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江

村

知

子

ま
も
な
く
開
館
四
十
周
年
を
迎
え
る
山
口
県
立
美
術
館
で
、
雲
谷
等
顔
の
没
後
四
〇
〇
年
を
記

念
し
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
（
挿
図
（
（。
同
館
は
雪
舟
や
雲
谷
派
な
ど
、
当
地
ゆ
か
り
の
作

家
の
作
品
を
収
蔵
し
、
意
欲
的
な
展
覧
会
が
数
々
企
画
さ
れ
て
い
る
。
過
去
に
も
同
館
で
は
一
九

八
四
年
に
「
雲
谷
等
顔
と
桃
山
時
代
」
展
、
二
〇
〇
一
年
に
「
雲
谷
等
益
�
寛
永
期
の
雪
舟
流
」

展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
雲
谷
派
の
始
祖
、
等
顔
に
主
眼
を
置
い
た
画
期
的
な
展
覧
会

で
あ
っ
た
。

雲
谷
等
顔
（
一
五
四
七
～
一
六
一
八
（
は
肥
前
国
藤
津
郡
能
古
見
（
佐
賀
県
鹿
島
市
（
城
主
を
勤

め
る
原
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
前
半
生
は
不
詳
な
が
ら
狩
野
派
に
学
び
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
（

に
毛
利
家
に
仕
官
し
、文
禄
二
年
（
一
五
九
三
（
に
毛
利
輝
元
よ
り
雪
舟
筆
「
四
季
山
水
図
巻
（
山

水
長
巻
（」
と
雲
谷
庵
（
軒
（
を
拝
領
し
、
雲
谷
等
顔
を
名
乗
り
、
毛
利
家
お
抱
え
絵
師
と
し
て
の

画
事
の
み
な
ら
ず
大
徳
寺
な
ど
京
都
の
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
も
絵
画
制
作
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
武
家
出
身
の
絵
師
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
北
友
松
（
一
五
三
三
～
一
六
一
五
（
と
並

び
称
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
二
〇
一
七
年
に
京
都
国
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
「
海
北
友
松
」

展
の
記
憶
も
新
し
く
、
近
年
は
こ
う
し
た
桃
山
の
巨
匠
の
作
品
を
総
覧
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い

た
。
さ
て
今
回
の
雲
谷
等
顔
展
は
、
等
顔
の
実
像
に
迫
る
試
み
と
し
て
雲
谷
派
の
研
究
は
も
と
よ

り
、
広
く
近
世
絵
画
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
展
覧
会
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
充
実
し
た
企
画

で
あ
っ
た
。
展
覧
会
の
内
容
を
概
観
し
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

展
覧
会
は
左
記
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。

第
一
章
�
一

雲
谷
派
の
祖
・
等
顔

水
墨
画
の
旗
手

第
一
章
�
二

雲
谷
派
の
祖
・
等
顔

流
派
創
設

挿図 （ 雲谷等顔展エントランス
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八
〇

第
二
章

知
ら
れ
ざ
る
花
鳥
画

第
三
章

浮
か
び
上
が
る
等
顔
の
実
像

第
四
章

桃
山
随
一
の
山
水
画
家

第
一
章
�
一
で
は
、
永
徳
率
い
る
狩
野
派
が
画
壇
の
中
心
的
な
存
在
と
な
る
一
方
で
、
長
谷
川

等
伯
や
海
北
友
松
と
い
っ
た
画
力
の
あ
る
個
性
的
な
絵
師
た
ち
が
活
躍
す
る
と
い
う
障
壁
画
の
黄

金
時
代
に
お
い
て
、
雲
谷
等
顔
は
ど
の
よ
う
な
絵
師
で
あ
っ
た
の
か
を
示
す
代
表
的
作
例
で
冒
頭

を
飾
っ
て
い
た
。「
山
水
図
屛
風
」（
No. 

（
〈
本
展
覧
会
の
作
品
番
号
を
示
す
。
以
下
同
〉
東
京
国
立

博
物
館
、重
要
文
化
財
（、「
群
仙
図
屛
風
」（
No. 

3
、京
都
国
立
博
物
館
（
ま
た
二
点
の
「
群
馬
図
屛
風
」

（
No. 

4
、
京
都
国
立
博
物
館
、
No. 

