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ひ
と
は
、
生
ま
れ
る
場
所
も
、
そ
の
時
代

も
、
自
ら
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
字
通

り
、
生
ま
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。

私
が
生
ま
れ
落
ち
た
年
は
昭
和
二
十
二

年
。
場
所
は
、
戦
災
か
ら
逃
れ
て
一
家
が
暮

ら
し
て
い
た
疎
開
先
で
あ
る
。

戦
争
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
こ
の
年
代
も
、

も
は
や
七
十
代
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
歳
に

至
っ
て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
こ

ん
な
言
葉
で
は
生
ぬ
る
い
程
の
経
験
を
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
き
っ
か
け

は
、『
今
村
均
大
将
回
想
録
』
を
読
ん
だ
こ

と
に
よ
る
。

私
達
は
、
日
本
の
近
現
史
に
つ
い
て
殆
ん

ど
教
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
ま
た
、
戦
後

の
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
に
よ
る
、
日
本
軍
悪
玉
論
を

刷
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
か
、
ど
う
し
て
も

そ
こ
の
部
分
を
曖
昧
に
し
、
事
実
を
知
る
こ

と
を
避
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
イ

ン
テ
リ
ほ
ど
、
日
本
の
犯
し
た
過
ち
を
厳
し

く
断
罪
し
、
そ
の
戦
争
責
任
を
、
当
時
の
指

導
層
に
向
け
て
追
求
し
続
け
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。
主
要
な
メ
デ
ィ
ア

も
ま
た
、
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

戦
争
と
文
学

宮　

地　

智　

子

（
詩　

人
）
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日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
奪
う
、
こ
の
よ

う
な
風
潮
の
な
か
で
育
っ
た
若
者
で
も
、
恋

を
し
、
夢
を
描
き
、
歌
も
生
ま
れ
る
。
ア
ー

ト
の
世
界
で
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
も
手

伝
っ
て
目
新
し
い
作
品
も
次
々
と
生
ま
れ

る
。
で
は
、
文
学
の
世
界
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
漱
石
、
鴎
外
に
匹
敵
す
る
国
民
文
学
と

い
う
も
の
は
も
は
や
生
ま
れ
な
い
の
だ
ろ
う

か
。ノ

ー
ベ
ル
賞
候
補
に
な
っ
た
作
家
も
多
く

の
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
海

外
で
も
翻
訳
さ
れ
読
ま
れ
て
は
い
る
が
、
水

村
美
苗
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば

夏
目
漱
石
が
英
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
、
そ
の

日
本
語
の
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
、
と
い
う
事

情
を
考
え
る
と
、
こ
と
は
、
日
本
語
の
危
機

と
い
う
問
題
に
も
ぶ
つ
か
る
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
私
は
『
今
村
均
大
将

回
想
録
』
を
、
文
学
作
品
と
し
て
捉
え
た
い

の
で
あ
る
。

全
四
巻
か
ら
な
る
、
こ
の
本
は
、
私
を
大

き
く
変
え
た
か
ら
で
あ
り
、
私
は
初
め
て
祖4

国4

と
い
う
言
葉
を
理
解
し
た
と
も
言
え
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
た
、
と
い
う
言

い
方
も
で
き
る
け
れ
ど
、
余
り
し
っ
く
り
と

来
な
い
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言

葉
の
定
義
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
紛
れ
も
な
く
、
か
つ
て
日
本
に

は
、
国
を
守
る
た
め
に
全
身
全
霊
を
捧
げ
て

戦
っ
た
多
く
の
軍
人
が
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
一
般
の
成
人
男
子
は
徴
兵
制
を
当

然
の
義
務
と
し
て
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
明
治
三
十
八
年
生
ま
れ
の
私

の
父
も
ま
た
、
そ
の
中
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

戦
時
中
、『
糞
尿
譚
』
に
よ
っ
て
芥
川
賞

を
受
賞
し
た
火
野
葦
平
が
、
そ
の
た
め
に
従

軍
記
者
と
し
て
召
集
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
兵

士
と
し
て
参
戦
し
た
、
そ
の
見
聞
を
克
明
に

記
し
た
作
品
群
も
ま
た
、
紛
れ
も
な
い
文
学

で
あ
り
、
読
む
者
の
魂
を
ゆ
さ
ぶ
る
の
は
、

そ
こ
に
は
、
愛
、
と
し
か
い
い
よ
う
の
な

い
、
人
間
性
の
至
高
の
美
し
さ
が
描
か
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
す

べ
て
の
事
物
（
自
然
も
、
軍
馬
も
、
兵
器
で

さ
え
）
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
南
方
の
戦
線
に
お
い
て
の
苛

