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今
年
私
の
作
品
「
エ
ゴ
ン
シ
ー
レ
が
見
た
風
景
」
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
メ
ー
ド
リ
ン
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
所
蔵
作
品

と
な
っ
た
。
十
一
月
五
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
「
エ
ゴ
ン

シ
ー
レ
・
ク
リ
ム
ト
展
」
に
展
示
さ
れ
た
。

ウ
ィ
ー
ン
の
森
の
南
部
に
位
置
す
る
メ
ー
ド
リ
ン
ク
市

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
日
本
と
関
係
が
深
く
、
ク
ー
デ
ン
ホ

ー
フ
光
子
の
石
庭
が
名
古
屋
の
造
園
家
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
。
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
光
子
は
明
治
初
期
に
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
外
交
官
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ク
ー
デ
ン

ホ
ー
フ
・
カ
レ
ル
ギ
ー
伯
爵
に
見
初
め
ら
れ
、
日
本
人
初

の
伯
爵
夫
人
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
人
だ
。
晩
年

を
メ
ー
ド
リ
ン
ク
で
過
ご
し
、
こ
の
メ
ー
ド
リ
ン
ク
で
亡

く
な
っ
た
。
光
子
の
次
男
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ー
デ
ン
ホ
ー

フ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
の
礎
と
な
っ
た
「
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
運
動
」
を
提
唱
し
た
。
そ
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
の
母
で
あ

る
光
子
も
「
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
母
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。

旅
の
ス
ケ
ッ
チ

オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
館
の

所
蔵
作
品
に
な
る

さ
か
も
と　

ふ　

さ

（ 

型
絵
染
版
画
家
、
エ
デ
ィ
タ
ー 

）

　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー　



30

私
は
、
こ
の
数
日
の
間
、
あ
る
果く
だ

物も
の

の
名

前
を
思
い
出
す
の
に
苦
労
し
た
。

レ
モ
ン
や
メ
ロ
ン
と
似
た
名
前
な
の
だ

が
、
ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
。
果
て

は
、
栗
菓
子
の
マ
ロ
ン
グ
ラ
ッ
セ
ま
で
思
い

を
巡
ら
せ
た
。

突
然
、「
マ
ル
メ
ロ
」
と
い
う
言
葉
が
、

頭
に
浮
ん
だ
。「
あ
っ
、
こ
れ
だ
！
」
と
、

私
は
声
を
出
し
た
。

私
が
、
こ
の
名
前
を
聞
い
た
の
は
、
確

か
、
小
学
校
四
、五
年
生
の
時
の
こ
と
だ
っ
た
。

あ
る
朝
、
寝
ぼ
う
し
て
遅
刻
し
そ
う
に

な
っ
た
の
で
、
町
裏
の
近
道
を
通
り
抜
け
た

時
の
こ
と
だ
っ
た
。
小
川
が
流
れ
て
い
る
小

道
で
、
ふ
と
見
る
と
、
一
本
の
木
が
繁
っ
て

い
て
、
葉
陰
に
何
や
ら
、
ぶ
ら
下
が
っ
て
い

る
の
が
目
に
付
い
た
。
そ
の
時
は
、
そ
の
ま

ま
行
き
過
ぎ
た
が
、
し
ば
ら
く
日
が
経
っ

て
、
ま
た
そ
の
道
を
通
る
と
、
ま
だ
、
そ
の

薄
黄
色
の
果
実
の
よ
う
な
も
の
が
一
つ
、
枝

に
下
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
ど
う
も
気

に
な
っ
て
、
近
づ
い
て
見
て
み
る
と
、
梨
の

よ
う
な
形
状
で
あ
っ
た
。
食
べ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
、
枝
か
ら
も
ぎ
っ
て
、
家
に
持

ち
帰
っ
た
。
さ
っ
そ
く
齧
っ
て
み
る
と
、
お

そ
ろ
し
く
堅
い
。
こ
れ
で
は
カ
ラ
ス
も
突
っ

つ
か
な
い
は
ず
だ
。
そ
こ
に
来
あ
わ
せ
た
大

人
が
云
っ
た
。

「
お
、
こ
れ
は
マ
ル
メ
ロ
だ
！
」

こ
れ
が
、
私
が
マ
ル
メ
ロ
を
知
っ
た
最
初

で
あ
る
。
お
も
え
ば
、
古
い

く
遠
い

く

昔
の
話
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
想
い
出
し
た
の

か
。
こ
れ
は
、
ど
う
や
ら
久
し
ぶ
り
に
電
話

を
寄
こ
し
た
、
同
郷
の
知
人
が
、
子
供
時
代

の
話
を
し
た
の
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。マ

ル
メ
ロ
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
だ
が
、
原

産
地
が
イ
ラ
ン
か
ら
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
、
ギ

リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
は
、
南
欧
で
栽
培

さ
れ
て
き
た
果
樹
で
、
西
洋
梨
の
原
種
に
あ

た
る
そ
う
だ
。
日
本
へ
は
、
寛
永
十
一
年

に
、
長
崎
に
入
っ
て
来
た
よ
う
だ
。

ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
果
物
の
木
が
、

東
北
会
津
盆
地
の
片
す
み
の
、
宿
場
町
の
裏

通
り
に
あ
る
小
川
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
の

か
、
不
思
議
と
い
う
ほ
か
な
い
。
長
崎
か
ら

持
た
ら
し
た
の
は
何
者
か
？
。
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
「
講
」
に
よ
っ
て
「
お
伊
勢
参
り
」
あ

る
い
は
「
高
野
山
詣
で
」
を
し
た
者
た
ち

が
、
立
ち
寄
っ
た
江
戸
で
、
種
か
苗
木
を
買

い
求
め
た
も
の
か
、
私
の
想
像
は
広
が
っ
て

い
く
。
因
果
な
性
分
で
あ
る
。
は
る
か
な
る

長
崎
と
会
津
盆
地
を
結
ん
だ
の
は
、
い
つ
？

誰
れ
が
？
あ
れ
こ
れ
想
い
を
馳
せ
る
う
ち

に
、
ふ
と
、
会
津
藩
士
酒
井
文
吾
と
い
う
人

物
の
名
前
が
浮
ん
だ
。

幕
末
、
会
津
藩
主
松
平
肥
後
守
容
保
は
、

マ
ル
メ
ロ

永
岡　

慶
之
助

（
作　

家
）
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京
都
守
護
職
を
拝
命
さ
れ
た
。
文
久
二
年
八

月
（
一
八
六
二
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
兵

一
千
名
を
引
き
連
れ
、
京
都
に
上
洛
し
た

が
、
諸
藩
や
浪
士
を
威
圧
す
る
た
め
に
は
、

刀
槍
・
鉄
砲
な
ど
の
武
具
の
新
調
、
藩
兵
の

支
度
金
、
家
族
へ
の
臨
時
手
当
な
ど
莫
大
な

金
額
の
支
出
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
長

崎
の
御
用
達
商
足
立
屋
仁
十
郎
か
ら
、
三
万

両
の
大
金
を
借
金
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
大
役
に
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
酒