5
、
文
化
庁
（
な
ど
は
、
等
顔
の
水
墨
画
の
特
色
を
最
大
限
に
示

す
作
品
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
雲
谷
等
顔
の
世
界
を
、
重
厚
な
印
象
と
と
も
に
、
わ
か
り
や

す
く
示
し
て
い
た
。

第
一
章
�
二
で
は
、
等
顔
が
流
派
を
形
成
し
、
そ
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

の
か
、
等
屋
、
等
益
、
三
谷
等
宿
、
雲
澤
等
悦
、
斎
藤
等
順
ら
の
作
品
に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
有
力
な
弟
子
た
ち
の
協
力
と
そ
の
組
織
力
に
よ
り
、
雲
谷
派
は
毛
利
家
の
お
抱
え
絵

師
と
し
て
、
確
固
た
る
地
位
を
築
き
、
武
家
や
禅
宗
寺
院
な
ど
の
様
々
な
絵
画
制
作
を
担
う
に
至

っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
等
益
の
「
楼
閣
山
水
図
屛
風
」

（
No. 

（0
、
岡
山
県
立
美
術
館
（
や
「
群
馬
図
屛
風
」（
No. 

（（
、
岡
山
県
立
美
術
館
（
で
あ
る
。
等
顔
と

同
じ
画
題
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
等
益
の
作
品
で
は
画
面
が
す
っ
き
り
と
整
理
さ
れ
、
あ
る
種
の

骨
太
さ
が
希
釈
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
変
化
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
永
徳
と
探
幽
の
作
品

を
比
較
す
る
よ
り
も
、桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
へ
の
転
換
が
明
解
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

ま
た
等
益
の
「
楼
閣
山
水
図
屛
風
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
襲
木
（
屛
風
の
外
縁
に
取
り
付
け
ら
れ

た
表
装
材
料
（
は
、
漆
塗
り
の
木
材
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
幾
何
学
的
な
文
様
が
透
し
彫
り
さ
れ
、

ひ
じ
ょ
う
に
凝
っ
た
細
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
の
制
作
年
代
を
考
慮
す
る

と
、
こ
の
作
品
は
解
体
修
理
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
襲
木
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も

の
か
ら
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、お
ざ
な
り
な
仕
様
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
手
間
と
技
術
、
そ
れ
に
適
し
た
材
料
を
必
要
と
す
る
表
装
は
、
こ
の
作
品
が
特
別
な
調

度
品
と
し
て
大
事
に
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
一
方
で

挿図 2 「孔雀牡丹図屛風」（洞春寺）の展示風景
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八
一

こ
う
し
た
装
飾
的
な
表
装
具
は
、
初
代
等
顔
の
作
品
に
は
不
似
合
で
あ
り
、
両
者
の
画
風
の
違
い
、

時
代
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
展
覧
会
は
、
同
じ
作
者
や
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
多

く
の
作
品
を
一
度
に
見
ら
れ
る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
が
、
多
く
の
図
録
や
図
版
で
は
切
り
取
ら
れ

て
し
ま
う
、
表
装
の
状
態
を
自
分
の
目
で
確
認
で
き
る
場
で
も
あ
る
。
今
回
の
展
覧
会
は
、
表
具

と
と
も
に
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品
の
伝
来
の
状
況
、
作
品
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

想
像
を
巡
ら
す
こ
と
の
で
き
る
好
機
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
は
筆
者
の
不
勉
強
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
雲
澤
等
悦
や
斎
藤
等
順
の
作
品
は

本
展
覧
会
で
初
め
て
意
識
的
に
見
る
機
会
と
な
っ
た
。
そ
し
て
単
に
同
じ
流
派
の
作
品
を
集
め
た

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
樹
木
や
岩
、
墨
の
用
い
方
な
ど
、
等
顔
と
次
世
代
以
降
の
雲
谷
派
の
絵

師
た
ち
の
作
品
に
お
い
て
、
画
題
や
画
風
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
が

理
解
し
や
す
い
展
示
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
水
墨
を
基
軸
と
し
て
手
堅
く
絵
画

要
素
を
配
置
し
、
緊
張
感
の
あ
る
画
面
を
構
成
す
る
点
が
、
雲
谷
派
に
よ
る
作
品
の
明
ら
か
な
特

徴
の
一
つ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
通
常
の
展
覧
会
で
よ
く
あ
る
よ
う
な
、
作
品
を
制

作
年
代
順
に
並
べ
る
方
法
と
は
異
な
る
が
、
本
展
覧
会
の
第
一
章
は
、
そ
の
後
に
続
く
展
示
を
よ

り
深
く
理
解
で
き
る
導
入
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
「
知
ら
れ
ざ
る
花
鳥
画
」
で
一
際
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
い
た
の
が
、「
孔
雀
牡
丹

図
屛
風
」（
No. 

