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い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
改
め
て
二
匹
の
蛙
を
見
て
欲
し

い
。
左
右
反
転
す
る
も
の
の
両
者
酷
似
す
る
。
両
図
の
制
作
年
代

の
先
後
を
考
え
れ
ば
、「
隠
元
豆
図
」
の
蛙
か
ら
「
池
辺
群
虫
図
」

の
蛙
へ
と
、
そ
の
か
た
ち
が
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、

若
冲
の
画
嚢
に
あ
っ
た
粉
本
を
通
し
て
で
、
既
に
そ
の
こ
と
自
体

粉
本
制
作
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、そ
の
「
隠
元
豆
図
」

そ
の
も
の
に
常
州
草
虫
画
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
云
う
。
こ
れ
を

指
摘
し
た
佐
藤
氏
に
と
っ
て
、そ
の
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
な
の
か
、

そ
の
鑑
識
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
隠
元
豆
を
天
蓋
の
よ
う

に
あ
し
ら
っ
た
図
様
構
成
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
窺
え
る
だ
ろ

う
し
、
舶
載
さ
れ
て
日
も
な
い
隠
元
豆
や
玉と

う
も
ろ
こ
し

蜀
黍
を
、
絵
に
取
上

げ
る
の
が
前
例
に
乏
し
い
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
も
何
ら
か
の

図
像
情
報
が
あ
っ
た
の
で
は
、と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
当
然
、

蛙
に
も
そ
れ
が
あ
っ
た
と
す
る
の
が
順
当
な
と
こ
ろ
、
と
述
べ
る

と
、も
う
一
匹
の
蛙
を
思
い
出
し
て
く
れ
る
読
者
も
い
る
は
ず
だ
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
。
土
佐
光
則
の
、あ
の
「
芙
蓉
群
虫
図
」（
東

博
本
『
雑
画
帖
』
の
う
ち
）
に
登
場
し
た
蛙
だ
（
図
１
）。
同
図

に
描
か
れ
た
二
匹
の
飛ば

っ

た蝗
が
、
唐
絵
草
虫
画
の
実
際
を
伝
え
る
一

点
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
『
花
鳥
草
虫
図
押
絵
貼
屛
風
』
の
う
ち
の
「
鼻

高
栗
鼠
図
」
の
飛ば

っ

た蝗
か
ら
図
像
情
報
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
蛙
も
、
同
じ
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
別
の
一
図
「
翡
翠
に
蛙
図
」

か
ら
の
情
報
を
踏
ま
え
た
の
で
は
な
い
か
（
図
２
）、
と
類
推
し

た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
推
定
の
前
提
に
は
光
則
が
、
自
ら
の
眼
で
蛙

を
観
察
、
生
写
し
、
本
画
に
仕
上
げ
る
の
は
時
期
尚
早
、
と
の
判

断
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
粉
本
制
作
。
そ
れ
以
外
に

光
則
が
蛙
を
描
く
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
、
と
。

　

見
逃
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
今
回
の
検
討
で
、
若
冲
も
ま
た
逆
Ｓ
字
形
に
彎
曲
す
る
櫟
を
描

く
に
当
た
っ
て
、
同
じ
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
「
栗
に
猿
図
」
の
栗
か
ら
図
像
情
報
を
得
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
点
で
あ
る
。
と
な
る
と
蛙
も
ま
た
同
様
に
、
と
類
推
し
た
く
な
る
の
も
無
理
か

ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が･･･

、
や
は
り
図
像
情
報
を
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
蛙
の
み
に
限
定
す
る

の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
蛙
が
蓮
の
上
、
光
則
、
若
冲
の
そ
れ
が
池
畔
、

そ
の
姿
態
も
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
が
左ひ

だ
り

後
脚
を
後
方
に
伸
ば
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
そ
れ
が

き
っ
ち
り
と
脚
を
そ
ろ
え
て
い
る
な
ど
、
似
通
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
実
、
大
き
な
違
い

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
光
則
蛙
、
若
冲
蛙
の
か
た
ち
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ

き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
粉
本
と
し
て
用
い
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
姿
か
た
ち
を
、
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
忠
実
に
な
ぞ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
。

　

と
は
云
え
光
則
が
、
何
ら
か
の
図
像
情
報
を
得
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
と
な
れ
ば
、
他
の

唐
絵
草
虫
画
に
そ
れ
を
求
め
る
以
外
に
手
は
あ
る
ま
い
。
実
際
光
則
の
『
雑
画
帖
』
に
は
、
蜻

蛉
尽
く
し
（「
朝
顔
と
蜻
蛉
図
」）
や

蝶
尽
く
し
（「
秋
郊
群
蝶
図
」）、
さ

ら
に
虫
は
登
場
し
な
い
が
「
菊
花
撩

乱
図
」
な
ど
、
常
州
草
虫
画
か
ら
の

情
報
が
な
け
れ
ば
、
光
則
に
は
描
け

る
は
ず
も
な
い
し
、
若
冲
に
し
て
も

『
動
植
綵
絵
』
最
初
期
の
作
と
み
ら
れ

る
「
芍
薬
群
蝶
図
」（
図
３
）
の
よ
う

に
、光
則
の
「
秋
郊
群
蝶
図
」（
図
４
）

に
も
近
く
、
や
は
り
常
州
草
虫
画
と

の
関
連
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
か

ら
だ
。

　