井
文
吾
で
あ
っ
た
。

酒
井
文
吾
は
、
国
産
人
参
方
と
い
う
役
職

で
、
会
津
若
松
と
長
崎
を
頻
繁
に
行
き
来

し
、
足
立
屋
仁
十
郎
と
は
昵
懇
の
間
柄
で

あ
っ
た
。

朝
鮮
人
参
は
、
三
代
藩
主
正
容
が
御
薬
園

に
試
植
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
藩
の
主
要

な
特
産
品
と
し
て
専
売
制
を
と
り
、
長
崎
の

足
立
屋
と
は
、
長
く
取
り
引
き
を
し
て
い
た
。

藩
の
一
大
事
で
あ
る
金
の
工
面
を
、
一
人

の
下
級
役
人
に
望
み
を
託
し
た
の
も
、
天
下

が
不
穏
な
こ
の
時
期
、
京
都
守
護
職
を
任
さ

れ
た
会
津
藩
の
威
信
を
保
つ
た
め
で
あ
り
、

最
後
の
頼
み
の
綱
が
、
酒
井
文
吾
と
い
う
わ

け
で
あ
っ
た
。

会
津
若
松
か
ら
京
都
へ
呼
び
出
さ
れ
た
文

吾
は
、
重
臣
た
ち
の
強
い
期
待
と
共
に
、
急

ぎ
長
崎
へ
向
っ
た
。
長
崎
に
到
着
す
る
な
り

足
立
屋
へ
お
も
む
き
、
仁
十
郎
と
対
座
し
た

文
吾
は
、
開
口
一
番
、

「
会
津
藩
に
、
ど
う
か
三
万
両　

お
貸
し

く
だ
さ
れ
！
」

し
か
し
仁
十
郎
の
答
え
は
、

「
他
で
も
な
い
会
津
様
の
お
願
い
で
す
か

ら
、
二
万
両
な
ら
御
用
立
て
い
た
し
ま
す
が

…
」京

を
出
立
す
る
際
に
、
重
臣
た
ち
に
強
く

「
三
万
両
借
り
て
来
る
の
だ
ぞ
！
」
と
云
わ

れ
て
き
た
文
吾
は
、

「
ぜ
ひ
に

く
三
万
両
お
貸
し
く
だ
さ
れ

‼
」
と
、
何
日
も
屋
敷
を
お
と
ず
れ
、
頭
を

下
げ
つ
づ
け
た
が
、
仁
十
郎
は
首
を
た
て
に

は
ふ
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
文
吾
の

長
旅
を
ね
ぎ
ら
う
宴
を
も
う
け
て
く
れ
た
仁

十
郎
が
、
し
た
た
か
酔
っ
た
勢
い
で
、

「
文
吾
ど
の
、
そ
の
八
杯
の
ギ
ヤ
マ
ン
の

盃
の
酒
を
総
て
、
飲
み
干
し
て
ご
ら
ん
な
さ

い
ま
せ
。
さ
す
れ
ば
、
三
万
両
、
御
用
立
て

い
た
し
ま
し
ょ
う
！
」
と
提
案
し
て
き
た
の

だ
。文

吾
は
、
会
津
で
も
有
名
な
下
戸
で
、
藩

政
で
多
く
の
蔵
元
を
か
か
え
る
土
地
柄
で
、

呑
ん
兵
衛
も
多
い
の
に
、
文
吾
と
き
た
ら
一

滴
も
飲
め
ず
、
酒
の
席
で
は
い
つ
も
、
隅
で

水
を
入
れ
た
盃
を
な
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
そ
ん
な
文
吾
を
知
っ
て
い
る
仁
十
郎

は
、
今
も
カ
ス
テ
ー
ラ
に
目
を
細
め
て
い
る

文
吾
を
、
か
ら
か
っ
て
云
っ
た
の
だ
が
、

三
万
両
と
聞
い
た
文
吾
は
、
迷
っ
た
も
の

の
、
仁
十
郎
が
止
め
る
間
も
な
く
、
八
杯
の

盃
を
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
飲
み
干
し
た
。

「
お
約
束
の
三
万
両
、
確
か
に
お
借
り
申

す
！
」
と
云
っ
た
後
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
文

吾
が
、
三
日
三
晩
苦
し
ん
だ
こ
と
は
、
云
う

ま
で
も
な
い
。

見
事
役
目
を
は
た
し
た
文
吾
が
、
京
都
経

由
で
会
津
へ
帰
還
し
た
時
、
そ
の
荷
物
の
片

す
み
に
「
マ
ル
メ
ロ
」
の
一
枝
が
入
っ
て
い

た
と
し
た
ら
―
ロ
マ
ン
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

「
マ
ル
メ
ロ
」
と
い
う
心
に
残
る
名
前
の

果
樹
は
、
今
も
、
あ
の
小
川
の
土
手
に
あ
る

だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
香
川
県
で
、
様
々
な
音
楽
ラ
イ
ブ
を

幻
想
的
な
演
出
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
女
性

が
い
る
。

キ
ャ
ン
ド
ル
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
稲い
な

崎ざ
き

小さ

百ゆ

合り

さ
ん
―
。
ボ
サ
ノ
バ
デ
ュ
オ
、
若
手
尺

八
奏
者
、
ピ
ア
ノ
プ
レ
ー
ヤ
ー
等
が
奏か
な

で

る
静
寂
で
清
ら
か
な
音
律
が
、
彼
女
の
キ
ャ

ン
ド
ル
の
ゆ
ら
め
き
に
調
和
し
て
、
心
の

襞ひ
だ

に
染
み
込
ん
で
く
る
。
キ
ャ
ン
ド
ル
そ
の

も
の
は
、
あ
く
ま
で
「
演
出
」
の
一
つ
で
あ

り
、
イ
ベ
ン
ト
紹
介
の
ポ
ス
タ
ー
に
製
作
者

の
名
前
が
記し
る

さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

そ
し
て
ご
本
人
は
「
小
百
合
」
と
い
う
名
の

ご
と
く
、
控
え
め
で
清
楚
。
決
し
て
「
私
！

私
！
」
と
前
面
に
し
ゃ
し
ゃ
り
出
る
タ
イ
プ

の
方
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
一ひ
と

度た
び

、
彼
女
の

作
品
を
目
に
す
る
と
、
さ
り
げ
な
い
「
物

腰
」
な
が
ら
、
何
故
か
「
確
か
な
存
在
感
」

を
印
象
付
け
ら
れ
る
。

彼
女
の
し
な
や
か
な
手
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
幾
つ
も
の
キ
ャ
ン
ド
ル
達
は
、
シ
ン
プ
ル

で
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
。
個
性
的
だ
が
、
色
彩

や
シ
ル
エ
ッ
ト
に
品
格
を
纏ま
と

う
。

野
外
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
背
景
の
木
々
や

芯

山　

本　

千　

明

（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
英
会
話
講
師
）
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花
、
水
辺
や
石
を
穏
や
か
に
照
ら
し
て
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。