2（
、
四
曲
一
双
、
山
口
・
洞
春
寺
（
で
あ
る
（
挿
図
2
（。
三
年
前
に
発
見
さ
れ
、
保

存
状
態
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
、
二
年
を
か
け
て
修
復
さ
れ
た
も
の
で
、
今
回
の
展
覧
会
に
お
い

て
初
め
て
公
開
さ
れ
た
。
全
体
的
に
画
面
の
損
傷
、
絵
具
の
剝
落
が
著
し
く
、
右
隻
第
一
扇
は
地

色
に
近
い
色
の
別
紙
が
張
り
込
ま
れ
て
い
る
。
本
紙
に
は
引
手
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
は
襖
絵

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
本
展
覧
会
の
担
当
学
芸
員
の
福
田
善
子
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
十
八
世
紀

の
洞
春
寺
に
関
す
る
史
料
か
ら
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
屛
風
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
現
在
の
画
面
で
は
、
右
隻
に
サ
ク
ラ
属
の
一
種
と
見
ら
れ
る
白
い
花
木
と
雌
雄
の
孔

雀
、
左
隻
に
水
面
を
挟
ん
で
白
牡
丹
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
隻
第
二
扇
上
部
か
ら
は
墨
に
よ
る
松

の
枝
が
垂
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
完
全
に
欠
損
し
て
い
る
第
一
扇
に
は
松
の
木
と
、
白
い
花
の

幹
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
表
現
は
繊
細
で
あ
り
な
が
ら
気
宇
壮

大
で
、
現
存
す
る
画
面
で
完
結
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
横
に
広
が
っ
て
い
た
可
能
性
も

う
か
が
わ
せ
る
。
画
中
に
は
落
款
印
章
は
な
い
が
、
福
田
善
子
氏
の
解
説
に
示
さ
れ
る
通
り
、
岩

の
峻
に
見
ら
れ
る
墨
の
筆
致
と
作
品
の
伝
来
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
等
顔
そ
の
人
の
筆
に
よ
る

可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
中
央
に
広
が
る
水
面
は
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
色
味
が

感
じ
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
透
明
感
の
あ
る
青
色
を
呈
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
制
作
当

初
は
、
青
い
水
面
、
白
い
花
、
緑
色
の
孔
雀
、
鋭
敏
な
筆
墨
に
よ
る
岩
や
土
坡
に
よ
っ
て
、
清
涼

感
の
あ
る
画
面
空
間
で
、
ま
さ
に
桃
山
の
花
鳥
画
た
る
、
風
格
の
大
き
さ
を
有
し
て
い
た
こ
と
が

容
易
に
推
測
さ
れ
た
。
修
理
を
終
え
て
、
ま
ず
は
安
全
に
現
状
維
持
が
で
き
る
状
態
に
は
な
っ
た

が
、
本
紙
自
体
が
欠
損
し
、
絵
具
の
剝
落
・
欠
損
・
退
色
が
多
い
状
況
に
は
変
わ
り
な
い
。
右
隻

第
三
扇
に
描
か
れ
る
雌
の
孔
雀
は
、
大
半
の
絵
具
が
剝
落
し
、
実
際
の
作
品
の
展
示
ケ
ー
ス
の
前

で
も
、ど
こ
に
も
う
一
羽
い
る
の
か
と
探
す
よ
う
な
談
話
も
傍
聴
さ
れ
た
。
鑑
賞
者
に
よ
っ
て
は
、

痛
々
し
い
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
着

彩
の
花
鳥
画
作
品
の
存
在
に
よ
っ
て
、
と
も
す
る
と
水
墨
山
水
画
を
専
門
に
手
掛
け
て
い
た
と
も

見
受
け
ら
れ
が
ち
な
等
顔
の
画
業
が
、
よ
り
幅
広
く
、
彩
り
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確

に
示
さ
れ
、
等
顔
の
印
象
が
大
き
く
変
わ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
が
お
そ
ら
く
は
深

刻
な
損
傷
状
態
で
発
見
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
を
何
と
か
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
所
蔵

者
、
修
理
技
術
者
、
関
係
者
の
方
々
が
並
々
な
ら
ぬ
時
間
、
費
用
、
技
術
、
情
熱
を
か
け
て
尽
力

さ
れ
た
こ
と
、そ
の
結
果
と
し
て
今
回
の
初
公
開
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