し
か
も
、
伝
存
す
る
常
州
草
虫
画

の
中
の
、
例
え
ば
京
都
国
立
博
物
館

本
の
右
幅
に
は
、
シ
ラ
ク
キ
ナ
の
根

元
で
蜥
蜴
と
睨
み
合
う
蛙
（
図
５
）

が
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
姿

か
た
ち
が
光
則
や
若
冲
の
蛙
と
は
異

な
る
た
め
、
そ
の
図
像
的
淵
源
と
は

見
做
さ
れ
な
い
も
の
の
、
常
州
草
虫

画
に
は
、
確
か
に
蛙
の
描
か
れ
て
い

た
作
が
あ
っ
た
の
だ
。

眼 の 極 楽 4 1

花 と 鳥 の か た ち
特 任 館 長 　 榊 原 悟
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図 2

図 3
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図 5
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と
云
う
よ
り
常
州
草
虫
画
が
常
套
的
に
同
一
モ
チ
ー
フ
を
、
く
り
返
し
描
き
続
け
て
い
る
こ

と
を
思
え
ば
、
他
に
も
蛙
の
登
場
す
る
作
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
図
像
情
報

を
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
述
べ
る
と
、

　

―
ま
っ
た
く
結
論
あ
り
き
の
推
測
で
、
虫•

の
い
い
話
は
も
う
い
い
加
減
に
し
た
ら
、
と
の
批

判
が
出
そ
う
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
光
則
蛙
、
若
冲
蛙
誕
生
の
実
際
で
、
し
か
も
両
者

に
は
共
通
の
図
像
的
淵
源
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
常
州
草
虫
画
（
唐
絵
草
虫
画
）
が
、
わ

た
し
た
ち
の
先
祖
の
花
と
鳥
、
虫
を
見
る
眼
、
花
鳥
画
に
与
え
た
影
響
は
、
ま
こ
と
に
大
き
い
。

　

た
だ
し
、
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
、
敢
え
て
一
言
述
べ
て
措
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
ま

池
畔
に
座
る
蛙
を
発
端
に
、
常
州
草
虫
画
と
の
係
わ
り
を
導
き
出
し
た
が
、「
池
辺
群
虫
図
」
の

制
作
が
す
べ
て
常
州
草
虫
画
に
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
だ
。

　

例
え
ば
当
の
そ
の
蛙
で
あ
る
。
問
題
と
し
た
の
は
池
畔
、
左
方
の
蛙
で
、
こ
れ
は
ヒ
キ
ガ
エ

ル
と
同
定
さ
れ
て
い
る
が
、
図
中
に
は
、
実
は
こ
れ
と
は
別
種
の
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
も
描
か
れ
て

い
る
。
池
畔
、
右
方
の
蛙
と
、
池
中
の
蛙
が
そ
れ
で
、
そ
の
う
ち
平
泳
ぎ
？
な
ら
ぬ
蛙
泳
ぎ
す

る
一
匹
は
、
同
じ
く
『
玄
圃
瑤
華
』
に
も
登
場
す
る
の
だ
が
（
図
６
）、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
蛙
の
図
像
的
典
拠
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
有
無
さ
え
含
め
て
不
明
。
わ
た
し
は
、
こ

の
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
こ
そ
は
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
描
写
に
触
発
さ
れ
て
、
若
冲
が
自
ら
の
眼
を
通
し

て
生
写
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
蛙
が
関
西
以
西
に
多
く
棲
息
す
る
か
ら
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
図
で
二
種
の
カ
エ
ル
を
描
き
分
け
、
さ
ら
に
『
動
植
綵
絵
』
や
『
玄

圃
瑤
華
』
で
取
上
げ
た
草
花
に
至
っ
て
は
、
そ
の
多
種
多
様
さ
に
お
い
て
、
従
来
の
そ
れ
を
一

新
す
る
な
ど
、
動
植
物
に
向
け
る
若
冲
の
視
線
に
は
、
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
傾
向
が
あ
る
、

と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
博
物
学
的
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
眼
で
あ
る
。
若
冲
の
眼
に
も
、
そ

れ
が
あ
っ
た
。

　

と
な
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
既
に
虫
た
ち
に
導
か
れ
て
、
江
戸
の
花
園
（
花
鳥
画
の
世
界
）

に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
そ
の
花
園
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
と
し
、
こ

こ
で
は
常
州
草
虫
画
か
ら
の
影
響
を
指
摘
す
る
だ
け
に
留
め
た
い
。

　

だ
が
、
そ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
そ
、
周
知
の
作
品
に
も
新
た
な
顔
が
見
え
て
く
る

は
ず
だ
。
そ
こ
で
取
上
げ
た
い
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
池
辺
群
虫
図
」（
図
７
）。
見
て
欲
し

い
の
は
、
蛙
で
は
な
い
。
瓢
箪
の
、
実
で
も
な
い
。
そ
の
葉
で
あ
る
。
根
元
を
描
か
ず
、
一
見
、

葉
の
み
を
画
面
全
体
に

散
ら
し
た
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
わ
ず
か

に
覗
く
蔓
に
沿
っ
て
一

枚
一
枚
葉
を
追
っ
て
み

る
と
、
そ
れ
ら
が
画
面

左
下
を
起
点
に
、
反
時

計
回
り
に
配
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ

う
。
そ
の
配
置
が
周
倒
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
蔓
や
葉
で
形
成
さ
れ
る

大
き
な
楕
円
線
が
、
画
面
下
方
で
交
叉
す
る
土
坡
の
弧
線
な
ど
に
、
き
っ
ち
り
即
応
・
対
応
し

て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
。

　