私
が
勝
手
に
「
か
ぐ
や
姫
の
竹
」
と
呼
ん

で
い
る
キ
ャ
ン
ド
ル
も
魅
力
的
だ
。
ス
ッ
と

竹
を
斜
め
に
切
っ
た
形
状
で
、
内
部
に
設し
つ
らえ

た
芯し
ん

に
火
を
灯と
も

す
と
、
そ
こ
に
か
ぐ
や
姫
が

居
る
か
の
ご
と
く
、
内
側
か
ら
暖
か
な
光
が

ゆ
ら
め
い
て
こ
ぼ
れ
出
す
。
こ
れ
は
、
平
成

二
十
五
年
の
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
、
高
見
島

「
海
の
テ
ラ
ス
」
で
の
尺
八
、
キ
ー
ボ
ー
ド

に
よ
る
ラ
イ
ブ
で
用
い
ら
れ
、
幽
玄
な
る
世

界
を
創
り
出
し
て
い
た
。

室
内
で
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
用
に
「
Ｅア

ー
Ａ
Ｒ 

ＴスＨ
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
青
と
白
と
薄

緑
色
の
ロ
ウ
が
見
事
に
球
体
の
中
で
層
を
成

し
、
キ
ャ
ン
ド
ル
と
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、

た
だ
そ
の
も
の
を
眺
め
る
だ
け
で
も
「
ア
ー

ト
」
と
し
て
楽
し
め
る
。「
青
く
澄
み
渡
る

空
と
海
、
流
れ
る
雲
、
そ
よ
ぐ
風
、
地
球
を

色
と
形
で
表
現
し
ま
し
た
」
と
説
明
書
に
あ

る
よ
う
に
、
神
秘
的
で
美
し
い
。

気
が
つ
け
ば
、
私
達
は
今
、
あ
ら
ゆ
る

「
刺
激
的
な
光
」
に
「
包
囲
」
さ
れ
て
い

る
。
テ
レ
ビ
、
パ
ソ
コ
ン
、
蛍
光
燈
、
ネ
オ

ン
、
携
帯
、
車
の
ラ
イ
ト
―
と
、
一
日
中
、

目
の
奥
を
刺
す
よ
う
な
人
工
的
な
光
に
晒さ
ら

さ

れ
て
、
急せ
か

さ
れ
続
け
、
い
つ
し
か
、「
ゆ
っ

た
り
」
や
「
ぼ
ん
や
り
」
と
い
う
時
間
を
ど

こ
か
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

慌あ
わ

た
だ
し
い
一
日
の
終
わ
り
に
一い
っ

時と
き

だ
け

電
気
を
消
し
て
キ
ャ
ン
ド
ル
に
火
を
灯と
も

す
。

闇
の
中
に
優
し
く
生
ま
れ
出
る
明
り
は
、
た

だ
そ
こ
に
「
在
る
」
だ
け
で
「
憩
い
」
の
空

間
を
創
り
出
し
て
い
く
。
時
計
の
針
さ
え
も

ゆ
っ
く
り
と
歩
み
始
め
る
よ
う
な
、
心
身
共

に
和や
わ

ら
げ
る
世
界
が
現
れ
る
。

小
百
合
さ
ん
ご
本
人
は
「
山
育
ち
な
の

で
、
実
は
『
海
の
幸
』
が
あ
ま
り
食
べ
ら
れ

な
い
ん
で
す
」
と
言
う
よ
う
に
、
大
自
然
に

囲
ま
れ
て
生
ま
れ
育
っ
た
ら
し
い
。
彼
女
の

作
品
が
持
つ
飾
り
気
の
な
い
ナ
チ
ュ
ラ
ル
さ

は
、
そ
こ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

今
現
在
、
大
学
生
の
息
子
さ
ん
、
高
校
生

の
娘
さ
ん
の
「
母
」
で
あ
り
、
毎
朝
お
弁
当

作
り
か
ら
一
日
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
「
主

婦
」
で
も
あ
る
。

そ
ん
な
彼
女
と
キ
ャ
ン
ド
ル
の
出
会
い

は
、
結
婚
、
出
産
を
経
て
織
り
成
さ
れ
る
リ

ア
ル
な
生
活
の
中
に
あ
っ
た
。
子
供
の
成
長

と
共
に
、
未
来
の
自
分
の
輪
郭
が
描
け
な
い

毎
日
。
自
分
は
何
を
し
て
ど
う
生
き
て
い
く

べ
き
か
―
日
々
の
模も

索さ
く

の
闇
の
中
に
、
あ
る

時
、
一
筋
の
光
が
差
し
込
ん
で
き
た
の
で
あ

る
。正ま

さ

に
キ
ャ
ン
ド
ル
の
「
光
」
そ
の
も
の
に

興
味
を
持
ち
始
め
て
独
学
か
ら
ス
タ
ー
ト
。

や
が
て
大
阪
の
「
ｓ
ａ
ｌ
ｏ
ｎ　

ｄ
ｅ　

ｌ

ｅ
ｏ
ｎ
ａ
」
主
宰
の
葉
山
朋
美
氏
に
師
事

し
、
二
〇
〇
九
年
に
講
師
養
成
講
座
を
修

了
、
デ
ィ
プ
ロ
マ
を
取
得
。
そ
の
後
、
Ｈ
ａ

ｎ
ｄ
ｍ
ａ
ｄ
ｅ　

Ｃ
ａ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ　

ｉ
ｓ
ｔ

ｙ
ｌ
ｅ
代
表
と
し
て
、
キ
ャ
ン
ド
ル
の
制
作

や
レ
ッ
ス
ン
、
イ
ベ
ン
ト
の
演
出
、
と
独
自

の
道
を
切
り
開
い
て
、
今
に
至
る
。

制
作
上
、
最
も
難
し
い
の
は
、「
蝋ロ
ウ

を
流

し
入
れ
る
、
温
度
管
理
と
タ
イ
ミ
ン
グ
」
だ

と
彼
女
は
言
う
。
同
じ
よ
う
に
彼
女
は
、
人

生
の
中
で
、
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
「
キ
ャ

ン
ド
ル
」
に
出
会
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

周
囲
と
の
「
温
度
」
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
計

り
な
が
ら
、
今
の
仕
事
を
形
に
し
て
き
た
。
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母
で
あ
り
、
妻
で
あ
る
彼
女
が
「
人
生
後

半
」
の
方
向
を
決
め
か
ね
て
迷
い
の
中
に
居

た
時
期
に
、
静
か
に
一
直
線
に
、「
キ
ャ
ン

ド
ル
」
と
い
う
「
芯し
ん

」
を
中
心
に
セ
ッ
ト
し

て
、
そ
こ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
「
型
」

を
固
定
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

小
百
合
さ
ん
に
と
っ
て
キ
ャ
ン
ド
ル
の
一

番
の
魅
力
は
？
と
問
う
と
、
こ
ん
な
答
が

返
っ
て
き
た
。

「
そ
の
光
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
感
じ
る

人
そ
れ
ぞ
れ
の
内
側
に
、
言
葉
も
い
ら
な

い
、
た
だ
そ
の
光
で
癒
さ
れ
る
、
そ
の
深
い

も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
一
筋
の

光
は
ま
さ
に
や
す
ら
ぎ
と
希
望
を
教
え
て
く

れ
る
ツ
ー
ル
で
す
。
私
が
こ
れ
ま
で
歩
ん
で

き
た
時
間
も
、
そ
ろ
そ
ろ
人
生
の
折
り
返
し

地
点
…
こ
れ
か
ら
は
人
と
人
と
の
繋つ
な
がり
や
ご

縁
を
キ
ャ
ン
ド
ル
と
い
う
ツ
ー
ル
で
丁
寧
に

大
切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

彼
女
の
言
葉
の
中
に
は
、
何
度
も
「
ツ
ー

ル
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
即
ち
キ
ャ

ン
ド
ル
制
作
は
「
ゴ
ー
ル
」
で
は
な
く
、

「
プ
ロ
セ
ス
」
な
の
だ
。

彼
女
の
忘
れ
難
い
企
画
の
一
つ
は
、
踊

絵
師
、
神
田
サ
オ
リ
氏
と
の
コ
ラ
ボ
。
理

由
は
、「
描
か
れ
て
ゆ
く
過
程
そ
の
も
の
が

芸
術
。
作
品
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
。
プ
ロ
意
識

と
素
晴
ら
し
い
感
性
。
ス
テ
ー
ジ
を
降
り
る

と
柔
ら
か
で
素
敵
な
女
性
。
す
べ
て
が
魅
力

的
」　

彼
女
自
身
の
目
標
に
通
じ
る
も
の
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
百
合
さ
ん
の
夢
は
？
と
訊
け
ば

「
瀬
戸
内
海
の
島
々
を
舞
台
に
キ
ャ
ン
ド
ル

ナ
イ
ト
を
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
微
笑

ん
だ
。

「
人
の
為
に
」
と
差
し
出
し
た
燈あ
か

り
が
、

今
、
彼
女
の
行
く
道
も
明
る
く
照
ら
し
出
し

て
い
る
よ
う
だ
。
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鉦
と
太
鼓
の
リ
ズ
ム
と
獅
子
舞
、
奴
の
掛