文
化
財
を
守
り
伝
え
よ
う
と
す
る
方
々
に
対
し
て
感
謝
の
念
を
新
た
に
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

第
三
章
「
浮
か
び
上
が
る
等
顔
の
実
像
」
で
は
、
等
顔
が
武
家
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
毛

利
家
に
お
い
て
茶
の
湯
や
連
歌
な
ど
の
文
化
的
活
動
に
関
わ
る
な
ど
、
高
い
教
養
を
身
に
付
け
て

い
た
こ
と
な
ど
を
、
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
等
顔
は
澤
庵
宗
彭
、
江
月
宗
玩
な
ど

の
京
都
の
名
だ
た
る
禅
僧
や
、
博
多
の
豪
商
・
嶋
井
宗
室
な
ど
幅
広
い
人
脈
を
有
し
て
お
り
、
そ

れ
が
そ
の
作
品
制
作
に
も
活
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
。
等
顔
の
三
十
代
前
半
の
事

績
は
未
詳
で
は
あ
る
も
の
の
、
山
口
県
文
書
館
や
毛
利
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
数
々
の
史
料
と
本

章
を
構
成
す
る
作
品
は
、
武
家
、
寺
院
、
商
人
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
等
顔
の
実

在
感
を
示
し
て
い
た
。

「
高
士
図
座
屛
」（
No. 

46
、
京
都
・
高
桐
院
（
は
、
絹
本
着
色
の
団
扇
画
を
衝
立
の
表
裏
に
貼
り

込
ん
だ
作
品
で
、
細
川
忠
興
の
叔
父
で
高
桐
院
開
祖
の
玉
甫
紹
琮
（
一
五
四
六
～
一
六
一
三
（
と

等
顔
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
二
基
一
対
で
あ
る
う
ち
の
一
基
、
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白
菊
と
陶
淵
明
の
面
が
前
期
に
、
表
裏
を
入
れ
替
え
て
芭
蕉
の
葉
に
文
字
を
書
こ
う
と
す
る
道

者
（
（
（

を
描
い
た
面
が
後
期
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
紙
本
の
作
品
が
多
い
展
示
作
品
の
中
で
、
珍
し
い

印
象
を
受
け
た
。
比
較
的
小
さ
な
絹
本
絵
画
で
あ
る
た
め
か
、
他
の
水
墨
画
に
較
べ
る
と
、
墨
の

調
子
が
や
や
控
え
め
で
繊
細
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
緑
色
の
絵
具
に
金
泥
で
精
緻
な
文
様
を
描
き

込
ん
だ
高
士
の
衣
服
な
ど
濃
密
な
着
彩
部
分
が
一
際
印
象
深
く
、
等
顔
の
画
風
の
多
様
性
が
感
じ

ら
れ
た
。
濃
彩
に
よ
る
中
国
人
物
画
題
は
狩
野
派
や
海
北
友
松
な
ど
も
多
く
手
掛
け
て
い
る
が
、

こ
の
作
品
は
風
格
の
あ
る
漢
画
画
題
が
小
さ
な
画
面
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
た
。

雲
谷
派
は
達
磨
図
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
今
回
の
展
示
で
は
、
等
屋
ら
継
承

者
の
作
品
も
含
め
て
七
点
の
達
磨
図
が
出
陳
さ
れ
て
い
た
。
等
顔
に
よ
る
達
磨
図
は
、
賛
者
と
な

っ
て
い
る
禅
僧
と
の
関
係
も
あ
っ
て
か
、
い
ず
れ
も
強
い
存
在
感
を
放
っ
て
い
た
。
ぬ
ら
り
と

横
睨
み
す
る
眼
、
前
歯
を
唇
の
上
に
出
す
個
性
的
な
顔
貌
に
よ
る
京
都
・
三
玄
院
の
「
達
磨
図
」

（
No. 

47
（、
気
骨
感
あ
ふ
れ
る
衣
紋
線
と
、
ボ
サ
ボ
サ
の
頭
髪
、
眉
毛
、
髭
な
ど
に
熟
達
し
た
水

墨
の
技
が
用
い
ら
れ
、
凄
み
の
あ
る
風
貌
で
表
さ
れ
る
京
都
・
帰
雲
院
の
「
達
磨
図
」（
No. 

48
（

お
よ
び
山
口
・
永
福
寺
の
「
達
磨
図
」（
No. 