酷
さ
は
筆
舌
に
尽
し
難
く
、
読
者
に
と
っ
て

語
り
進
め
る
の
が
余
り
に
辛
い
。
作
者
は
、

極
限
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
人
間
を
適
確
に

捉
え
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
さ
に
至
ら
し
め

た
、
こ
の
戦
い
に
対
す
る
疑
問
を
呈
し
、
果

て
は
、「
敵
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
、
軍
司

令
官
だ
。」
と
叫
ん
で
、
理
不
尽
な
命
令
を

下
し
た
上
官
に
殺
害
を
企
て
る
兵
士
な
ど
も

余
す
こ
と
な
く
描
い
て
い
る
。

火
野
葦
平
は
云
っ
て
い
る
。「
戦
時
下
に

お
い
て
そ
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
人
間
を
私

は
信
用
で
き
な
い
。
そ
れ
は
好
戦
的
ヒ
ロ
イ

ズ
ム
と
は
別
個
の
問
題
で
、
一
直
線
に
人
間

そ
の
も
の
の
根
底
に
通
じ
て
い
る
人
格
論
で

あ
る
。」　
（
新
潮
文
庫　
「
土
と
兵
隊
・
麦
と

兵
隊
」　

解
説　

河
盛
好
蔵　

よ
り
）

〈
人
間
性
の
問
題
〉、
文
学
以
外
に
、
こ
の

問
題
を
追
求
す
る
手
段
は
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

火
野
葦
平
は
一
兵
士
と
し
て
の
視
点
か

ら
、
今
村
均
は
陸
軍
大
将
の
視
点
か
ら
、
そ

の
、
人
間
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
、
と

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
永
遠
に
解

け
な
い
謎
で
も
あ
り
、
愛
に
つ
い
て
の
問
題

で
も
あ
る
。

「
も
っ
と
も
充
実
し
た
行
動
の
軌
跡
を
描
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く
と
き
す
べ
て
の
文
章
は
美
し
い
」
と
江
藤

淳
が
言
っ
た
と
同
じ
意
味
で
、
私
は
、『
今

村
均
大
将
回
想
録
』
を
文
学
作
品
と
し
て
読

ん
で
い
る
。

明
治
十
九
年
、
仙
台
市
に
生
ま
れ
た
今
村

均
は
、
判
事
で
あ
っ
た
父
の
勧
め
で
、
文
学

方
面
を
目
指
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
父
は
、

人
間
を
裁
く
、
と
い
う
判
事
の
仕
事
に
、
罪

悪
感
に
似
た
苦
痛
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。そ

の
父
が
早
世
し
た
た
め
、
陸
軍
士
官
学

校
に
入
っ
た
の
は
、
経
済
的
な
理
由
と
、
母

の
勧
め
に
よ
る
。

軍
人
と
し
て
の
人
生
が
不
本
意
に
始
ま
っ

た
も
の
の
、
国
を
勝
利
に
導
く
た
め
の
、
軍

人
と
し
て
の
成
績
は
み
ご
と
で
あ
っ
た
。

満
州
事
変
の
時
は
、
建
川
美
次
作
戦
部
長

の
下
、
作
戦
課
長
と
し
て
、
戦
火
の
拡
大
を

阻
止
す
べ
く
尽
力
す
る
。
第
一
次
上
海
事
変

で
は
、
海
軍
と
の
協
力
を
緊
密
に
し
勝
利
。

但
ち
に
撤
退
し
た
た
め
、
日
本
が
中
国
大
陸

を
侵
略
4

4

す
る
、
と
い
う
国
際
的
な
疑
い
を
払

拭
す
る
。
支
那
事
変
前
後
は
、
関
東
軍
参
謀

副
長
と
し
て
、
参
謀
長
板
垣
征
四
郎
の
も

と
、
新
京
に
赴
任
。
昭
和
十
三
年
六
月
、
板

垣
征
四
郎
が
陸
軍
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
時
に

は
、
密
か
に
今
村
均
に
相
談
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
「
あ
な
た
は
情
に
も
ろ
い
か
ら
、

何
ご
と
も
慎
重
に
判
断
す
る
よ
う
に
」
な
ど

と
注
告
も
し
て
い
る
。

昭
和
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
の
南

寧
作
戦
で
は
、
飢
餓
に
苦
し
み
、
増
援
軍
を

得
て
勝
利
。
こ
の
時
の
経
験
を
反
省
し
、
敗

戦
を
迎
え
た
南
洋
、
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
の

ラ
バ
ウ
ル
で
は
、
七
万
人
も
の
兵
士
を
飢
餓

か
ら
救
う
の
で
あ
る
。

敗
戦
を
覚
悟
し
、
事
前
に
日
本
か
ら
植
物

の
種
や
農
機
具
な
ど
を
取
り
寄
せ
、
看
護
婦

と
慰
安
婦
の
す
べ
て
を
帰
国
さ
せ
、
地
下
に

巨
大
な
都
市
を
造
営
し
て
、
自
給
自
足
に
成

功
し
て
、
敗
戦
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
偉
大
な
陸
軍
大
将
の
話
は
、
も
っ
と

知
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。



香
川
の
商
業
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引

　
灸
ま
ん
、名
物
か
ま
ど
、ひ
ょ
う
げ
豆
、

山
田
家
う
ど
ん
、巴
堂
の
ぶ
ど
う
餅
な

ど
、香
川
を
代
表
す
る
物
産
品
の
数
々
。

そ
の
す
べ
て
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン

を
手
が
け
た
の
が
和
田
邦
坊
で
あ
る
。

晩
年
ま
で
精
力
的
に
活
動

し
、香
川
の
商
業
デ
ザ
イ

ン
を
牽
引
し
続
け
た
、知

る
人
ぞ
知
る
巨
匠
。力
強

い
文
字
と
奔
放
に
描
か
れ

た
絵
に
は
、誰
も
が
懐
か

し
さ
を
覚
え
る
不
思
議
な

魅
力
が
あ
る
。

和
田
邦
坊
﹇
わ
だ
く
に
ぼ
う
﹈

取材・画像提供：灸まん美術館

和田邦坊
（1899－1992年）
琴平町生まれ。画家、小説
家、デザイナーなどマルチ
な才能で活躍する。棟方志
功、イサム・ノグチ、猪熊弦
一郎などと交流があった。