け
声
、
そ
し
て
お
下
が
り
の
神
輿
、
幼
い
頃

の
秋
祭
り
の
思
い
出
。
お
下
が
り
先
の
御
旅

所
で
は
、
ひ
し
め
き
あ
う
獅
子
の
乱
舞
。
何

組
も
の
鉦
と
太
鼓
の
リ
ズ
ム
が
重
な
り
、
う

な
り
の
よ
う
な
音
が
山
に
響
く
。
宵
祭
り
の

夜
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
山
全
体
が
う
ご
め
い

て
い
る
よ
う
に
神
社
の
境
内
が
う
な
り
を
あ

げ
る
。
原
体
験
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、

あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
ぶ
。

こ
の
秋
は
、
氏
神
さ
ま
の
秋
祭
り
の
お
世

話
が
私
の
住
む
集
落
に
巡
り
来
る
。
十
五
年

振
り
と
い
う
。
祭
り
の
お
世
話
に
、
少
し
責

任
あ
る
立
場
か
ら
か
か
わ
る
ご
縁
を
得
る
。

勤
め
に
か
ま
け
、
氏
神
さ
ま
の
秋
祭
り
か
ら

随
分
と
距
離
を
置
い
て
き
た
自
分
に
気
づ

く
。
地
域
の
大
切
な
伝
統
行
事
に
つ
い
て
、

正
確
な
知
識
と
理
解
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
と
知
る
。
幼
い
頃
、
大
人
の
会

話
か
ら
音
と
し
て
耳
か
ら
入
っ
た
も
の
が
頭

に
残
る
も
、
ほ
ん
の
少
し
。
そ
の
多
く
も
正

し
い
意
味
に
つ
い
て
は
不
明
。
初
め
て
耳
に

す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
。
頭
屋
、
頭
人
、
お

は
け
竹
、
小
竹
、
八
つ
脚
、
神
器
、
注
連
延

祭
、
榊
の
枝
芯
、
裃
、
白
丁
、
紙
垂
、
唐

櫃
、
真
榊
、
神
鏡
、
和
弊
、
荒
弊
、
金
弊
、

白
弊
、
等
々
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
祭
り

の
準
備
作
業
に
お
い
て
ご
く
当
た
り
前
の
よ

う
に
交
わ
さ
れ
る
。
名
称
と
物
が
頭
の
中
で

う
ま
く
対
応
し
な
い
。
名
称
と
作
業
も
対
応

が
難
し
い
。
戸
惑
い
と
確
認
。
こ
ん
な
こ
と

な
ら
、
昨
年
の
祭
り
の
進
行
の
一
部
始
終
を

き
ち
ん
と
見
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
。
後
の
祭

り
で
あ
る
。
宮
司
さ
ん
の
説
明
を
受
け
な
が

ら
、
イ
メ
ー
ジ
わ
か
ず
。
ピ
ン
と
こ
な
い
も

の
、
感
ず
る
。
周
囲
の
人
た
ち
が
、
戸
惑
う

こ
と
な
く
、
こ
と
も
な
げ
に
作
業
を
こ
な
し

て
い
る
の
で
、
そ
ん
な
も
の
か
と
思
い
つ

つ
、
共
同
作
業
に
加
わ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、

「
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
」
と
言

い
つ
つ
、
て
き
ぱ
き
と
作
業
に
取
り
組
む
。

リ
ー
ダ
ー
を
特
に
必
要
と
し
な
い
。
正
確
な

理
解
を
持
ち
合
わ
せ
な
く
と
も
、
共
に
作
業

を
こ
な
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
。
集
落
で

行
わ
れ
る
共
同
作
業
の
よ
さ
な
の
だ
ろ
う

か
。
氏
神
さ
ま
の
祭
事
に
か
か
わ
る
こ
と
が

も
た
ら
す
よ
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。

祭
り
は
、
頭
屋
宅
で
の
注
連
延
祭
か
ら
始

ま
る
。
準
備
は
、
祭
り
前
日
に
竹
を
切
り
出

す
こ
と
か
ら
。
十
一
節
以
上
の
真
竹
を
、
先

の
部
分
を
残
し
て
枝
を
落
と
し
、
お
は
け
竹

へ
。
お
は
け
竹
は
、
三
方
か
ら
太
目
の
わ
ら

氏
神
さ
ま
の
秋
祭
り

宮　

本　

富　

夫

（
高
松
大
学　

名
誉
教
授
）
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縄
で
支
持
さ
れ
、
祭
り
当
日
、
頭
屋
宅
の
庭

に
立
て
ら
れ
る
。
竹
の
先
に
残
る
枝
葉
の
少

し
下
に
、
白
扇
を
三
枚
用
い
て
作
成
し
た
円

形
の
も
の
の
中
心
に
鏡
を
固
定
し
た
飾
り
が

付
け
ら
れ
る
。
飾
り
に
は
麻
が
使
わ
れ
、
取

り
付
け
に
も
麻
ひ
も
が
使
わ
れ
る
。
飾
り
は

宮
司
さ
ん
の
手
作
り
と
か
。
鏡
の
正
面
は
、

神
社
の
社
殿
の
方
角
に
む
け
ら
れ
る
。
神
さ

ま
が
頭
屋
へ
降
臨
さ
れ
る
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
ら
し
い
。
八
尺
程
度
の
小
竹
が
八
本
用