で
は
そ
の
意
図
は
。
そ
れ
を
知
る
に
は「
隠
元
豆
図
」（
図
８
）を
見
る
に
如し

く
は
な
い
。「
池

辺
群
虫
図
」
の
蛙
の
原も

図と

と
な
っ
た
蛙
が
登
場
す
る
一
図
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
そ
こ
に
描

か
れ
た
隠
元
豆
で
あ
る
。
若
冲
が
「
池
辺
群
虫
図
」
を
描
く
に
際
し
て
、「
隠
元
豆
図
」
か
ら

継
承
し
た
の
は
、
ど
う
や
ら
蛙
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
画
面
左
下
か
ら
、
同
じ
く
反
時

計
回
り
で
大
き
く
弧
を
描
き
な
が
ら
、
隠
元
豆
が
左
上
方
へ
と
伸
長
す
る
。
そ
の
か
た
ち
の
原

形
が
常
州
草
虫
画
の
天•

蓋•

植
物
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
は
ず
だ
が
、
先
端
を
画
面
外
で

は
な
く
、
下し

た

方
向
に
伸
ば
せ
ば
、
ま
さ
に
「
池
辺
群
虫
図
」
の
瓢
箪
に
な
る
で
は
な
い
か
。
そ

の
瓢
箪
に
よ
っ
て
画
面
を
限
る
。
い
や
、
限
る
だ
け
で
な
い
。
さ
ら
に
渦
の
よ
う
に
内う

ち

向
き
の

閉
じ
た
空
間
を
創
る
。
限
定
化
と
閉
塞
感
の
醸
成
、反
時
計
回
り
の
瓢
箪
は
、そ
の
た
め
で
あ
っ

た
の
だ
（
画
面
外
、
左
上
方
へ
伸
び
た
隠
元
豆
が
形
成
し
た
開
放
的
空
間
と
較
べ
た
い
）。
そ

の
閉
じ
た
空
間
に
淡
墨
、
淡
藍
で
刷
毛
目
を
水
平
に
重
ね
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
こ
は
池
面

と
な
る
。
そ
こ
に
蛙
や
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
、
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
を
描
く
。
さ
ら
に
瓢
箪
の
実
や

葉
に
守や

も

り宮
や
毛
虫
、
甲
虫
、
蝉
、
蟷
螂
、
蜻
蛉
な
ど
を
留
ま
ら
せ
、
蝶
や
蜂
を
飛
ば
す
。
そ
れ

ら
が
閉
じ
ら
れ
た
画
面
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
密
集
感
は
い
や
が
上
に
も
増
す
。
若
冲
の

ま
さ
し
く
独
創
的
世
界
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
を
演
出
し
た
の
が
瓢
箪
で
あ
る
と
気
が
付
け

ば
、
若
冲
の
意
図
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
「
池
辺
群
虫
図
」
を
描
く
に
当
た
っ
て
「
隠
元
豆
図
」
の

制
作
が
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
常
州
草
虫
画
学
習
の
記
憶
が
あ
っ
た

こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
「
池
辺
群
虫
図
」
の
世
界
を
ま
さ
し
く
骨
格
の
部
分
で
支
え
た
も
の
、

そ
れ
が
常
州
草
虫
画
で
あ
っ
た
。

図
１ 

蛙
「
芙
蓉
群
虫
図
」
（
『
雑
画
帖
』
）
よ
り　

図
２ 

蛙
「
翡
翠
に
蛙
図
（
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
左
隻
第
二
扇
）
よ
り

図
３
「
芍
薬
群
蝶
図
」
『
動
植
綵
絵
』
の
う
ち

図
４
「
秋
郊
群
蝶
図
」
『
雑
画
帖
』
の
う
ち

図 6

図 7

図 8

図
５ 

蛙　

京
博
本
『
草
虫
図
』
右
幅
よ
り

図
６ 

ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
『
玄
圃
瑤
華
』
よ
り

図
７
「
池
辺
群
虫
図
」
『
動
植
綵
絵
』
の
う
ち

図
８
「
隠
元
豆
図
」
『
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
』
右
幅
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当
館
は
改
修
工
事
の
た
め
、
八
月
末
か
ら
休
館
に
入
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
工
事
休
館
直
前
の
館
の
様
子
を
お
知
ら
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
今
日
（
八
月
二
十
三
日
）、
二
十
四
節
季
の
「
処
暑
」
を
迎
え
ま

し
た
。
ま
だ
ま
だ
残
暑
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
夏
の
厳
し
い
暑
さ
の
峠
を
越
し
、

朝
夕
に
は
涼
し
い
風
が
吹
い
て
、
着
実
に
季
節
の
移
り
か
わ
り
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
分
、
当
館
で
は
、
今
年
度
最
後
と
な
る
展
覧
会
「
ル
ネ
・
ラ
リ
ッ
ク
展
」
の

閉
幕
が
近
づ
き
、
と
う
と
う
工
事
休
館
に
入
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
工
事
へ
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
準
備
を
職
員
総
出
で
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

展
覧
会
の
準
備
や
撤
去
の
予
定
を
立
て
る
に
も
、
今
年
は
工
事
を
念
頭
に
、
関
係
者
の
出

入
り
の
日
程
や
作
業
ス
ペ
ー
ス
、
導
線
の
確
保
な
ど
、
様
々
な
配
慮
と
調
整
を
し
て
進
め

る
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

　

