publicada por la editorial Poligrafa. El texto lo constituyen tan solo 

los poemas de Takiguchi, y podemos dudar ante la obra si su condicion de representante de la cultura y la tradicion 

japonesa, pesan de alguna manera en la concepcion formal del libro y en su desarrollo plastico, o si tan solo es simple 

afinidad con los planteamientos del quehacer del pintor catalan. 

Tapies mantuvo tambien con los miembros del Grupo Gutai una estrecha relacion, y participo con ellos en 

Japon en las exposiciones que el critico Michel Tapie organizo en el archipiもlago. En 1992 Tapies escribio un articulo 

para el catalogo de la exposicion Shがa忍Ll en Paris01l. Lo titulo "El arte japones y el culto de la impelieccion", en el hace 
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una exposici6n del desarrollo de relaciones entre el arte occidental y el oriental, y las razones de la aproximaci6n que 

ha tenido lugar. 

Lo que Tapies deja claro que admira en Kazuo Shiraga, monje budista zen, es en cierta medida lo que tambien 

admir6 en Hakuin Ekaku (1685-1768), y que es lo que a la mayoria de los artistas occidentales les ha atraido de la 

caligrafia y la pintura a la tinta: la concentraci6n y el vacio de si mismo; la importancia del gesto y del trazo; la vibraci6n 

de la linea; el ritmo de la acci6n de pintar en si; el vado que emana de las obras, atemporal y expresivo; esencialidad ・・・

El panorama en torno a la relaci6n de los artistas espafloles con el mundo japones es mucho mas complejo de lo 

que a primera vista podria suponer, porque nos encontramos con que el interes y el estimulo de lo japones reside no 

solo en la pintura a la tinta o la caligrafia, sino tambien en los jardines secos, en los formatos, en las artes de estilos del 

pasado mucho mas decorativos, o incluso en su poesia. Sigue incluso vigente la fuerza de los grabados de Hokusai. Es 

este el caso de Chillida por ejemplo. El siglo:XXy lo japones es un tema todavia escasamente explorado, pero que 

abrira nuevos caminos de comprensi6n del arte. 

Quisiera cerrar este recorrido con unas palabras de Luis Feito que a mi juicio explican la raz6n de ser de estas 

experiencias de interacci6n y enriquecimiento. 

"Es muy legitimo, e incluso necesario explorar nuevos ambitos, articular nuevas expresiones que enriquezcan 

nuestra experiencia. Pero no debemos olvidar que toda btisqueda, tiene siempre como punto de partida lo que nuestros 

predecesores pensaron e hicieron. Los frutos de la experiencia de otras epocas y culturas son esenciales para no caer 

en esa fustrante y vada apetencia del cambio por el cambio, de lo nuevo por si mismo, sin mas contenido que su 

supuesta originalidad. No existe en Arte la originalidad en lo absoluto, sino tan solo aportaciones diferentes que amplian 

lo que hoy conocemos"¥1"). n(l2) 

Notas 
(1) Entrevista con Ines Vallejo Ulecia (18/5/2000) para trabajo de doctorado UCM, sin publicar, p.3 
(2) BOZAL, V. El arte espaiiol del siglo XX. Madrid, Espasa, 1988, pp. 251-276 

(3) De la entrevista realizada por Armando Manalo: "Fernando Zobel: a virtuoso of paint", Pace, Manila, 24/3/1972, en Zobel (2003). Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, p.213 

(4) Villalba, A 1991: p.922 

Es un ano despues, en 1958, cuando comienza a trabajar en unas excavaciones arqueol6gicas en la peninsula de Calatagan, en una finca familiar, y 

sacan a la luz numerosos restos de porcelanas chinas, que se aproxima al arte chino, especialmente a su pintura y su caligrafia. Durante dos anos 
inicia el aprendizaje del idioma chino y su caligrafia, y escribe a un amigo: "Es un ejercicio ideal para un pintor: si logras dominar un pincel chino, 

seguramente dominaras cualquier cosa". Es durante ese mismo periodo cuando cuenta que en los ratos muertos esta preparando una serie de 30 
conferencias sobre arte chino y japones 