意
さ
れ
る
。
小
竹
は
門
、
玄
関
、
井
戸
の
周

囲
に
使
わ
れ
る
。
す
べ
て
注
連
縄
と
飾
る
た

め
。
門
、
玄
関
、
井
戸
、
か
ま
ど
で
宮
司
さ

ん
に
よ
る
お
祓
い
の
儀
が
、
神
事
に
先
立
っ

て
行
わ
れ
る
。
お
供
え
は
、
酒
、
塩
、
洗
米

な
ど
。
そ
し
て
床
の
間
に
用
意
さ
れ
た
神
床

に
、
山
の
幸
、
里
の
幸
、
海
の
幸
を
載
せ
た

三
宝
が
供
え
ら
れ
、
注
連
延
祭
の
神
事
が
執

り
行
わ
れ
る
。
地
区
の
来
賓
と
頭
屋
の
氏
子

が
参
列
し
、
舞
姫
に
よ
る
舞
い
が
奉
納
さ
れ

る
。
注
連
延
祭
の
翌
日
か
ら
は
、
頭
屋
宅
で

の
早
朝
の
神
事
が
行
わ
れ
、
神
事
の
後
、
参

列
者
は
な
お
ら
い
と
し
て
お
神
酒
を
い
た
だ

く
。
こ
の
お
酒
が
と
て
も
お
い
し
い
。
不
謹

慎
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、「
朝
寝
、
朝

酒
、
朝
湯
が
…
」
の
く
だ
り
の
主
人
公
の
気

持
ち
を
想
像
し
て
し
ま
う
。
朝
の
神
事
は
、

宵
祭
り
当
日
ま
で
七
日
続
く
。
毎
朝
、
心
ゆ

た
か
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
清
々
し
さ
と
ゆ

た
か
さ
、
不
思
議
な
気
持
ち
。
す
べ
て
が
初

め
て
の
体
験
。
そ
し
て
宵
祭
り
を
迎
え
る
。

宵
祭
り
の
朝
、
拝
殿
の
幕
張
、
新
し
い
注

連
縄
の
飾
り
つ
け
、
幟
を
立
て
る
、
ご
神
燈

の
紙
の
張
り
替
え
等
が
行
わ
れ
、
準
備
が
整

え
ら
れ
る
。
神
輿
が
お
蔵
か
ら
一
年
ぶ
り
に

出
さ
れ
、
拝
殿
に
て
飾
り
つ
け
が
お
こ
な
わ

れ
る
。
ご
神
燈
の
ろ
う
そ
く
に
火
が
入
り
、

ほ
の
か
な
光
が
参
道
と
境
内
を
照
ら
す
宵
の

口
、
宵
祭
り
の
神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
。
本

祭
り
の
裃
役
が
正
殿
に
並
び
、
頭
屋
の
氏
子

が
参
列
す
る
。
舞
姫
に
よ
る
舞
い
が
奉
納
さ

れ
る
。
拝
殿
前
で
は
獅
子
舞
の
奉
納
。
こ
の

夜
は
、
宮
司
さ
ん
と
氏
子
の
数
名
が
夜
を
徹

し
て
拝
殿
に
と
ど
ま
り
、
神
輿
の
お
守
り
を

す
る
。
宵
祭
り
は
頭
屋
の
祭
り
と
さ
れ
る
。

こ
ち
ら
も
す
べ
て
が
初
め
て
知
る
こ
と
そ
し

て
体
験
す
る
こ
と
。

翌
日
の
本
祭
り
に
は
、
本
殿
祭
神
事
、
神

の
膳
の
儀
、
出
御
旅
殿
、
御
旅
殿
祭
と
執
り

行
わ
れ
る
。
奴
が
露
払
い
、
唐
櫃
、
神
器
を

も
つ
裃
、
そ
し
て
神
輿
の
順
で
、
お
下
が
り

が
進
行
す
る
。
唐
櫃
、
神
輿
は
白
丁
役
の
若

者
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
。
奴
の
前
に
は
獅
子

舞
が
何
度
と
な
く
、
心
ゆ
く
ま
で
舞
わ
れ

る
。
御
旅
殿
で
の
神
事
、
獅
子
舞
の
競
演
を

経
て
、
神
輿
は
正
殿
へ
帰
る
。
裃
が
参
列
す

る
神
事
が
執
り
行
わ
れ
、
本
祭
り
が
終
了
す

る
。還

暦
を
何
年
か
過
ぎ
、
は
じ
め
て
秋
の
例

大
祭
の
一
部
始
終
を
ほ
ぼ
体
験
す
る
機
会
を

得
た
。
祭
り
の
お
お
よ
そ
を
知
る
こ
と
が
か

な
っ
た
。
頭
屋
の
氏
子
が
一
つ
に
な
っ
て
、

準
備
、
進
行
、
後
片
付
け
に
て
き
ぱ
き
と
取

り
組
む
姿
に
、
あ
る
種
の
感
動
を
覚
え
る
。

氏
神
さ
ま
の
お
か
げ
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
氏
子
の
そ
れ
ぞ
れ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
よ
う
で
か
か
わ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
達
成
感
を
覚
え
、
喜
び
を
感
じ

る
秋
祭
り
。
あ
る
種
の
不
思
議
さ
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
た
。
大
切
な
こ
と
が
守
ら
れ
、
続
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。
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小説

渋谷・金王八幡宮

池　田　一　貴

一

東
京
・
渋
谷
と
い
え
ば
若
者
の
街
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の

街
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
毎
年
九
月
中
旬
に
な
る

と
、
こ
の
混
雑
す
る
街
を
い
く
つ
も
の
神
輿
が
ね
り
歩

き
、
法は
っ

被ぴ

姿
の
老
若
男
女
で
あ
ふ
れ
返
る
。
祭
り
の
二
日

間
だ
け
は
渋
谷
も
、
日
本
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
秋
祭
り
の

街
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
の
祭
り
の
動
画
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
と
い
う
サ
イ
ト
で
見
ら
れ
る
と
教
え
て
く
れ
る
人
が
い

た
の
で
、
早
速
の
ぞ
い
て
み
た
。

な
る
ほ
ど
、
円
山
町
会
だ
の
柳
通
り
商
励
会
だ
の
と
い

う
提
灯
を
つ
け
た
各
町
の
神
輿
が
、
渋
谷
駅
前
か
ら
セ
ン

タ
ー
街
な
ど
の
雑
踏
を
威
勢
よ
く
ね
り
歩
く
。
ソ
イ
ヤ
、

ソ
イ
ヤ
か
、
ヨ
ッ
サ
、
ホ
イ
サ
か
聞
き
分
け
ら
れ
ぬ
が
、

大
き
な
掛
け
声
を
発
し
な
が
ら
、
汗
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
る

氏
子
た
ち
の
勇
ま
し
い
姿
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

神
輿
を
か
つ
ぐ
氏
子
の
な
か
に
は
若
い
女
性
も
い
る
。

女
性
だ
け
で
か
つ
ぐ
「
お
ん
な
神
輿
」
も
あ
る
。
男
女
混

合
の
神
輿
の
な
か
に
は
白
人
や
黒
人
も
混
じ
っ
て
い
る
。

い
か
に
も
現
代
風
で
国
際
的
だ
が
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
町
内

会
や
商
店
会
の
揃
い
の
法
被
を
着
て
い
て
、
こ
れ
が
日
本

の
祭
り
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

夜
の
場
面
で
は
、
さ
し
て
広
く
な
い
辻
で
二
つ
の
神
輿

が
遭
遇
し
、
人
の
渦
が
で
き
た
。
掛
け
声
は
一
段
と
強
く
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大
き
く
な
り
、
す
わ
衝
突
か
と
手
に
汗
を
握
っ
た
が
、
た

が
い
に
正
面
す
れ
す
れ
に
ま
で
近
寄
っ
て
、
神
輿
を
左
右

に
大
き
く
揺
ら
す
。
ど
う
や
ら
エ
ー
ル
の
交
換
を
し
た
ら

し
い
。
微
笑
ま
し
く
て
、
つ
い
顔
が
ほ
こ
ろ
ん
だ
が
、
同

時
に
な
ぜ
か
胸
が
ジ
ー
ン
と
し
た
。

あ
あ
日
本
人
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
、
と
訳
も
な
く
思

う
。
こ
れ
が
日
本
人
な
の
だ
、
祭
り
こ
そ
が
日
本
な
の

だ
、
と
感
じ
た
。
規
模
の
差
こ
そ
あ
れ
日
本
中
で
祭
り
が

続
く
か
ぎ
り
、
神
社
も
、
日
本
人
も
、
廃
れ
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

こ
の
渋
谷
の
秋
祭
り
は
、
金
王
八
幡
宮
の
年
間
最
大
の

例
大
祭
で
あ
る
。
九
月
十
四
、十
五
の
両
日
に
お
こ
な
わ

れ
、
渋
谷
の
ど
真
ん
中
で
正
装
し
た
神
官
が
祝
詞
を
奏
上

す
る
場
面
も
あ
っ
た
。
浅
草
の
三
社
祭
り
ほ
ど
有
名
で
は

な
い
が
、
こ
の
祭
り
は
九
百
年
も
続
い
て
い
る
と
い
う
。

金
王
八
幡
宮
の
御
祭
神
は
応
神
天
皇
で
あ
る
。
金
王
は

「
こ
ん
の
う
」
と
読
む
。
金
剛
夜
叉
明
王
の
上
下
各
一
字

を
取
っ
て
付
け
た
名
称
だ
か
ら
「
こ
ん
の
う
」
な
の
だ
。

そ
の
由
来
は
後
述
す
る
。

応
神
天
皇
と
い
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
神

功
皇
后
の
皇
子
で
あ
る
。
神
功
皇
后
が
懐
妊
中
の
身
で
三

韓
征
伐
の
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
成
功
を
お
さ
め
、
日
本
へ