休
館
直
前
の
こ
の
夏
は
特
に
、
改
修
工
事
の
担
当
職
員
は
じ
め
館
長
、
副
館
長
、
管
理

係
長
は
、
館
に
出
入
り
す
る
改
修
工
事
に
携
わ
る
建
築
課
や
担
当
業
者
の
方
と
工
事
開
始

へ
向
け
た
打
ち
合
わ
せ
や
現
場
の
確
認
に
館
内
を
せ
わ
し
な
く
動
き
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

■
工
事
の
担
当
職
員
に
進
捗
や
意
気
込
み
、
心
配
事
を
訊
い
て
み
た
―

　

• 

市
民
の
皆
様
の
大
切
な
宝
物
を
お
預
か
り
し
て
い
る
た
め
、
慎
重
に
、
着
実
に
進
め
て

い
き
ま
す
。
ふ
ん
す
！
（
館
長
）

　

• 

粛
々
と
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。（
管
理
係
長
）

　

• 

ま
だ
ま
だ
準
備
段
階
。
今
は
、
機
械
設
備
の
詳
細
の
調
査
を
担
当
業
者
さ
ん
が
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
状
況
が
バ
タ
バ
タ
変
わ
っ
た
か
ら
心
配
な
こ
と
も
あ

る
け
れ
ど
、無
事
に
工
事
が
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。（
管
理
係
業
務
員
副
主
任
）

　

•

安
全
に
無
事
に
終
わ
る
と
い
い
で
す
ね
。（
管
理
係
技
師
）

　

•

収
蔵
資
料
の
安
全
を
第
一
に
慎
重
に
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。（
学
芸
係
博
物
担
当
）

　

• 

館
内
業
務
と
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
、
怒
号
が
飛
び
交
う
こ
と
な
く
穏
や
か
に
進

め
て
い
き
た
い
で
す
。（
学
芸
係
美
術
担
当
）

　

一
方
、
学
芸
員
は
と
い
う
と
、
今
回
の
工
事
に
は
欠
か
せ
な
い
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
整
理

で
大
忙
し
で
す
。
展
示
ケ
ー
ス
、
展
示
台
、
展
示
資
材
の
選
別
作
業
と
同
時
に
、
そ
れ
ら

を
工
事
ス
ペ
ー
ス
や
導
線
確
保
の
た
め
、
支
障
の
な
い
場
所
へ
と
大
移
動
さ
せ
ま
し
た
。

現
在
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
は
工
事
仕
様
に
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
収
蔵
品
の
整
理

や
点
検
、
養
生
作
業
な
ど
も
同
時
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
令
和
五
年
度
の
開
館
へ
向
け
た
展
覧
会
の
準
備
を
、
担
当
学
芸
員
が
進
め
て

い
ま
す
。
展
覧
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
ま
だ
お
知
ら
せ
で
き
ま
せ
ん
が
、
楽
し
み
に
し
て

い
て
く
だ
さ
い
ね
！

　

休
館
中
の
館
活
動
で
は
「
や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
」
の
開
講
、
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
館
情
報
の
発
信
を
行
う
予
定
で
す
。

　

今
号
が
発
行
し
た
ほ
ん
の
少
し
先
の
未
来
で
は
、
季
節
は
ま
た
進
み
、
当
館
は
ま
さ
に

工
事
現
場
と
化
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
次
号
で
は
、
そ
の
進
捗
を
お
知
ら
せ
す
る
予

定
で
す
。
さ
て
、
新
し
い
年
を
迎
え
、
工
事
の
峠
は
越
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

第
一
期　

改
修
工
事
に
つ
い
て

休
館
期
間
：
令
和
４
年
８
月
29
日
―
令
和
５
年
３
月
31
日

（
予
定
）

金
沢　

実
徳

第
一
期
改
修
工
事
で
は
目
に
見
え
な
い
部
分
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
中
心
。

•

機
械
設
備
改
修
（
空
調
設
備
本
体
の
更
新
な
ど
）

•

電
気
設
備
改
修
（
展
示
室
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
な
ど
）

•

建
築
改
修（
展
示
ケ
ー
ス
の
修
繕
や
低
反
射
フ
ィ
ル
ム
を
ケ
ー
ス
表
面
に
貼
付
）

•

来
館
者
用
と
搬
入
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
更
新
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ら
れ
な
い
。
体
験
し
て
も
ら
う
と
、

こ
の
電
話
か
け
る
の
め
ん
ど
く
さ
～

い
、
っ
て
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
、
ホ

ン
ト
の
お
話
。
ち
な
み
に
押
し
ボ
タ

ン
式
電
話
機
「
プ
ッ
シ
ュ
ホ
ン
」
が

発
売
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
四
年
の
こ

と
で
、
当
初
は
東
京
・
大
阪
・
名
古

屋
に
登
場
し
ま
し
た
。
操
作
が
簡
単

で
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
行
う
こ
と
が
で

き
、
通
話
だ
け
で
な
く
様
々
な
新
し

い
電
話
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
般
家
庭
に
ま
だ
電
話
が
な
か
っ