香
川
の
商
業
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引



　琴
平
に
生
ま
れ
た
和
田
邦
坊
は
、画
家
を
目
指
し
て
上
京
し
、

紆
余
曲
折
を
経
て
新
聞
漫
画
家
と
し
て
就
職
す
る
。小
説
家
と
し

て
も
人
気
を
博
し
、多
く
の
連
載
を
抱
え
る
売
れ
っ
子
と
し
て
活

躍
し
た
。し
か
し
忙
し
い
日
々
に
疲
れ
、昭
和
13
年
に
帰
郷
。農
事

講
習
所
の
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
の
後
、

当
時
の
金
子
正
則
知
事
に
招
聘
さ
れ
、栗
林
公
園
内
に
あ
る
讃
岐

民
芸
館
の
初
代
館
長
に
就
任
。民
芸
の
普
及
活
動
に
努
め
な
が

ら
、地
元
の
物
産
品
の
デ
ザ
イ
ン
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
。

　そ
の
仕
事
の
進
め
方
は
、デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
よ
り
も
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
に
近
い
。ま
ず
商
品
の
位
置
づ
け
を
練
り
、デ
ザ
イ

ン
に
加
え
て
軽
妙
な
筆
致
で
商
品
コ
ピ
ー
ま
で
書
い
て
い
る
。そ

の
卓
越
し
た
仕
事
ぶ
り
か
ら
依
頼
が
殺
到
。昭
和
中
後
期
は
、邦

坊
の
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
香
川
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

画家であり、小説家であり、デザイナー。
多彩な才能から独自の世界を生み出す。

包装紙を広げてみると、作品としての魅力が伝わってくる。 東京の店に依頼された装飾絵。邦坊の
仕事は全国に知られていた。

香川の民芸品・張り子人形を邦坊流にデザインした「おとぼけ人形」。
未発売のままに終わった幻の品。

商業デザイナーとして人気であったが、邦坊本人は画家を本分としていた。代表作は香川県庁の「讃岐の松」。
写真は紅白の梅を描いたふすま絵。

香川の民芸品・張り子人形を邦坊流にデザインした「おとぼけ人形」。
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和
田
邦
坊
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
灸
ま
ん
美
術
館
の
学
芸

員
・
西
谷
さ
ん
に
邦
坊
の
魅
力
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。「
商
業

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
注
目
さ
れ
る
邦
坊
で
す
が
、本
人
は
最
後

ま
で
画
家
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。包
装
紙
を

広
げ
て
じ
っ
く
り
見
て
み
る
と
、そ
こ
に
は
邦
坊
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。ど
の
作
品
を

見
て
も
、私
は
優
し
さ
を
感
じ

ま
す
」。西
谷
さ
ん
は
、香
川
の

人
な
ら
邦
坊
デ
ザ
イ
ン
を
よ

り
楽
し
め
る
と
い
う
。と
い
う

の
は
、多
く
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

見
覚
え
が
あ
り
、昔
の
記
憶
を

呼
び
お
こ
さ
れ
る
か
ら
だ
。邦

坊
の
デ
ザ
イ
ン
は
、思
い
出
を

生
む
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
る
。

香川県人なら何かしら思い出があるはず。

西谷美紀さん
灸まん美術館学芸員。邦坊の研究を続け
ており、2017年「和田邦坊デザイン探
訪記」を上梓した。

灸まん美術館・和田邦坊画業館
善通寺市大麻町338
tel／0877-75-3000
開館／9:00～17:00（入館16：30）
休／水曜

いつまでも心に残るパッケージ。

開館／9:00～17:00（入館16：30）
休／水曜
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お
彼
岸
に
お
墓
参
り
に
行
く
の
は
、
誰
の
た
め
で
も
な
い
自
分
が
気
持
ち
い

い
か
ら
で
す
。
お
墓
参
り
に
行
っ
て
み
る
と
以
前
に
は
あ
っ
た
は
ず
の
花
屋

が
、
な
か
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
浅
草
な
の
に
、
お
寺
だ
ら
け
な
の
に
。
と
も

す
れ
ば
シ
ル
バ
ー
人
材
の
お
じ
い
さ
ん
ら
し
き
人
が
会
議
室
の
テ
ー
ブ
ル
み
た

い
な
の
を
並
べ
て
、
俄
か
花
屋
の
番
を
し
て
い
た
り
し
ま
す
。
ま
た
墓
地
に
や

け
に
綺
麗
な
花
が
お
供
え
し
て
あ
る
か
と
思
え
ば
造
花
だ
っ
た
り
す
る
と
、
興

醒
め
し
ま
す
。
家
の
仏
壇
の
お
花
も
夏
場
は
、
特
に
生
花
は
、
買
わ
な
い
と
知

人
は
、
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ブ
リ
ザ
ー
ド
フ
ラ
ワ
ー
と
か
造
花
を
お
供
え
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
。
病
院
の
お
見
舞
い
の
お
花
は
、
ダ
メ
だ
し
、
普
段
使
い

の
花
も
そ
ん
な
に
飾
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
花
の
需
要
が
少
な
い
と
花
屋
さ
ん
も