58
（
な
ど
、
等
顔
に
と
っ
て
達
磨
図
が
重
要
な
画
題

で
あ
っ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
達
磨
図
も
、そ
の
眼
光
厳
し
い
様
子
を
表
す
た
め
に
、

白
眼
は
紙
の
地
色
を
塗
り
残
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
古
美
術
作
品
は
、
丁

重
に
扱
わ
れ
て
い
て
も
、
経
年
変
化
に
よ
り
、
全
体
的
に
作
品
の
色
調
は
暗
く
沈
ん
で
い
く
こ
と

が
多
い
。
こ
れ
ら
の
達
磨
図
の
制
作
当
初
は
、
今
よ
り
も
さ
ら
に
白
眼
部
分
が
白
く
見
え
、
眼
光

の
鋭
さ
が
際
立
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
作
品
の
細
部
の
特
徴
は
、
図
録
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
印
刷
に
よ
っ
て

全
体
的
に
色
味
や
階
調
が
平
均
化
し
て
し
ま
う
た
め
、
作
品
の
図
版
を
見
た
だ
け
で
は
そ
の
印
象

の
強
さ
ま
で
は
認
識
で
き
な
い
。
ど
ん
な
作
品
で
も
い
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
特
に
水
墨
画
の

作
品
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
作
品
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
気
づ

く
こ
と
、
認
識
で
き
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
通
常
の
展
覧
会
会
場
で
は
作
品
の
保
存
の
た
め
に
照

度
を
抑
え
て
お
り
、
細
部
が
よ
く
見
え
な
い
こ
と
も
多
い
が
、
今
回
の
展
覧
会
で
は
展
示
ケ
ー
ス

の
奥
行
き
が
あ
ま
り
深
く
な
く
、
間
近
に
見
ら
れ
る
作
品
も
多
い
た
め
に
、
作
品
の
も
つ
力
を
よ

り
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
各
所
の
照
明
に
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
限
ら
れ

挿図 3 第四章の展示風景
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た
条
件
の
中
で
も
、
よ
り
親
し
く
作
品
に
接
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
主
催
者
の
意
図
が
感
じ
ら

れ
た
。

第
四
章
「
桃
山
随
一
の
山
水
画
家
」
で
は
広
く
見
渡
せ
る
展
示
室
に
、
屛
風
を
中
心
と
し
た
山

水
画
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
、
ま
さ
に
圧
巻
の
絵
画
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
（
挿
図
3
（。
図

録
の
表
紙
に
も
な
っ
て
い
る
「
山
水
図
屛
風
」（
No. 

60
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
（
は
、
墨
の
階
調
が

絶
妙
に
柔
ら
か
く
、
近
景
・
中
景
・
遠
景
と
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
深
遠
な
世
界

が
表
さ
れ
て
い
た
。
岩
や
樹
木
、
寺
院
な
ど
の
建
物
、
漁
村
の
風
景
、
驢
馬
に
乗
っ
て
道
を
ゆ
く

人
物
な
ど
、
随
所
に
雪
舟
の
表
現
要
素
が
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
屛
風
の
中

の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な
楽
し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
水
墨
山
水
の
常
套
的
表
現
で
は
あ

る
が
、
月
は
宙
空
に
墨
の
塗
り
残
し
で
表
現
さ
れ
、
そ
の
月
の
光
が
山
肌
を
清
ら
か
に
照
ら
し
て

い
る
様
子
が
表
さ
れ
て
お
り
、「
墨
の
五
彩
」
あ
る
い
は
墨
の
表
現
の
無
限
性
が
発
揮
さ
れ
た
作

品
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
に
は
落
款
や
印
章
は
な
い
も
の
の
、
等
顔
の
画
業
に
お
い
て

初
期
の
代
表
的
作
品
で
あ
り
、
そ
の
後
の
作
品
で
は
筆
の
数
が
省
略
さ
れ
、
平
明
な
画
面
に
整
理

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
本
章
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
最
終
章
の
作
品
点
数
は
二
十
三
点

で
あ
る
が
、
そ
の
大
半
が
前
期
・
後
期
で
展
示
替
え
が
な
さ
れ
た
た
め
、
展
示
替
え
後
は
ま
っ
た

く
異
な
る
空
間
が
さ
ら
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
等
顔
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
山
水
画

作
品
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
数
多
く
の
作
品
に
よ
っ
て
饒
舌
に
語
ら
れ
て
い

た
。ま

た
こ
う
し
た
等
顔
に
よ
る
山
水
画
制
作
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
象
徴
的

に
展
示
さ
れ
て
い
た
の
が
新
出
の
「
瀟
湘
八
景
詩
画
巻
」（
No. 