凱
旋
し
た
そ
の
帰
途
、
筑
紫
の
宇
美
（
現
在
の
福
岡
県
糟

屋
郡
宇
美
町
）
で
出
産
し
た
子
が
応
神
天
皇
で
あ
っ
た
。

母
の
胎
内
に
い
た
と
き
か
ら
皇
位
に
就
く
宿
命
に
あ
っ
た

方
な
の
で
「
胎
中
天
皇
」
と
も
称
さ
れ
た
。

八
幡
宮
、
八
幡
神
社
な
ど
八
幡
神
を
祀
る
神
社
は
全
国

に
四
万
四
千
社
も
あ
る
と
い
わ
れ
、
神
社
と
し
て
は
最
も

多
い
（
稲
荷
神
社
が
こ
れ
に
次
ぐ
）。
清
和
源
氏
が
八
幡

神
を
氏
神
と
し
た
こ
と
に
よ
り
武
門
の
神
様
と
し
て
広
く

信
仰
を
集
め
、
全
国
に
普
及
し
た
わ
け
で
あ
る
。

渋
谷
の
金
王
八
幡
宮
の
御
祭
神
も
前
述
の
よ
う
に
応
神

天
皇
だ
が
、
お
そ
ら
く
若
い
見
物
客
ら
は
御
祭
神
の
名
前

な
ど
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
金
王
八
幡
宮
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
知
ら
な
い
人
も
多
い
。

そ
こ
で
、
高
校
生
の
男
子
に
訊
い
て
み
た
。
ま
ず
は
前

振
り
と
し
て
、
有
名
な
明
治
神
宮
に
関
す
る
質
問
か
ら
で

あ
る
。「
明
治
神
宮
っ
て
ど
こ
に
あ
る
か
知
っ
て
る
か
い
」

「
知
っ
て
る
よ
。
原
宿
駅
の
そ
ば
で
し
ょ
」「
じ
ゃ
、
明
治

神
宮
の
御
祭
神
は
誰
だ
？
」「
え
…
…
知
ら
な
い
」「
バ
カ

だ
な
。
明
治
天
皇
じ
ゃ
な
い
か
」「
あ
、
そ
う
な
の
。
お

れ
知
ら
な
い
で
毎
年
初
詣
に
行
っ
て
た
よ
」「
じ
ゃ
、
金

王
八
幡
宮
っ
て
ど
こ
に
あ
る
？
」「
コ
ン
ノ
ウ
？　

何
そ

れ
」周

囲
の
若
者
数
人
に
尋
ね
て
み
た
が
、
金
王
八
幡
宮
を

知
っ
て
い
る
人
は
少
な
か
っ
た
。
場
所
も
知
ら
な
い
。
み

ん
な
東
京
生
ま
れ
な
の
に
。

そ
こ
で
、
金
王
八
幡
宮
を
訪
ね
て
み
た
。
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二

金
王
八
幡
宮
は
渋
谷
駅
か
ら
歩
い
て
十
分
ほ
ど
の
場
所

に
あ
る
。
住
所
は
東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
ー
五
ー
十
二
。

第
一
の
目
印
は
駅
の
東
側
に
あ
る
渋
谷
警
察
署
で
、
そ
こ

か
ら
六
本
木
通
り
沿
い
に
す
こ
し
坂
を
上
が
っ
た
所
の
右

手
裏
に
あ
る
。

そ
の
さ
ら
に
東
側
に
は
実
践
女
子
学
園
高
校
や
国
学
院

大
学
、
広
尾
高
校
な
ど
が
あ
り
、
東
北
側
に
は
青
山
学
院

の
大
学
、
高
等
部
、
中
学
な
ど
が
あ
る
。
つ
ま
り
近
隣
に

は
学
校
が
多
い
。

金
王
八
幡
宮
は
道
路
か
ら
石
段
を
十
二
段
上
が
っ
た
所

の
境
内
に
鎮
座
し
て
い
る
。
創
建
さ
れ
た
こ
ろ
は
周
囲
を

見
下
ろ
す
高
台
だ
っ
た
と
い
う
。

祭
り
の
季
節
が
過
ぎ
た
今
、
神
社
は
さ
ぞ
寂
し
い
状
態

で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
に
は
か
ら
ん
や

平
日
な
の
に
若
い
グ
ル
ー
プ
が
何
組
も
お
参
り
に
来
て
い

る
。
境
内
の
ベ
ン
チ
で
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
を
食
べ
て
い
る
中

年
男
性
も
い
た
。

大
学
生
ら
し
い
男
子
二
人
組
に
声
を
か
け
た
。「
今
日

は
何
か
の
祭
礼
で
来
た
ん
で
す
か
」「
い
え
、
別
に
」「
こ

こ
へ
は
よ
く
お
参
り
に
来
る
ん
で
す
か
」「
初
め
て
で
す
」

「
誰
か
に
薦
め
ら
れ
て
？
」「
天
地
明
察
で
す
」「
え
っ
、

天
地
明
察
？
」「
あ
の
冲
方
丁
（
う
ぶ
か
た
・
と
う
）
の

小
説
で
す
よ
。
映
画
に
も
な
っ
た
で
し
ょ
。
参
拝
の
つ
い

で
に
、
映
画
に
出
て
く
る
算
額
を
見
学
に
来
た
ん
で
す
」

「
あ
、
な
る
ほ
ど
」

い
き
な
り
天
地
明
察
と
い
わ
れ
て
面
食
ら
っ
た
が
、
こ

の
学
生
の
い
っ
た
『
天
地
明
察
』
と
は
冲
方
丁
と
い
う
若

い
作
家
の
長
編
時
代
小
説
で
、
数
年
前
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
本
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
映
画
化
も
さ
れ

た
。
そ
の
小
説
や
映
画
に
、
た
し
か
に
金
王
八
幡
宮
が
何

度
も
出
て
く
る
。

算
額
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
は
な
じ
み
が
薄
い
と
思

う
。
そ
れ
は
絵
馬
な
の
だ
が
、
描
か
れ
た
内
容
が
普
通
と

違
っ
て
い
て
、
高
度
な
算
術
（
今
で
い
う
二
次
、
三
次
方

程
式
を
使
っ
て
解
く
数
学
や
幾
何
学
）
の
問
題
を
提
示
し

た
絵
馬
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
問
題
と
解
答
を
併
記
し

た
絵
馬
で
あ
っ
た
り
し
た
。

神
社
仏
閣
に
絵
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
は
広
く
日
本
全
国

で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
に
算
額
と
い
う
特

殊
な
絵
馬
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
世
間
で
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
金
王
八
幡
宮
に
は
そ
の
珍
し
い

算
額
が
三
枚
残
さ
れ
て
い
る
。

映
画
「
天
地
明
察
」
で
は
主
人
公
の
安
井
算
哲
（
の
ち

の
渋
川
春
海
）
が
、
金
王
八
幡
宮
の
境
内
で
算
額
の
問
題

を
解
い
た
り
、
妻
と
な
る
女
性
に
出
会
っ
た
り
す
る
重
要

な
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

算
哲
は
実
在
の
人
物
で
、
も
と
も
と
は
将
軍
の
眼
前
で
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碁
を
打
つ
御お

城し
ろ

碁ご

の
碁
方
だ
っ
た
の
だ
が
、
和
算
好
き
を

見
込
ま
れ
て
改
暦
作
業
を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
作
り

上
げ
た
の
が
日
本
最
初
の
和
暦
で
あ
る
貞
享
暦
だ
っ
た
。

そ
の
顛
末
を
描
い
た
の
が
「
天
地
明
察
」
な
の
で
、
学
生

た
ち
が
金
王
八
幡
宮
に
参
拝
し
、
算
額
を
見
学
し
た
の
も

そ
の
影
響
な
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
一
体
な
ぜ
難
し

い
数
学
問
題
や
そ
の
解
答
な
ど
を
絵
馬
（
算
額
）
と
し
て

神
社
仏
閣
に
奉
納
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
に
和
算
（
日
本
式
数
学
）