大
変
で
し
ょ
う
ね
。
夏
の
仏
花
と
し
て
人
気
の
あ
る
の
が
夏
か
ら
秋
に
か
け
て

咲
く
千
日
紅
だ
そ
う
で
す
。
い
つ
ま
で
も
鮮
や
か
な
色
彩
を
残
し
つ
つ
ド
ラ
イ

フ
ラ
ワ
ー
に
な
る
か
ら
で
す
。
暑
い
時
期
の
仏
壇
に
は
も
っ
て
こ
い
と
い
う
わ

け
で
す
。
花
の
よ
う
に
見
え
る
松
か
さ
の
ひ
っ
く
り
返
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ

は
、
花
で
は
な
く
花
の
根
本
に
で
き
る
葉
っ
ぱ
で
葉
苞
と
い
う
も
の
で
し
お
れ

ず
に
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
な
る
の
で
す
。
描
い
た
の
は
、
下
の
ほ
う
が
ピ
ン
ク

で
先
端
に
向
か
っ
て
白
く
な
っ
て
い
る
可
愛
い
千
日
紅
で
す
。、
本
来
は
赤
紫

色
が
多
い
で
す
が
、
最
近
は
白
や
真
っ
赤
な
種
類
も
出
回
っ
て
い
ま
す
。
私
の

仕
事
が
植
物
画
の
講
師
な
の
で
モ
デ
ル
の
お
花
が
余
り
ま
す
。
幸
せ
な
事
に
我

が
家
の
仏
壇
に
は
、
毎
日
き
ら
す
こ
と
な
く
生
花
を
お
供
え
で
き
て
い
ま
す
。

千
日
紅 

中　

西　

美　

子
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平
日
の
午
後
、
い
つ
も
の
私
鉄
の
電
車
に

乗
る
。
空
い
て
い
る
時
間
だ
か
ら
座
席
に
す

わ
り
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
、
車
掌
の
ア

ナ
ウ
ン
ス
を
な
ん
と
な
く
聞
く
。
次
の
停
車

駅
の
名
を
告
げ
た
あ
と
、「
左
側
の
ド
ア
が

開
き
ま
す
」
と
彼
は
言
う
。
続
い
て
外
国
の

女
性
に
よ
る
録
音
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
お
な
じ

内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
彼
女
の
最
後
の
ひ

と
言
は
、

T
he doors on the left side w

ill open.

と
い
う
も
の
だ
。
ド
ア
、
電
車
、
あ
る
い

は
車
掌
の
意
思
に
よ
り
、「
左
側
の
ド
ア
が

開
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
、
僕
は
理
解
す

る
。
こ
の
ひ
と
言
を
聞
く
た
び
に
。
日
本
人

男
性
の
車
掌
は
、「
左
側
の
ド
ア
が
開
き
ま

す
」
と
断
言
し
て
い
る
。
そ
れ
が
外
国
人
女

性
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
、
左
側
の
ド
ア
が
開

く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
と
な
る
。
こ
れ
は
、

な
ぜ
な
の
か
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
僕
に
と
っ

て
は
謎
の
ひ
と
つ
だ
。

ド
ア
の
上
に
デ
ジ
タ
ル
に
よ
る
表
示
が

あ
る
。
い
ろ
ん
な
表
示
が
お
な
じ
順
番
で

繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
。「
こ
ち
ら
側
の
ド

ア
が
開
き
ま
す
」
と
い
う
日
本
語
の
表
示

に
な
ら
ん
で
、D

oors on this side w
ill 

open. 

と
英
語
に
よ
る
表
示
が
あ
ら
わ
れ

る
。「
こ
ち
ら
側
」
で
な
け
れ
ば
開
く
の
は

「
反
対
側
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
英
語
で on 

the opposite side 

と
な
る
。
そ
れ
は
い
い

と
し
て
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
動
詞
に
は 

w
ill 

が
つ
く
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
左
側
の
ド

ア
が
開
く
の
か
な
、
と
僕
は
常
に
思
う
。

「
経
堂
の
次
は
下
北
沢
に
停
ま
り
ま
す
」
と

い
う
よ
う
な
日
本
語
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
も
、

電
車
に
乗
れ
ば
英
語
の
勉
強片　

岡　

義　

男

（
作　

家
）
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そ
れ
に
続
く
英
語
だ
と
、T

he stop after 
K

yodo w
ill be Shim

okitazaw
a. 

と
な

り
、
こ
こ
で
も w

ill 

に
遭
遇
す
る
。

向
ケ
丘
遊
園
と
い
う
駅
が
終
点
の
下
り

に
乗
っ
て
い
る
と
、T

he next stop is 
M

ukogaokayuen term
inal. 