78
、
個
人
蔵
（
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
縦
四
〇
・
三
㎝
、
長
さ
六
五
七
・
八
㎝
の
巻
子
で
、
遠
寺
晩
鐘
・
平
沙
落
雁
・
漁
村
夕
照
・

山
市
晴
嵐
・
洞
庭
秋
月
・
遠
浦
帰
帆
・
江
天
暮
雪
・
瀟
湘
夜
雨
の
各
場
面
に
つ
い
て
、
詩
と
絵
が

連
ね
ら
れ
、
末
尾
に
は
「
右
寫
玉
澗
之
筆
勢

雪
舟
末
葉
等
顔
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
筆

者
の
署
名
は
な
い
も
の
の
、
箱
書
き
に
「
八
景
之
押
絵
八
枚

等
顔
筆

洞
春
寺
之
詩
共
ニ
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
等
顔
と
深
い
親
交
の
あ
っ
た
洞
春
寺
第
三
世
で
あ
る
筠
溪
玄
轍
の
筆
に
よ
る
こ

と
、
ま
た
毛
利
家
の
旧
蔵
品
で
あ
る
こ
と
が
福
田
善
子
氏
の
解
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
等
顔
の
作
品
制
作
の
環
境
が
如
実
に
反
映
さ
れ
、
掉
尾
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
た
。

余
談
で
は
あ
る
が
現
在
、
東
京
文
化
財
研
究
所
の
在
外
日
本
古
美
術
品
保
存
修
復
協
力
事
業
に

よ
り
、ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
美
術
館
所
蔵
の
雲
谷
等
顔
筆
「
遠
寺
晩
鐘
図
」
と
「
平

沙
落
雁
図
」
に
つ
い
て
修
復
作
業
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
福
田
善
子
氏
に
よ
っ

て
も
調
査
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
展
覧
会
図
録
の
関
連
作
品
No. 

42
、
43
と
し
て
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
は
対
幅
の
掛
幅
装
と
な
っ
て
お
り
、
本
来
は
八
景
を
な
し
て
い
た
も
の
の
二
図
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
の
二
図
は
、
と
も
に
縦
二
五
・
六
㎝
、
横
・

約
三
一
㎝
で
、「
瀟
湘
八
景
詩
画
巻
」
の
各
図
に
較
べ
る
と
や
や
小
振
り
の
作
例
で
あ
る
が
、
画

面
の
表
現
要
素
は
共
通
し
、
画
風
も
通
ず
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
両
者
は
類
似
す

る
作
品
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
等
顔
が
玉
澗
様
の
瀟
湘
八
景
図
を
少
な
か
ら
ず
手
掛
け
て
い
た

こ
と
の
証
左
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
瀟
湘
八
景
詩
画
巻
」
の
よ
う
に
完
備
さ
れ
た
作
品
の

出
現
に
よ
り
、
さ
ら
に
研
究
が
進
展
す
る
可
能
性
が
浮
上
し
た
と
い
え
る
。

今
回
の
出
陳
作
品
の
う
ち
、海
外
の
作
品
は
上
述
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の「
山
水
図
屛
風
」と「
蘇

東
坡
・
潘
閬
図
屛
風
」（
No. 

6（
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
（
の
二
点
の
み
で
あ
っ
た
が
、
本
展
覧
会
図
録

の
「
関
連
作
品
」
で
紹
介
さ
れ
る
通
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ア

ジ
ア
美
術
館
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な
美
術
館
に
十
三
点
の
等
顔

作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
現
在
確
認
で
き
て
い
る
等
顔
作
品
の
う
ち
、
一
割
以
上
が
北
米
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
北
米
に
お
け
る
等
顔
の
評
価
や
作
品
の
需
要
状
況
は
、
日
本
美
術
の

国
際
評
価
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
事
例
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

ま
た
筆
者
が
雲
谷
派
の
作
品
に
関
心
を
持
っ
た
き
っ
か
け
の
一
つ
に
、
雲
谷
等
顔
の
屛
風
絵
作

品
は
、
一
扇
（
屛
風
の
パ
ネ
ル
一
枚
分
（
を
縦
三
枚
の
紙
で
貼
り
継
ぐ
三
段
継
ぎ
の
も
の
が
多
い
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
尾
形
光
琳
な
ど
江
戸
中
期
以
降
の
絵
師
に
よ
る
屛
風
は
一
般
的
に
五
段
継