た
頃
、
急
ぎ
の
用
事
に
は
電
話
よ
り

も
電
報
を
使
う
こ
と
が
主
だ
っ
た
時

代
に
は
、
電
話
は
村
に
一
軒
と
か
、

店
や
会
社
や
郵
便
局
な
ど
に
設
置
さ

れ
て
い
る
程
度
で
し
た
。そ
の
た
め
、

電
話
の
な
い
家
で
は
「
呼よ

び

出だ
し

電
話
」

の
利
用
が
当
た
り
前
に
あ
り
ま
し

た
。
電
話
を
も
っ
て
い
る
近
所
の
家

な
ど
に
か
け
て
も
ら
い
、
電
話
を
受

け
た
家
の
人
が
呼
び
出
さ
れ
た
人
の

家
ま
で
呼
び
に
行
く
方
法
で
す
。
そ

の
た
め
、
電
話
が
あ
る
家
で
は
電
話

機
を
玄
関
ま
た
は
廊
下
に
置
く
の
が

一
般
的
な
光
景
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
電
話
機
の
横
に
は
料
金

箱
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。【
写
真
３
】
は
高
さ
一
八
．五
・

幅
八
．五
㎝
の
木
箱
で
、
正
面
に
し
っ

か
り
と
「
電
話
料
金
箱
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
電
話
を
使
わ
せ
て
も

ら
っ
た
人
が
料
金
を
入
れ
る
の
で

す
。
側
面
に
鍵
付
き
の
取
出
し
口
が

あ
り
、
お
金
は
そ
こ
か
ら
取
り
出
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
箱
が
な
い
場
合
で
も
、
電
話
機

の
横
に
料
金
を
置
い
て
い
く
の
が
マ

ナ
ー
で
し
た
。
戦
後
に
需
要
が
多
く

な
っ
た
公
衆
電
話
の
通
話
料
金
（
市

内
）が
昭
和
二
八
年
で
一
通
話
十
円
、

四
四
年
に
一
通
話
三
分
と
い
う
上
限

が
定
め
ら
れ
て
十
円
で
し
た
か
ら
、

最
低
十
円
を
、
遠
方
に
か
け
た
場
合

に
は
相
応
の
料
金
を
置
い
て
い
っ
た

も
の
で
し
た
。
現
在
は
、
一
分
で
十

円
（
税
込
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
の
急
速
な
広
ま
り
と
と

も
に
電
話
は
一
人
一
台
の
時
代
と
も

な
り
、
家
の
電
話
で
あ
っ
た
固
定
電

話
を
も
た
な
い
家
庭
も
増
え
て
い
ま

す
。
今
や
ダ
イ
ヤ
ル
式
の
電
話
は
、

レ
ト
ロ
な
昭
和
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
で

も
、
い
つ
ま
で
も
人
気
の
あ
る
道
具

の
ひ
と
つ
で
す
。

　

平
成
の
時
代
に
な
っ
て
携
帯
電
話

が
広
く
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
令
和
の
今
、
電
話
機
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

日
本
で
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

に
、
東
京
―
横
浜
間
で
電
話
が
か
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
一

家
に
一
台
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
電
話

が
普
及
し
て
く
る
の
は
、
昭
和
三
〇

年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て

の
こ
と
で
す
。

　

か
つ
て
ど
の
家
庭
で
も
み
ら
れ
た

有
名
な
「
黒
電
話
」
は
、
六
〇
〇
形

自
動
式
卓
上
電
話
機
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）

に
登
場
し
ま
す
【
写
真
１
】。
ダ
イ

ヤ
ル
式
電
話
機
の
最
盛
期
を
支
え
た

六
〇
〇
形
は
、
当
時
の
最
高
技
術
を

集
め
た
「
完
成
さ
れ
た
電
話
機
」
と

言
わ
れ
、
通
信
性
能
が
格
段
に
向
上

し
た
ば
か
り
で
な
く
耐
久
性
に
も
優

れ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
現
在

で
も
、
ダ
イ
ヤ
ル
式
の
電
話
を
お
使

い
の
家
庭
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

家
庭
用
電
話
機
は
初
め
黒
色
だ
け

で
選
択
肢
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、【
写
真
２
】
ア
イ
ボ
リ
ー
の
よ

う
に
、
カ
ラ
フ
ル
な
色
の
も
の
が
次

第
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
ダ
イ
ヤ
ル

式
の
電
話
を
か
け
ら
れ
ま
す
か
。

　

受
話
器
を
も
ち
あ
げ
て
、
相
手
の

電
話
番
号
を
ジ
ー
コ
ジ
ー
コ
と
ダ
イ

ヤ
ル
回
し
て
（
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
）
電

話
す
る
。

　

何
を
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
と
言

わ
れ
る
か
も
。
で
す
が
、
子
供
た
ち

ば
か
り
で
な
く
大
人
の
三
〇
歳
以
下

の
世
代
は
、
ほ
と
ん
ど
日
常
的
に

使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

先
ず
は
「
受
話
器
を
も
ち
あ
げ
て
」

か
ら
説
明
を
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。「
ダ
イ
ヤ
ル
す
る
」「
ダ
イ
ヤ

ル
を
回
す
」
は
通
じ
ま
せ
ん
よ
。
数

字
の
丸
い
穴
に
指
を
入
れ
て
ダ
イ
ヤ

ル
を
回
す
こ
と
に
感
動
！　

で
も
、

番
号
を
回
し
た
後
、
ダ
イ
ヤ
ル
が

戻
っ
て
く
る
の
が
、
と
く
に
ゼ
ロ
を

回
し
た
後
の
ダ
イ
ヤ
ル
が
戻
る
時
間

が
長
く
て
じ
れ
っ
た
い
、
待
っ
て
い

写真 1

写真 2

写真 3

暮 ら し の 道 具 箱
　　　　ダ イ ヤ ル 回 し て 電 話 す る

伊藤　久美子
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今川氏真判物（岡崎市美術博物館蔵）

　