と
い
う
英

語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
く
。
向
ケ
丘
遊
園
駅

は
け
っ
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
は
な
い
。
そ
の

電
車
が
た
ま
た
ま
向
ケ
丘
遊
園
駅
ま
で
の
も

の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
だ
の
に
な
ぜ
、
向

ケ
丘
遊
園
駅
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
る
の
か
。

英
語
だ
と
わ
か
り
や
す
く
簡
略
化
す
る
、
と

い
う
癖
が
日
本
の
人
た
ち
に
あ
る
と
す
る
な

ら
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
な
の
か
。

「
ふ
り
か
え
輸
送
中
」
と
い
う
日
本
語
は 

alternate services in operation 

と
英

訳
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
し
ば

ら
く
は
電
車
が
止
ま
る
と
き
、「
他
社
線
へ

の
ふ
り
か
え
輸
送
中
で
す
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス

さ
れ
る
が
、
乗
客
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い

い
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
だ
。A

lternate 
services 

と
は
、
い
っ
た
い
な
の
な
の
か
、

明
ら
か
に
す
る
責
任
が
そ
の
私
鉄
に
は
あ
る

と
僕
は
思
う
。

新
幹
線
に
乗
っ
て
も
英
語
の
勉
強
は
つ
い

て
ま
わ
る
。
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
・
シ
ー
ト
と

い
う
言
葉
は
と
っ
く
に
日
本
語
だ
。
背
も
た

れ
の
角
度
を
好
み
に
応
じ
て
自
在
に
変
え
る

こ
と
の
可
能
な
座
席
、
と
い
う
意
味
を
端
的

に
し
か
も
少
な
い
語
数
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ

と
が
、
日
本
語
に
は
出
来
な
い
。
だ
か
ら
リ

ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
・
シ
ー
ト
と
い
う
英
語
が
、

片
仮
名
書
き
さ
れ
て
日
本
語
に
な
る
。

の
ぞ
み
二
十
五
号
に
は
、
少
な
く
と
も
僕

が
乗
っ
た
と
き
に
は
、
喫
煙
ル
ー
ム
、
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
ま
だ
あ
っ
た
。
車
両
の
端

の
、
通
路
に
接
し
た
壁
ぎ
わ
の
、
じ
つ
に
狭

い
場
所
だ
っ
た
。
喫
煙
室
、
あ
る
い
は
喫
煙

所
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
狭
い
し
、
し
か

た
な
く
作
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
明
白
だ
っ

た
か
ら
、
こ
こ
に
漢
字
を
使
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
エ
リ
ア
、
プ
レ
イ
ス
、
ル
ー
ム
な

ど
の
候
補
の
な
か
か
ら
ル
ー
ム
が
選
ば
れ
、

喫
煙
ル
ー
ム
と
な
っ
た
。
喫
煙
室
と
は
明
ら

か
に
一
線
を
画
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
喫

煙
ル
ー
ム
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
ル
ー
ム

は
室
の
単
な
る
英
訳
で
は
な
い
。
室
と
は
明

ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
、
ル
ー
ム

な
の
だ
。

前
の
座
席
の
背
に
た
た
ま
れ
た
テ
ー
ブ
ル

の
、
た
た
ん
で
あ
る
と
き
は
こ
ち
ら
を
向
い

て
い
る
側
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
印
刷
し
て

あ
る
。
そ
の
一
番
最
初
に
あ
る
の
は
左
右
ふ

た
つ
の
方
向
を
指
し
た
矢
印
で
、
左
を
指
し

て
い
る
矢
印
に
は
、
博
多
方
面
、
と
い
う
日

本
語
が
添
え
て
あ
り
、
右
を
指
し
て
い
る
矢

印
に
は
、
東
京
方
面
、
と
あ
っ
た
。
そ
し
て

博
多
方
面
は For H

akata 

と
訳
さ
れ
、
東

京
方
面
は For T

okyo 

と
な
っ
て
い
た
。

こ
の For 

は
い
ま
だ
に
現
役
だ
。A

 
train bound for T

okyo. 

と
い
う
言
い
か

た
の
な
か
か
ら
、 for T

okyo 

だ
け
を
抜
き

出
し
、
そ
れ
が
「
東
京
行
き
」
あ
る
い
は

「
東
京
方
面
」
と
解
釈
さ
れ
た
ま
ま
、
い
ま

も
通
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
も

乗
る
私
鉄
の
上
り
新
宿
行
き
で
は
、
そ
の
行

く
先
が
英
語
で
は
い
ま
も
、For Shinjuku 

と
出
る
。For 

に
な
に
ほ
ど
か
引
き
ず
ら
れ

る
僕
は
、
新
宿
が
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
だ

ろ
う
か
、
な
ど
と
思
う
が
、
ど
う
も
し
て
い

な
い
。
そ
の
電
車
の
終
点
は
、
新
宿
駅
な
の

だ
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
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三
月
十
七
日
（
平
成
三
十
年
）、
電
話
で

親
し
い
古
本
屋
司
書
房
（
中
野
照
司
）
に
古

本
用
語
に
つ
い
て
の
質
問
を
し
た
と
き
、
原

田
種
夫
の
こ
と
を
訊
か
れ
た
。
原
田
の
署
名

と
歌
を
書
い
た
も
の
を
入
手
し
た
と
い
い
、

そ
れ
は
糸
で
綴
ら
れ
何
人
か
の
文
人
・
画
家

が
書
い
も
の
で
、
司
書
房
は
原
田
の
書
い
た

一
枚
だ
け
を
持
ち
帰
っ
て
き
た
と
い
う
。
原

田
種
夫
は
、
福
岡
の
小
説
家
で
、
そ
の
作
品

は
何
度
か
芥
川
賞
・
直
木
賞
候
補
に
な
っ

た
。
原
田
が
所
属
し
た
同
人
雑
誌
「
九
州
文

學
」
に
は
、
岩
下
俊
作
や
火
野
葦
平
、
劉
寒

吉
ら
が
お
り
、
後
に
は
「
島
原
の
子
守
歌
」

の
宮
崎
康
平
も
参
加
し
た
。

原
田
の
書
い
た
も
の
は
、

九
州
の
七
万
石

巷
を
ゆ
け
ど

知
る
人
も
な
く

原
田
種
夫

―
―
○
―
―

海
道
東
征

関
門
海
峡
の

彼
方
よ
り

征
め
の
ぼ
る
日
も

遠
か
ら
じ

九
州
文
学
社 

社
長 

原
田
種
夫

と
い
う
の
が
全
文
。
区
切
り
を
示
す
「
―

―
○
―
―
」
も
墨
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

原
田
種
夫
の
書

志し　

村む
ら　

有く
に　

弘ひ
ろ

（
相
模
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
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「
九
州
の
七
万
石
」
と
い
う
と
、
原
田
が