の
作
品
が
多
い
が
、
例
外
も
あ
る

（
2
（

。
ま
た
十
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
用
紙
が
巨
大
化
す
る
傾
向

も
一
部
で
認
め
ら
れ
る
。
本
展
覧
会
に
出
陳
さ
れ
て
い
た
等
顔
の
屛
風
絵
作
品
は
ほ
と
ん
ど
が
三

段
継
で
、
等
益
以
降
の
作
品
に
な
る
と
五
段
継
が
多
く
な
る
、
と
い
う
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。
三

段
継
の
場
合
、
紙
一
枚
の
縦
の
長
さ
が
五
〇
～
六
〇
㎝
以
上
と
な
り
、
こ
う
し
た
二
尺
に
も
及
ぶ

よ
う
な
大
き
な
規
格
の
紙
は
「
大
唐
紙
」
と
呼
ば
れ
、
中
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る

（
3
（

。
舶
来
品
の
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
費
用
が
高
く
特
別
な
制
作
で
あ
っ
た
と
は
限
ら

な
い
が
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
用
紙
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ひ
じ
ょ
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う
に
興
味
深
い
こ
と
に
、本
展
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
史
料
」
に
は
毛
利
家
か
ら
等
顔
が
「
唐

紙
」
を
受
領
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
文
書
（
史
料
No. 

32
（
な
ど
が
翻
刻
・
収
録
さ
れ
て
お
り
、

等
顔
が
用
い
て
い
た
様
々
な
画
材
に
関
す
る
文
書

（
4
（

が
現
存
す
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

屛
風
の
用
紙
に
関
す
る
問
題
は
、
現
在
筆
者
が
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
で
取
り
組
ん
で
い
る
課

題
で
あ
り
、
い
ず
れ
詳
細
に
報
告
す
る
が
、
等
顔
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
は
、
雲
谷
派
の
研
究
の

み
な
ら
ず
、
広
範
な
研
究
の
基
盤
形
成
と
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
認
識

さ
れ
た
。

充
実
し
た
展
覧
会
で
あ
っ
た
こ
と
の
半
分
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
浅
学
の
筆
者

の
能
力
で
は
甚
だ
心
許
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
実
際
の
展
示
空
間
は
、
総
数
八
十
二
点
の
出

陳
作
品
に
よ
っ
て
と
て
も
見
応
え
が
あ
っ
た
。
ま
た
本
展
図
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
山
本
英
男
氏

に
よ
る
巻
頭
論
文
「
本
立
ち
て
道
生
ず
�
雲
谷
等
顔
の
画
風
形
成
�
」
で
は
、
冒
頭
に
ふ
れ
た
一

九
八
四
年
の
「
雲
谷
等
顔
と
桃
山
時
代
」
展
を
同
氏
が
担
当
さ
れ
た
の
ち
、
数
々
の
研
究
や
企
画

を
主
導
さ
れ
た
見
識
に
基
づ
い
て
等
顔
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。福
田
善
子
氏
に
よ
る「
水

墨
画
の
旗
手

雲
谷
等
顔
」
は
、
研
究
の
進
展
と
蓄
積
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
や
新
た

に
見
出
さ
れ
た
作
品
を
丁
寧
に
紹
介
し
、
本
展
覧
会
の
企
画
が
総
合
的
に
理
解
で
き
る
論
考
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
出
陳
作
品
画
像
、
関
連
作
品
（
四
十
三
点
（、
史
料
な
ど
は
、
ま
さ
に
等
顔

の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
を
め
ざ
し
た
も
の
と
し
て
、
後
世
の
研
究
の
基
礎
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
関
連
作
品
の
中
に
は
、
東
京
文
化
財
研
究
所
所
蔵
の
売
立
目
録
を
研
究
資
料

と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
個
々
に
存
在
す
る
情
報
は
小
さ
い
が
、
継
続
的
に
研
究
情
報

を
蓄
積
・
整
理
し
、
様
々
な
形
で
活
用
を
進
め
る
こ
と
は
、「
知
の
循
環
」
に
つ
な
が
る
。
当
研

究
所
で
行
っ
て
い
る
日
頃
の
業
務
を
、
こ
う
し
た
研
究
支
援
と
な
る
よ
う
に
進
め
て
い
き
た
い
と

思
う
。

本
展
覧
会
に
つ
い
て
、
強
い
て
希
望
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
雲
谷
派
と
し
て
は
珍
し
い
「
花
見
鷹

狩
図
屛
風
」（
関
連
作
品
No. 