(5) SA URA, A (1984). "Conmovedora personalidad, ins6lita obra". El Pais, Madrid, 5/6/1984 (Necrol6gica a la mue1ie clel artista) Mazario Mazario 

Torrijos, Carlos (2004). "Zobel y su biblioteca: corriente de nuevas ideasｷｷ. japan. Arte, cultura y agua. Prensas Universitarias de Zaragoza, The Japan 

Foundation, Zaragoza, pp.123-132 

(6) TORNER, Gustavo (197 4). Serigrafias 1963-197 4. Galeria Turner, Madrid 

(7) Torner, pintura y escultura. (1987) Galeria de Arte Soledad Lorenzo. Madrid; TORNER, Gustavo (1996). Escritos y conversaciones. Pretextos, Valencia, 
p.112 

(8) SAURA, Antonio. (1987). "'Espacio y gesto Gutai". Grupo Gutai. Museo Espanol de Arte Contemporaneo. Madrid, pp.75-76 

(9) SAURA, A (2001) Visor. Galaxia-Gutenberg, Barcelona, p.49 

(10) ADDISS, Stephen (1989). The Art of Zen: Paintings and Calligraphy by Japanese Monks, 1600-1925. Harry New Abrams, Nueva York, pp.191-192 

(11) Posteriormente ampliado en La Vanguardia, Barcelona, 23/6/1992. Incluido en Tapies, A (2001). Valor del arte. Ave del Paraiso, Madrid, pp.131-138 

(12) FEITO LOPEZ, L. (1998). Notas sobre un itinerario. Discurso de! academico electo a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Madrid, pp.13-14 
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の
内
容
に
加
筆
等
行
っ
た

論
文
を
ご
寄
稿
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
訳
は
講
演
時
に
も
通
訳
し
て
い
た
だ
い
た
慶
應
義
塾
大
学
講
師
の
松
田
健
児
氏
に
お
願
い
し

ま
し
た
。

ま
た
、
作
品
研
究
の
一
環
と
し
て
、
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
教
授
の
メ
ル
セ
デ
ス
・
ア
ゲ
ダ
・
ビ
リ
ャ
ー
ル
氏
、
マ
リ
ア
・
ビ
ク
ト
リ
ア
・

チ
コ
・
ピ
カ
サ
氏
、
ヘ
ス
ス
・
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
・
ブ
ロ
ン
氏
に
よ
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
た
須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
報
告
書
を
本
号
か
ら

順
次
掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。
第
一
弾
と
し
て
、
玉
川
大
学
准
教
授
の
小
倉
康
之
氏
、
武
蔵
野
美
術
大
学
講
師
の
楠
根
圭
子
氏
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
メ
ル
セ
デ
ス
・
ア
ゲ
ダ
・
ビ
リ
ャ
ー
ル
氏
に
よ
る
報
告
書
の
翻
訳
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
長
崎
出
身
の
画
家
・
渡
辺
与
平
が
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
た
め
に
描
い
た
コ
マ
絵
の
デ
ー
タ
を
掲
載
し
ま
し
た
。
「
長
崎
の
美
術

三
渡
辺
与
平
展
」
で
は
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
コ
マ
絵
の
仕
事
に
つ
い
て
、
今
後
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
号
発
行
に
あ
た
り
、
ご
寄
稿
・
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
東
松
照
明
氏
、
今
福
龍
太
氏
、
ピ
ラ
ー
ル
・
カ
バ
ー
ニ
ャ

ス
・
モ
レ
ー
ノ
氏
、
松
田
健
児
氏
、
小
倉
康
之
氏
、
楠
根
圭
子
氏
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
様
々
な
場
面
で
ご
助
言
ご
協
力
く
だ
さ
っ

て
い
る
ス
ペ
イ
ン
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
美
術
史
研
究
会
の
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集
後
記

二
0
0
九
年
三
月

遠
山
景
子
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