住
ん
で
い
た
福
岡
周
辺
で
は
、
豊
後
竹
田

（
岡
藩
）
七
万
石
を
想
起
す
る
が
、
こ
れ
は

む
ろ
ん
推
測
で
あ
る
。
書
か
れ
た
内
容
は
、

「
九
州
の
七
万
石
の
城
下
町
の
中
を
歩
い
て

い
っ
た
が
、
知
る
人
は
誰
も
い
な
か
っ
た
」

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
。「
海
道
東
征
」
と

い
え
ば
、
北
原
白
秋
の
『
記
紀
』
を
踏
ま
え

た
交
声
曲
詩
「
海
道
東
征
」
を
思
い
出
す
。

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）、
白
秋
は

「
海
道
東
征
」
で
福
日
文
化
賞
を
受
賞
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
授
賞
式
が
三
月
十
七
日

に
福
岡
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

方
、
原
田
は
処
女
小
説
集
『
風
塵
』
を
二
月

に
モ
ナ
ス
社
か
ら
上
梓
し
て
い
て
、
そ
の
出

版
記
念
会
を
三
月
十
五
日
に
設
定
し
、
文
学

の
師
で
あ
る
白
秋
が
西
下
し
た
お
り
、
記
念

会
に
出
席
し
て
も
ら
い
た
い
旨
の
速
達
を

送
っ
た
。
白
秋
か
ら
「
一
五
ヒ
ヨ
ル
、
キ
ミ

ヲ
シ
ュ
ク
フ
ク
ス
ル
、
ハ
ク
シ
ュ
ウ
」
と
い

う
電
報
が
届
い
た
。「
十
五
日
夜
、
君
を
祝

福
す
る
、
白
秋
」
の
意
。

白
秋
は
三
月
十
五
日
の
昼
近
く
に
九
州
入

り
し
た
の
で
、
原
田
は
妻
と
共
に
、
門
司
駅

で
「
多
磨
」
一
門
の
人
た
ち
と
出
迎
え
た
。

白
秋
は
「
君
の
た
め
に
一
日
早
く
来
た
ん
だ

よ
、
今
夜
は
、
日
比
谷
公
会
堂
で
、『
海
道

東
征
』
の
演
奏
会
が
あ
る
の
だ
が
…
…
」
と

笑
顔
で
言
っ
た
と
い
う
（
原
田
種
夫
「
北

原
白
秋
先
生
の
遺
書
」、
九
州
時
代
、
昭
和

五
十
八
年
十
一
月
）。

そ
の
白
秋
は
、
翌
年
の
十
一
月
二
日
、
こ

の
世
を
去
っ
て
ゆ
く
。
原
田
が
書
い
て
い

る
「
北
原
白
秋
先
生
の
遺
書
」
と
は
、
原
田

宛
の
書
簡
で
、
北
原
兄
弟
が
毎
年
五
百
円
ず

つ
出
す
か
ら
、
文
学
振
興
の
た
め
に
九
州
文

学
賞
を
設
定
せ
よ
と
書
い
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。
前
掲
原
田
書
の
「
海
道
東
征
云
々
」

は
、
お
そ
ら
く
白
秋
の
「
海
道
東
征
」
を
念

頭
に
置
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
原
田
種
夫
一
家
と
は
親
し
い
交
流

を
持
っ
て
い
た
。
三
十
年
前
の
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
八
月
、
原
田
種
夫
葬
儀
の
お

り
に
は
弔
辞
を
読
む
と
い
う
悲
し
い
体
験
も

し
た
。
前
掲
の
原
田
が
書
い
た
書
は
、
司
書

房
か
ら
古
書
と
し
て
譲
っ
て
も
ら
い
、
今
は

私
の
手
元
に
あ
る
。
司
書
房
は
私
が
電
話
を

か
け
て
き
た
の
で
、
原
田
種
夫
の
こ
と
を
尋

ね
、
原
田
の
書
は
私
に
譲
り
渡
さ
れ
る
形
に

な
っ
た
。

私
は
三
月
五
日
（
平
成
三
十
年
）、
第
七

期
「
九
州
文
學
」
発
行
・
編
集
人
の
波
佐
間

義
之
か
ら
原
稿
執
筆
の
依
頼
を
受
け
、
三
月

十
五
日
、「
北
原
白
秋
の
水
脈
」
な
る
拙
稿

三
十
数
枚
を
送
っ
た
。
そ
れ
は
原
田
の
も
と

に
白
秋
の
遺
書
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
や
白

秋
の
「
海
道
東
征
」
前
後
の
こ
と
を
書
い
た

も
の
で
あ
る
。

時
間
が
前
後
す
る
け
れ
ど
、
三
月
九
日
、

司
書
房
が
古
書
会
館
か
ら
「
海
道
東
征
」
を

踏
ま
え
た
原
田
の
書
を
持
ち
帰
り
、
そ
の
こ

ろ
、
私
は
「
北
原
白
秋
の
水
脈
」
稿
を
書
き

つ
つ
あ
っ
た
。
三
月
十
七
日
、
私
は
、
司
書

房
に
電
話
を
か
け
た
と
き
、
原
田
の
こ
と
を

訊
か
れ
、
司
書
房
か
ら
原
田
の
書
を
譲
り
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
よ
そ
十
日
間
の
あ