が
高
度
な
発
達
を
と
げ
た
事
実
が
あ
る
。
そ
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
江
戸
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
塵
劫
記
』

だ
。
こ
れ
は
日
常
生
活
に
必
要
な
算
術
や
ク
イ
ズ
的
算
術

な
ど
を
網
羅
し
た
書
物
だ
っ
た
。
武
士
も
庶
民
も
こ
の
本

で
算
数
が
大
好
き
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
を

通
じ
て
、
い
や
明
治
初
期
ま
で
、
長
く
普
及
し
た
大
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。

和
算
の
天
才
、
関
孝
和
も
幼
少
時
か
ら
こ
の
『
塵
劫

記
』
を
独
学
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
、
高
度
な
和
算
の
研
究

に
進
ん
だ
と
い
う
。
関
は
、
微
積
分
や
行
列
式
な
ど
、
同

時
代
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
発
明
し
た
高
度

な
数
学
を
、
ほ
ぼ
同
時
に
発
明
し
て
い
た
。

関
和
孝
は
日
本
の
数
学
の
元
祖
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

神
社
仏
閣
の
算
額
は
、
こ
う
し
た
和
算
の
専
門
家
か
ら

一
般
庶
民
の
好
事
家
ま
で
が
、
難
し
い
問
題
を
発
見
し
た

り
、
問
題
が
解
け
た
り
し
た
こ
と
を
、
神
仏
に
報
告
し
感

謝
す
る
意
味
で
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
後
の
日
本
が
西
洋
の
先
進
文
明
を
受
け
入

れ
、
咀
嚼
し
、
習
熟
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
国
民
の
識

字
率
の
高
さ
と
、
和
算
で
培
っ
た
数
学
的
能
力
の
高
さ
が

大
い
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
国
民

の
知
的
能
力
の
高
さ
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
世
界
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
日
本
人
の
う
ぬ
ぼ
れ
で
は
な
い
。
幕
末
に
来
航

し
た
米
国
の
ペ
リ
ー
提
督
は
、
日
本
の
書
籍
流
通
量
の
多

さ
や
、
庶
民
や
女
子
供
ま
で
が
本
を
読
む
こ
と
に
驚
き
、

ま
た
工
芸
品
の
精
巧
さ
に
感
心
し
、「
こ
の
国
は
い
ず
れ

ア
メ
リ
カ
の
競
争
者
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
著
書
に
書
き
残

し
て
い
る
。
予
言
は
的
中
し
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
渋
谷
の
金
王
八
幡
宮
は
、
江
戸
の

和
算
家
や
和
算
好
き
の
庶
民
が
数
学
の
腕
を
ふ
る
う
知
的

勝
負
の
場
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
む
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

話
が
広
が
り
す
ぎ
た
の
で
、
こ
こ
で
、
金
王
八
幡
宮
に

も
ど
り
、
そ
の
歴
史
や
ご
利
益
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
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三

金
王
八
幡
宮
も
他
の
神
社
同
様
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
利
益

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
創
建
か
ら
九
百
年
以
上
も
経
っ
て

い
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
背
負
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
と
も
な
い
ご
利
益
も
付
加
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
歴
史
の

全
部
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
三
つ
の
話
題

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
一
つ
は
創
建
時
の
経
緯
。
二
つ
め
は
「
金
王
」
の

名
の
由
来
。
三
つ
め
は
社
殿
と
神
門
の
建
立
の
事
情
で
あ

る
。神

社
に
よ
れ
ば
、
創
建
（
御
祭
神
の
鎮
座
）
は
平
安
末

期
の
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
正
月
十
五
日
と
さ
れ
て
い

る
。
今
か
ら
九
百
二
十
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
創
建
は
八
幡
太
郎
こ
と
源
義
家
と
の
か
か
わ
り
が

深
い
。
も
と
も
と
義
家
は
、
京
都
郊
外
の
石
清
水
八
幡
宮

で
元
服
し
た
こ
と
か
ら
八
幡
太
郎
と
通
称
し
た
の
だ
が
、

こ
の
時
代
、
武
士
は
ま
だ
権
力
か
ら
遠
く
、
天
皇
や
公
卿

の
風
下
に
立
っ
て
い
た
。
朝
廷
の
命
令
に
よ
ら
な
け
れ
ば

合
戦
は
で
き
ず
、
仮
に
命
令
な
き
合
戦
を
し
て
も
恩
賞
は

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
源
義
家
が
勝
利
し
た
後
三
年
の
役

（
一
〇
八
三
～
一
〇
八
七
年
）
は
ま
さ
に
勅
命
な
き
合
戦

で
あ
り
、「
私
戦
」
と
い
う
扱
い
だ
っ
た
。

し
か
し
、
奥
羽
の
形
勢
を
決
し
た
こ
の
後
三
年
の
役
の

意
味
は
大
き
か
っ
た
。
河
崎
基
家
は
嫡
子
の
重
家
と
と
も

に
源
義
家
の
も
と
へ
馳
せ
参
じ
、
仙
北
金
沢
の
柵
の
攻
略

に
大
功
を
立
て
た
。
そ
の
恩
賞
と
し
て
、
武
蔵
谷
盛
庄
七

郷
（
渋
谷
、
代
々
木
、
赤
坂
、
飯
倉
、
麻
布
、
一
ツ
木
、

今
井
な
ど
）
が
与
え
ら
れ
た
。
朝
廷
か
ら
の
恩
賞
が
な
い

の
で
源
義
家
は
い
わ
ば
自
腹
を
切
っ
て
部
下
に
土
地
を
与

え
た
形
で
あ
る
。
そ
れ
が
の
ち
に
源
氏
の
結
束
を
強
め
、

玄
孫
の
源
頼
朝
が
棟
梁
と
し
て
東
国
武
士
を
束
ね
る
要
因

と
も
な
っ
た
。

河
崎
基
家
も
重
家
も
、
源
義
家
と
同
じ
く
八
幡
神
を
篤

く
信
仰
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
後
三
年
の
役
の
勝
利
に
感

謝
す
る
意
味
で
、
こ
の
渋
谷
の
地
に
、
義
家
が
勧
請
し
て

八
幡
宮
を
創
建
し
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
重
家
の
代
と
な
り
、
堀
河
天
皇
か
ら
渋
谷
の
姓

を
賜
り
、
渋
谷
重
家
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
当
八
幡
宮
を
中

心
に
館
を
構
え
居
城
と
し
た
。
渋
谷
城
で
あ
る
。
一
説
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
が
渋
谷
と
い
う
地
名
発
祥
の
由
来
と
も
さ

れ
る
。
現
在
す
で
に
城
は
存
在
し
な
い
が
、
境
内
に
は
城

砦
の
石
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

渋
谷
重
家
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
夫
婦

で
八
幡
宮
に
祈
願
を
重
ね
た
。
す
る
と
あ
る
夜
、
金
剛
夜

叉
明
王
が
妻
の
胎
内
に
宿
る
と
い
う
霊
夢
を
み
て
、
待
望

の
男
子
を
授
か
っ
た
。
夫
婦
は
喜
び
、
金
剛
夜
叉
明
王
か

ら
上
下
二
文
字
を
い
た
だ
き
、
子
を
「
金
王
丸
」
と
名
づ

け
た
。「
こ
ん
の
う
ま
る
」
と
読
む
。
長
じ
て
渋
谷
常
光
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と
な
っ
た
が
、
渋
谷
金
王
丸
常
光
と
も
い
う
。