（7
、M
O
A
美
術
館
（
の
よ
う
な
風
俗
画
作
品
が
加
え
ら
れ
て
い
た
ら
、

さ
ら
に
彩
り
豊
か
な
、
複
雑
な
展
開
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ど
ん

な
展
覧
会
に
も
様
々
な
制
約
が
あ
り
、
今
回
の
展
示
鑑
賞
体
験
を
も
と
に
ま
た
別
の
機
会
で
こ
う

し
た
作
品
に
向
き
合
い
た
い
と
思
う
。
現
在
行
わ
れ
る
特
別
展
や
企
画
展
で
は
作
品
の
展
示
替
え

が
多
く
、
企
画
主
催
側
の
負
担
や
苦
労
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
観
覧
側

と
し
て
も
全
貌
を
把
握
す
る
た
め
に
は
複
数
回
、
会
場
に
足
を
運
ぶ
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
展
覧
会
は
遠
路
再
来
し
て
よ
か
っ
た
と
痛
感
す
る
千
載
一
遇
の
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
企
画
を
実
現
さ
れ
た
関
係
各
位
に
深
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
地
方
公
立
館
に

お
け
る
展
覧
会
が
ま
す
ま
す
充
実
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
（
（
土
居
次
義
氏
の
論
考
で
は
こ
の
人
物
を
「
高
士
」
と
し
て
お
り
（「
雲
谷
等
顔
の
座
屛
画
」『
茶

道
雑
誌
』
第
三
三
巻
一
号
、
一
九
六
九
年
（、
河
合
正
朝
氏
に
よ
る
解
説
（「
高
士
図
衝
立
」『
友

松
／
等
顔
』
日
本
美
術
絵
画
全
集
十
一
、
集
英
社
、
一
九
七
八
年
（、
お
よ
び
本
展
覧
会
図
録
の

福
田
善
子
氏
の
作
品
解
説
で
は
こ
の
芭
蕉
の
葉
に
筆
を
下
ろ
そ
う
と
す
る
人
物
を
竇と

う
た
ん簞

と
し
て
い

る
が
、
狩
野
一
渓
に
よ
る
『
後
素
集
』
に
「
訪
道
者
不
遇
図

竇
簞
唐
人
、
道
者
の
方
へ
行
共
不

遇
、
其
時
道
者
の
も
と
に
芭
蕉
有
、
此
葉
に
詩
を
書
き
て
帰
ら
ん
と
思
ひ
筆
を
持
て
芭
蕉
に
近
付

共
、
不
書
し
て
帰
る
」
と
あ
る
画
題
を
表
し
た
も
の
と
す
る
と
、
こ
の
図
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、

竇
簞
で
は
な
く
、
道
者
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
2
（
拙
稿
「
尾
形
光
琳
の
江
戸
在
住
と
画
風
転
換
─
フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
「
白
梅
図
屛
風
」
を
中

心
に
」『
美
術
研
究
』
四
二
一
、
二
〇
一
七
年
。

（
3
（
木
村
青
竹
『
紙
譜
』
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
（
成
立
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
（
刊
（
早
稲

田
大
学
図
書
館
所
蔵
本
を
参
照
（。

（
4
（
本
展
覧
会
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
は
展
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
行
わ
れ
る
「
雲
谷
等
顔
を

読
み
解
く
」
展
（
山
口
県
立
美
術
館
、
二
〇
一
九
年
二
月
十
四
日
～
三
月
三
十
一
日
（
に
は
、
こ

れ
ら
の
文
書
類
が
絵
画
作
品
と
と
も
に
出
陳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
福
田
善
子
氏
か
ら
ご
教
示
頂

い
た
。

付
記

本
稿
の
挿
図
画
像
三
点
は
、
福
田
善
子
氏
（
山
口
県
立
美
術
館
（
よ
り
ご
提
供
頂
き
ま
し
た
。

本
稿
はJSPS

科
研
費JP（7K

（8475

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
え
む
ら
と
も
こ
・
文
化
財
情
報
資
料
部
文
化
財
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
室
長
（

＊
「
没
後
四
〇
〇
年

雲
谷
等
顔
」、
山
口
県
立
美
術
館
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
一
日
～
十
二
月
九
日

      