い
だ
に
、
北
原
白
秋
・
原
田
種
夫
に
関
す
る

出
来
事
が
続
い
て
い
た
。
今
は
、
少
し
自
惚

れ
て
、
亡
き
原
田
種
夫
が
自
分
の
書
を
、
中

野
照
司
を
通
し
て
譲
り
渡
し
て
く
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。
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第
四
十
一
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ジ
ョ
ー

ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
夫
人
バ
ー
バ
ラ
さ
ん
の
訃
報

が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
安
倍
首
相
が
訪
米

し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
会
談
中
の
四
月

十
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ご
存
知
の
よ
う

に
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
夫
人
は
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
デ
ィ
と
呼
ば
れ
大
統
領
と
共
に
行
動
し
、

注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
の
メ
ラ
ニ
ア
夫
人
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の

ナ
ン
シ
ー
夫
人
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
ジ
ャ

ク
リ
ー
ヌ
夫
人
な
ど
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
含
め

話
題
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
国
賓
と
し
て
日
本
を

訪
れ
た
の
は
、
一
九
九
一
年
十
二
月
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
ス
ポ
ー
ツ

マ
ン
だ
っ
た
。
イ
エ
ー
ル
大
学
時
代
は
、
野

球
部
で
フ
ァ
ー
ス
ト
を
守
り
強
打
の
左
打
者

と
し
て
知
ら
れ
、
キ
ャ
プ
テ
ン
と
し
て
同
校

を
訪
れ
た
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
と
握
手
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
大
統
領
の
日
程
の
な
か
に
天

皇
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
と
の
テ
ニ
ス
の
試
合

が
組
み
込
ま
れ
た
の
は
親
善
の
一
環
と
し
て

メ
デ
ィ
ア
に
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
素
晴
ら
し

い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
一
月
五
日
皇
居

内
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
、
天
皇
・
皇
太
子
対

大
統
領
・
ア
マ
コ
ス
ト
大
使
の
ダ
ブ
ル
ス
の

ゲ
ー
ム
が
行
わ
れ
た
。
第
一
セ
ッ
ト
、
天

皇
・
皇
太
子
ペ
ア
が
一
方
的
に
勝
っ
た
。
一

セ
ッ
ト
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
天
皇
陛
下
は

お
茶
を
す
す
め
た
が
、
大
統
領
は
ス
コ
ア
を

タ
イ
に
し
た
い
か
ら
と
す
ぐ
に
第
二
セ
ッ
ト

が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
セ
ッ
ト
も

天
皇
・
皇
太
子
側
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
天

皇
、
皇
后
両
陛
下
を
は
じ
め
皇
族
の
方
々
と

軽
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
歓
談
し
た
の
ち
、

大
統
領
は
一
端
迎
賓
館
に
戻
っ
た
。
顔
色
も

よ
く
、
異
変
の
気
配
は
全
く
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
。

そ
の
日
の
夕
方
、
首
相
官
邸
の
晩
餐
会
に

大
統
領
夫
人
の
機
転　

―
バ
ー
バ
ラ
・
ブ
ッ
シ
ュ
夫
人
の
思
い
出

池　

井　
　
　

優

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
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出
席
す
る
直
前
、
ス
コ
ウ
ク
ロ
フ
ト
補
佐
官

が
ア
マ
コ
ス
ト
大
使
に
さ
さ
や
い
た
。「
大

統
領
は
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
。
晩
餐
会
の
進

行
を
早
め
て
欲
し
い
」。

会
場
に
入
っ
て
き
た
大
統
領
は
顔
面
が
蒼

白
で
い
つ
も
の
よ
う
な
快
活
さ
が
な
か
っ

た
。
食
事
が
半
ば
ま
で
進
ん
だ
こ
ろ
、
大

統
領
は
し
き
り
に
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
。
出

口
を
探
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か

し
メ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
の
背
後
に
は
退
路
を
さ

え
ぎ
る
よ
う
に
、
見
事
な
屏
風
が
端
か
ら
端

ま
で
立
て
ら
れ
て
い
た
。
テ
ー
ブ
ル
に
向
き

直
っ
た
直
後
、
大
統
領
は
意
識
を
失
い
、
食

べ
た
も
の
を
す
べ
て
吐
き
、
頭
を
宮
沢
首
相

の
膝
に
も
た
せ
か
け
る
形
で
床
に
崩
れ
落
ち

た
。
場
内
は
騒
然
と
な
っ
た
。
そ
の
時
で

あ
っ
た
。
バ
ー
バ
ラ
夫
人
は
夫
の
傍
に
駆
け

寄
り
、
落
ち
着
き
払
っ
た
態
度
で
会
場
の
皆

に
呼
び
か
け
た
。

「
ヒ
ー
イ
ズ
Ｏ
Ｋ
、
ヒ
ー
イ
ズ
Ｏ
Ｋ
、

ヒ
ー
イ
ズ
Ｏ
Ｋ
」、（
彼
は
大
丈
夫
…
）
と
三

回
も
繰
り
返
し
た
。
夫
人
は
大
統
領
の
体
調

を
誰
よ
り
よ
く
知
っ
て
お
り
、
大
統
領
一
行

の
あ
い
だ
で
流
行
っ
て
い
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
症
状
を
見
て
と
っ
た
の
だ
っ
た
。