金
王
丸
が
十
七
歳
の
と
き
、
源
義
朝
に
従
っ
て
保
元
の

乱
（
一
一
五
六
）
に
参
戦
し
て
大
功
を
立
て
、
そ
の
名
を

全
国
に
轟
か
せ
た
が
、
そ
の
後
、
義
朝
が
落
命
す
る
と
、

金
王
丸
は
渋
谷
で
剃
髪
し
、
土
佐
坊
昌
俊
と
称
し
て
義
朝

の
御
霊
を
弔
っ
た
。

そ
の
義
朝
の
子
、
源
頼
朝
が
源
氏
の
棟
梁
と
し
て
挙
兵

し
、
平
家
を
討
っ
た
が
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
後
、
頼
朝
は
弟

義
経
に
謀
反
の
疑
い
を
か
け
、
金
王
丸
に
義
経
を
討
つ
よ

う
命
じ
た
。
金
王
丸
は
そ
れ
を
断
れ
ず
、
自
ら
死
を
覚
悟

し
て
京
へ
上
り
、
勇
将
ら
し
い
最
期
を
遂
げ
た
。

す
で
に
お
わ
か
り
だ
ろ
う
が
、
金
王
八
幡
宮
の
名
称
は

金
王
丸
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
時
代
は
飛
ん
で
江
戸
徳
川
の
時
代
。
家
光
が
幼

か
っ
た
こ
ろ
、
三
代
将
軍
は
そ
の
弟
忠
長
が
継
ぐ
と
予
想

さ
れ
て
い
た
。
家
光
の
乳
母
・
春
日
局
と
教
育
役
・
青
山

忠
俊
は
そ
の
噂
を
憂
慮
し
て
、
渋
谷
の
金
王
八
幡
宮
に
祈

願
を
重
ね
た
。

そ
の
結
果
、
家
光
の
将
軍
就
任
が
決
ま
り
、
神
の
ご
加

護
に
感
謝
し
て
、
二
人
は
社
殿
と
神
門
を
造
営
寄
進
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
歴
史
か
ら
、
金
王
八
幡
宮
の
ご
利
益
も
お
の
ず

と
理
解
で
き
よ
う
。
ま
ず
八
幡
神
の
「
武
運
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
人
生
は
戦
い
で
あ
る
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
人
生
上
の
問
題
は
武
運
に
よ
っ
て
開
け
る
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
金
王
丸
の
誕
生
の
経
緯
か
ら
し
て
「
子
宝
、
子

授
け
」
の
ご
利
益
が
あ
る
。
さ
ら
に
祈
願
に
よ
っ
て
徳
川

家
光
の
三
代
将
軍
へ
の
就
任
が
実
現
し
た
こ
と
に
ち
な

み
、「
出
世
、
栄
達
」
の
ご
利
益
も
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
地
が
も
と
も
と
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
「
交
通
安
全
」
の
ご
利
益
も
加
わ
る
。

金
王
八
幡
宮
で
は
実
際
、
以
上
の
よ
う
な
ご
利
益
が
信

じ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
金
王
を
「
こ
ん
の
う
」
と
読
め
る
人

は
少
な
い
。
神
社
の
石
段
の
下
の
道
路
に
高
い
石
柱
が

立
っ
て
お
り
、
大
き
く
「
金
王
八
幡
宮
」
と
刻
ん
で
あ
る

が
、
帰
り
に
す
れ
違
っ
た
若
い
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
が
こ
う

話
し
て
い
る
の
が
聞
こ
え
た
。「
や
っ
ぱ
り
『
き
ん
の
う
』

で
し
ょ
？
」「
い
や
『
き
ん
お
う
』
だ
と
思
う
な
」「
そ

れ
、
お
か
し
い
よ
」

い
や
、
ど
ち
ら
も
お
か
し
い
で
す
よ
、
と
お
せ
っ
か
い

は
言
わ
な
い
で
、
帰
途
に
つ
い
た
。

（
お
わ
り
）

【
こ
の
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

実
在
の
人
物
・
団
体
と
は
無
関
係
で
す
】



43

小説



44

（
表
紙
説
明
）

■
古
式
畳

格
式
に
満
ち
た
特
別
な
空
間
を
し
つ
ら
え
る
た
め
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
古
式
畳
の
世
界
。
現
代
の
名
工
で
も

あ
る
山
下
光
一
氏
は
、
古
式
畳
の
厳
格
で
優
美
な
技
を

今
に
伝
え
る
。

有
限
会
社 

山
下
畳
商
店

所
在
地
／
香
川
県
高
松
市
国
分
寺
町
新
居
一
六
四
九–

五

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
〇
八
七–

八
七
四–

〇
一
〇
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
八
七–

八
七
四–

六
九
五
四

「
酒
林
」随
筆
特
集　

第
八
十
七
号

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
発
行

発
行
人　

西　

野　

信　

也

印
刷
所　

株
式
会
社　

太
陽
社

発
行
所　

西高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

野
金
陵
株
式
会
社

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
一
報
下
さ
い
。



税込

１
０
、５
０
０
円

５
、２
５
０
円

未
成
年
者
の
飲
酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。妊
娠
中
や
授
乳
期
の
飲
酒
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

■酒類部各事業所
〔本　　　店〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔高松本社〕

〒760－8544  香川県高松市亀井町2－8 ☎087－835－4133

〔高松支店〕

〒760－0064  香川県高松市朝日新町33－40 ☎087－851－4133

〔丸亀支店〕

〒763－0083  香川県丸亀市土器町北1－70 ☎0877－23－4133

〔徳島支店〕

〒770－0944  徳島県徳島市南昭和町3－53－4 ☎088－653－4133

〔松山支店〕

〒790－0925  愛媛県松山市鷹子町546－1 ☎089－975－4133

〔岡山支店〕

〒701－0221  岡山県岡山市南区藤田錦564－209 ☎086－296－2136

〔洲本支店〕

〒656－0012  兵庫県洲本市宇山3－5－28 ☎0799－22－0788

〔大阪営業所〕

〒565－0824  大阪府吹田市山田西2－1－14 ☎06－6877－2671

〔東京営業所〕

〒134－0083  東京都江戸川区中葛西4－6－12 ☎03－3686－4133

〔観音寺物流センター〕

〒769－1613  香川県観音寺市大野原町花稲1071－1 ☎0875－56－3133

〔多度津工場〕

〒764－0028  香川県仲多度郡多度津町葛原1880 ☎0877－33－4133

〔琴平工場〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔金陵の郷〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔大阪本社〕

〒541－0056  大阪府大阪市中央区久太郎町1－6－9 ☎06－6262－2444

〔大阪支店〕

〒541－0056  大阪府大阪市中央区久太郎町1－6－9 ☎06－6262－2447

〔東京支店〕

〒104－0032  東京都中央区八丁堀4－9－4 西野金陵ビル9F ☎03－3552－3427

〔名古屋支店〕

〒450－0002  名古屋市中村区名駅4－26－13 ちとせビル5F ☎052－561－5531

〔北陸営業所〕

〒918－8231  福井県福井市問屋町3－815 和中ビル1F ☎0776－24－0967

中国上海浦東外高橋保税区基隆路６号

〔上海西野貿易有限公司〕

☎+86－21－6278－9548

159/40 Serm-Mitr Tower 26th Fl .  Room No. 2606, Sukhumvit 21(Asoke)Rd. Kwaeng
klongtoey-Nua, Khet Wattana , Bangkok 10110

〔NISHINO KINRYO（THAILAND）CO.,LTD.〕

☎+66－2－661－7014

Sampoerna Strategic Square South Tower Level 30 Room No.6 JI Jend. 
Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930 INDONESIA

〔PT. NISHINO KINRYO INDONESIA〕

☎+62－21－2993－0822

■化学品事業部各事業所
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