今
回
か
ら
誌
面
を
お
借
り
し
て
、
本
多
忠
勝
か
ら

は
じ
ま
る
本
多
家
（
中
務
大
輔
家
・
後
本
多
家
）
の

家
臣
団
に
つ
い
て
文
章
を
書
か
せ
て
も
ら
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。
不
定
期
で
は
あ
る
が
、
資
料
の
紹
介
も

兼
ね
て
続
け
ら
れ
る
限
り
連
載
し
て
い
き
た
い
。

一
．
本
多
忠
勝
の
家
臣
団

　

忠
勝
の
家
臣
に
関
す
る
資
料
は
少
な
い
。
こ
と
古

文
書
な
ど
の
同
時
代
資
料
に
限
る
と
、
ほ
ぼ
皆
無
で

あ
る
（
の
ち
筆
頭
家
老
と
な
る
都
筑
家
に
、
数
点
あ

る
の
み
）。
必
然
的
に
用
い
る
資
料
は
、
後
世
、
主

に
江
戸
時
代
の
記
録
や
系
図
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
記
録
・
系
図
が
厄
介
な
の
で
あ
る
。

ど
う
も
本
多
家
家
臣
団
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
前

期
に
は
既
に
、
来
歴
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
家
が
多

い
よ
う
だ
。
結
果
と
し
て
、
資
料
間
で
記
述
が
異
な

る
と
い
う
現
象
が
多
々
生
じ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、（
心
情
と
し
て
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ

る
が
）
自
家
を
少
し
で
も
良
く
見
せ
よ
う
と
し
て
、

潤
色
し
た
記
述
も
み
ら
れ
る
。
特
に
本
多
家
の
家
臣

に
は
、
徳
川
家
康
の
元
直
臣
と
い
う
由
緒
を
主
張
す

る
家
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
家
康
の
元
直
臣
で
あ

る
（
と
主
張
す
る
）
こ
と
は
、
己
の
家
が
他
の
家
臣

と
は
別
格
の
由
緒
を
も
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
に
つ
な

が
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
そ
の
由
緒
が
、
特
別
な
恩

恵
を
も
た
ら
し
た
事
例
も
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
多
家
の
家
臣
団
を
調
べ
る
に
は
、

ま
ず
資
料
の
記
述
が
本
当
に
正
し
い
の
か
？
を
吟
味

す
る
必
要
が
出
て
く
る
。

　

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
一
九
世
紀
に
全
国
の
大
名
・

旗
本
な
ど
の
由
緒
を
ま
と
め
た
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

（
以
降
、『
寛
政
譜
』
と
略
記
）
の
記
述
で
あ
る
。
こ

の
『
寛
政
譜
』
に
記
載
さ
れ
た
本
多
忠
勝
の
来
歴
の

中
で
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
家
康
か
ら
五
〇

余
騎
が
附
け
ら
れ
た
と
あ
る
。
忠
勝
に
つ
い
て
書
か

れ
た
書
籍
な
ど
に
は
必
ず
引
用
さ
れ
る
内
容
で
あ
る

が
、
個
別
に
見
て
い
く
と
、
永
禄
九
年
に
附
属
さ
れ

た
の
で
は
他
の
資
料
と
整
合
が
取
れ
な
い
家
が
存
在

す
る
。

　

そ
の
一
つ
が
、
本
多
家
筆
頭
家
老
と
な
る
都
筑
家

で
あ
る
。
都
筑
家
は
遠
江
国
（
現
静
岡
県
西
部
）
の

有
力
武
将
の
一
つ
で
、
も
と
は
今
川
家
に
仕
え
て
い

た
。
永
禄
九
年
は
家
康
が
三
河
統
一
を
果
た
し
、
い

ざ
遠
州
攻
略
へ
、
と
い
う
時
期
で
あ
る
。『
寛
政
譜
』

に
従
う
と
、
都
筑
は
家
康
の
遠
州
進
攻
直
後
に
忠
勝

に
附
属
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

永
禄
九
年
一
〇
月
一
日
に
、
今
川
氏
真
が
都
筑
惣
左

衛
門
秀
綱
に
発
給
し
た
判
物
が
現
存
し
て
お
り
（
写

真
参
照
）、
こ
の
時
は
ま
だ
今
川
方
と
し
て
活
動
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

で
は
、
都
筑
秀
綱
は
い
つ
忠
勝
に
附
属
さ
れ
た
の

か
。
そ
れ
を
明
確
に
示
す
資
料
は
現
存
し
な
い
が
、

永
禄
一
二
年
に
家
康
か
ら
都
筑
秀
綱
に
発
給
し
た
安

堵
状
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
は
、『
寛
政
譜
』
の

都
筑
秀
綱
の
来
歴
に
は
、
永
禄
一
二
年
と
書
か
れ
て

い
る
。
同
じ
『
寛
政
譜
』
の
中
で
、
記
述
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
相
違
が
生
じ
た
原
因
は
不
明
で

あ
る
が
、
本
多
家
の
家
譜
が
出
さ
れ
た
あ
と
に
、
都

筑
家
の
家
譜
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
関

係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ど
う
や
ら
都
筑
家
は
、
永
禄
九
年
の
附
属
で
は
な

さ
そ
う
だ
。
そ
し
て
同
様
の
家
は
他
に
も
あ
る
。　〈続

〉

連
載

 
本
多
家
の
家
臣
団　

１　
〈
本
多
忠
勝
の
家
臣
団
〉

湯
谷　

翔
悟
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こ
れ
は
作
者
の
井
口
直
人
（
一
九
七
一

―
）
が
コ
ピ
ー
機
に
自
分
の
顔
を
押
し
付

け
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
井
口
は
約

二
〇
年
間
、
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

て
彼
が
日
常
的
に
収
集
し
た
も
の
と
自
分

の
顔
を
同
時
に
映
し
込
ん
だ
コ
ピ
ー
を

行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
記
録
と
い
う

こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
美
術
作
品
で
あ

る
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
し
て
い
る
所
以

は
、
配
色（
ⅰ
）
や
構
図
を
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

豊
か
に
し
て
い
る
点
、
コ
ピ
ー
機
の
読
み

取
り
に
合
わ
せ
て
顔
や
も
の
を
動
か
し
て

仕
上
が
り
を
工
夫
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

井
口
は
そ
の
後
、
印
刷
し
た
コ
ピ
ー
用
紙

の
一
部
を
素
材
に
し
て
腕
章
を
制
作
し
、

場
合
に
よ
っ
て
周
り
の
人
に
贈
呈
す
る

が
、
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
自
ら
説
明
し

な
い
た
め
、
コ
ピ
ー
は
腕
章
の
た
め
の
素

材
な
の
か
、
二
次
的
な
創
作
な
の
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
を
含
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
道
具
な
の
か
、
そ
の
真
意
は
わ

か
ら
な
い
。

　

オ
フ
ィ
ス
コ
ピ
ー
機
は
複
写
機
能
を
持

つ
印
刷
装
置
で
あ
る
が
、
表
現
手
法
と
し

て
再
考
す
る
と
、
そ
の
機
能
は
写
真
的
で

あ
り
版
画
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
美
術
史

に
お
い
て
、
写
真
や
版
画
は
表
現
に
多
用

さ
れ
て
き
た
が
、
コ
ピ
ー
機
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
六
〇
―
七
〇
年
に
ブ
ル
ー

ノ
・
ム
ナ
ー
リ(

一
九
〇
七
―
一
九
九
八)

や
高

松
次
郎(

一
九
三
六
―
一
九
九
八)

な
ど
一
部
の

芸
術
家
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以

降
目
立
っ
た
活
動
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
ム
ナ
ー
リ
は
コ
ピ
ー
機
で

読
み
取
る
対
象
を
動
か
す
な
ど
遊
び
心
に

富
ん
だ
手
法
で
、
再
現
不
可
能
な
《
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
ゼ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ー
ア
》
と
い
う

作
品
を
制
作
し
た
。
高
松
は
一
九
七
〇
年

に
「
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
で
一
〇
〇
枚
コ
ピ
ー
さ
れ

た
う
ち
の
こ
の
一
枚
」
と
い
う
文
字
が
書
か

れ
た
紙
一
〇
〇
枚
に
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
付
け

た
作
品
《
こ
の
原
稿
を
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
す
る
こ

と
》
を
制
作
す
る
な
ど
、
作
品
の
唯
一
性
に

つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
コ

ピ
ー
機
を
利
用
し
た
。
コ
ピ
ー
機
を
用
い
た

作
品
の
制
作
は
、
現
代
で
は
「
複
製
」
や

「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
の
可
能
性
を
探
る

「T
H

E CO
PY

 T
RA

V
ELERS

」（
ⅱ
）

と
い
う

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
の
活
動
な

ど
、
新
た
な
表
現
が
模
索
さ
れ
は
じ
め
て

い
る
。

　

井
口
は
コ
ピ
ー
機
の
「
ス
タ
ー
ト
」
ボ

タ
ン
を
押
し
て
、
素
早
く
読
み
取
り
面
に

顔
を
押
し
付
け
る
。
機
械
に
自
ら
の
身
体

を
変
形
さ
せ
て
、
不
自
由
な
体
勢
で
印
刷

を
行
う
井
口
の
姿
は
、
マ
シ
ュ
ー
・
バ
ー

ニ
ー(

一
九
六
七
―)

が
一
九
八
七
年
か
ら

は
じ
め
た
《
拘
束
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
》
シ

リ
ー
ズ（
ⅲ
）
を
想
起
さ
せ
る
。
コ
ピ
ー
に
映

し
出
さ
れ
た
井
口
の
顔
は

－

顔
を
押
し
付

け
て
い
る
か
ら
当
然
で
あ
る
が

－

鼻
な
ど

部
分
的
に
潰
れ
て
苦
し
そ
う
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
井
口
を
コ
ピ
ー
制
作

に
突
き
動
か
し
、
顔
面
コ
ピ
ー
に
「
拘
束
」

さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

人
間
の
本
質
的
な
表
現
の
欲
求
で
あ
ろ
う

か
、
ま
た
他
者
や
社
会
と
の
関
わ
り
を
求

め
て
か
、
あ
る
い
は
自
閉
症
と
い
う
特
性

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
井

口
の
表
現
は
出
力
さ
れ
た
顔
面
コ
ピ
ー
だ

け
で
は
な
く
、
日
常
に
編
み
込
ま
れ
た
一

連
の
行
為
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
捉
え
る
べ

き
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
が
コ
ン
ビ
ニ
に
入
っ
て
、
真
剣

な
面
持
ち
で
気
忙
し
く
自
分
の
顔
を
コ

ピ
ー
し
て
い
る
中
年
男
性
が
い
た
ら
、
そ

の
非
日
常
的
な
光
景
に
驚
く
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
一
見
奇
妙
に
見
え
る
こ
の

行
為
は
、
彼
が
約
二
〇
年
絶
え
間
な
く
続

け
て
き
た
も
の
で
、
彼
と
そ
の
周
囲
の

人
々
に
と
っ
て
は
日
常
で
あ
る
。
井
口
の

表
現
は
、
周
り
の
人
々
が
社
会
通
念
と
し

て
持
っ
て
い
る
「
顔
を
コ
ピ
ー
機
に
押
し

付
け
て
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
は
非
常
識
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
、
そ
の
概
念
と
し
て

の
「
拘
束
」
を
解
く
も
の
で
あ
っ
た
。
井

口
は
お
そ
ら
く
今
日
も
ど
こ
か
で
顔
を
コ

ピ
ー
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
日
々
増
殖
し

続
け
て
い
る
彼
の
コ
ピ
ー
は
、
生
活
の
中

で
無
意
識
に
わ
た
し
た
ち
を
「
拘
束
」
し

て
い
る
固
定
観
念
へ
の
問
い
か
け
の
よ
う

で
あ
る
。

＊ 

井
口
直
人
作
品
は
今
後
開
催
す
る
企
画
展
で
紹
介

す
る
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
。

ⅰ�

井
口
が
二
色
カ
ラ
ー
に
す
る
の
は
、
フ
ル
カ
ラ
ー

が
五
〇
円
に
対
し
て
二
色
カ
ラ
ー
は
二
〇
円
と
い

う
安
さ
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。

ⅱ 

二
〇
一
四
年
に
結
成
し
、
京
都
を
拠
点
に
活
動
す

る
加
納
俊
輔
、
迫
鉄
平
、
上
田
良
の
三
名
か
ら
な

る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ユ
ニ
ッ
ト
。

ⅲ�

《
拘
束
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
一
―
六
》
で
は
バ
ー

ニ
ー
が
自
ら
の
身
体
に
様
々
な
負
担
を
掛
け
た
状

態
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
行
っ
た
。

現
代
の
超
現
実
を
探
し
て
Ⅰ　
〈
拘
束
し
て
い
る
も
の
、拘
束
を
解
い
て
ゆ
く
こ
と
〉

今
泉　

岳
大

井口直人《untitled》2015-2022 年
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LETTER
「
多
様
な
幸
せ
の
か
た
ち
」

　

二
〇
一
九
年
に
グ
レ
タ
・
ガ
ー
ウ
ィ
グ
監
督
の

「
ス
ト
ー
リ
ー
・
オ
ブ
・
マ
イ
ラ
イ
フ
／
わ
た
し

た
ち
の
若
草
物
語
」
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
ル
イ
ー
ザ
・
メ
イ
・
オ
ル
コ
ッ
ト
の
名

作
小
説
「
若
草
物
語
」
を
原
作
と
し
た
映
画
で
あ

る
。
映
画
館
で
鑑
賞
す
る
機
会
を
逸
し
て
し
ま
い

残
念
に
思
っ
て
い
た
が
、
某
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス

で
見
つ
け
た
の
で
早
速
自
宅
で
鑑
賞
す
る
こ
と

に
。
本
作
は
原
作
フ
ァ
ン
が
感
じ
が
ち
な
「
物
足

り
な
さ
」
を
あ
ま
り
感
じ
る
こ
と
な
く
観
賞
で
き

る
内
容
で
、
本
作
は
原
作
フ
ァ
ン
の
私
の
心
は

が
っ
ち
り
と
掴
ま
れ
た
。

　

映
画
の
舞
台
は
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
。
南
北
戦

争
時
代
に
生
き
る
優
し
く
善
良
な
マ
ー
チ
家
の
四

姉
妹
メ
グ
、
ジ
ョ
ー
、
ベ
ス
、
エ
イ
ミ
ー
の
物
語

だ
。
堅
実
で
控
え
目
な
長
女
メ
グ
、
信
念
が
強
く

情
熱
家
で
、
活
発
な
次
女
ジ
ョ
ー
、
心
優
し
く
病

弱
な
三
女
ベ
ス
、
奔
放
で
オ
シ
ャ
レ
が
大
好
き
な

四
女
エ
イ
ミ
ー
。
個
性
豊
か
な
姉
妹
の
中
で
も
、

主
人
公
の
次
女
ジ
ョ
ー
は
小
説
家
と
し
て
の
成
功

を
夢
見
て
、
日
々
執
筆
に
励
ん
で
い
た
。
女
性
が

冷
遇
さ
れ
た
時
代
に
、
表
現
者
と
し
て
成
功
す
る

の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
本
作
は
、

女
性
が
表
現
者
と
し
て
生
き
る
難
し
さ
を
描
き
、

社
会
に
生
き
る
女
性
の
幸
せ
と
は
何
か
と
い
う
問

い
を
投
げ
か
け
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
四
姉
妹

の
人
生
を
通
じ
て
多
様
な
幸
せ
の
在
り
方
を
提
示

し
て
い
る
。
社
会
が
押
し
付
け
る
「
普
通
」
に
屈

す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
価
値
観
を
貫
く
女
性
と

し
て
描
か
れ
る
ジ
ョ
ー
の
姿
に
、
勇
気
を
も
ら
う

人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ

て
い
る
人
や
、
目
標
に
向
か
っ
て
い
る
人
に
是
非

見
て
い
た
だ
き
た
い
作
品
。
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