大
統
領
の
意
識
は
す
ぐ
戻
っ
た
が
、
そ
の

ま
ま
回
復
す
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
そ
の

模
様
は
同
時
中
継
を
し
て
い
た
テ
レ
ビ
で
伝

え
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
ス
で
も
何
回
も
流
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
大
統
領
は
す
ぐ
宿
舎
に
戻
っ

た
。大

統
領
に
代
わ
っ
て
ス
コ
ウ
ク
ロ
フ
ト
補

佐
官
が
乾
杯
を
お
こ
な
い
、
宮
沢
首
相
は
会

場
に
残
っ
た
バ
ー
バ
ラ
夫
人
に
ス
ピ
ー
チ
を

求
め
た
。
夫
人
は
ア
マ
コ
ス
ト
大
使
に
目
配

せ
を
す
る
と
、
こ
う
語
り
は
じ
め
た
。

「
こ
れ
は
す
べ
て
大
使
の
責
任
で
す
。
今

日
の
午
後
、
大
使
は
大
統
領
と
ペ
ア
を
組
ん

で
天
皇
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
と
テ
ニ
ス
を
や

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
惨
敗
し
ま
し

た
。
そ
れ
で
夫
ジ
ョ
ー
ジ
は
気
分
を
こ
わ
し

た
の
で
す
！
」

ア
マ
コ
ス
ト
大
使
を
に
ら
み
つ
け
な
が
ら

話
し
終
わ
る
と
、
一
転
し
て
満
面
の
笑
み
を

浮
か
べ
、
深
刻
な
ム
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
会

場
を
ど
っ
と
沸
か
せ
た
。
テ
レ
ビ
が
と
ら
え

た
無
残
な
光
景
を
、
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
デ
ィ
が

見
事
な
ユ
ー
モ
ア
で
救
っ
た
の
だ
っ
た
。

翌
日
の
朝
、
す
っ
か
り
回
復
し
た
大
統
領

の
も
と
を
訪
れ
た
ア
マ
コ
ス
ト
大
使
に
バ
ー

バ
ラ
夫
人
は
言
っ
た
。

「
あ
な
た
は
昨
夜
の
私
の
言
葉
を
一
生
許

さ
な
い
で
し
ょ
う
ね
」

「
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
使
は
そ
う

い
う
役
目
の
た
め
に
い
る
の
で
す
」

ち
な
み
に
バ
ー
バ
ラ
夫
人
は
高
校
生
時

代
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
で

ジ
ョ
ー
ジ
と
知
り
合
い
、
名
門
ス
ミ
ス
カ

レ
ッ
ジ
を
二
年
で
中
退
し
て
結
婚
、
五
人
の

子
ど
も
に
恵
ま
れ
た
。
長
男
が
六
十
三
代
大

統
領
と
な
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
。
長
女
ロ
ビ
ン
が

白
血
病
に
な
っ
た
た
め
髪
の
毛
が
真
っ
白

に
な
り
子
供
た
ち
か
ら
は
「
シ
ル
バ
ー
・

フ
ォ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
経
験
か

ら
白
血
病
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
努
め
、
全
米
白
血
病
協
会
の

名
誉
会
長
を
引
き
受
け
た
。
フ
ァ
ー
ス
ト
レ

デ
ィ
と
な
っ
て
も
ま
っ
た
く
気
取
っ
た
と
こ

ろ
が
な
く
、
隣
の
お
ば
さ
ん
の
よ
う
な
気
さ

く
な
人
柄
で
皆
に
親
し
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
。
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そ
も
そ
も
「
英
語
」
な
ど
と
い
う
、
遠
い

異
国
の
言
語
に
は
、
全
く
興
味
関
心
が
な

か
っ
た
。

「
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
バ
ラ
」
が
大
好
き
だ
っ

た
十
三
歳
の
夏
。
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
一

目
散
に
二
階
の
「
勉
強
部
屋
」
に
駆
け
上
が

り
机
か
ら
「
お
絵
描
き
帳
」
を
引
っ
張
り
出

す
。
当
時
、
中
学
二
年
生
だ
っ
た
私
は
「
如

何
に
英
単
語
を
覚
え
る
か
」
よ
り
も
「
如
何

に
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
巻
き
髪
を
美

し
く
描
け
る
か
」
に
全
精
力
を
注
い
で
い
た

の
だ
。

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
教
育
マ
マ
」
だ
っ

た
母
親
は
親
の
小
言
も
ど
こ
吹
く
風
の
ダ
メ

ダ
メ
娘
に
業
を
煮
や
し
て
、
つ
い
に
「
刺

客
」
を
差
し
向
け
て
き
た
。
母
の
期
待
通
り

に
地
元
の
有
名
進
学
校
か
ら
そ
の
ま
ま
国
立

大
学
に
入
学
さ
れ
た
「
努
力
と
根
性
」
の
化

身
が
、
黒
縁
眼
鏡
を
掛
け
た
よ
う
な
兄
上
様

で
あ
る
。

あ
る
日
、
私
の
お
部
屋
に
問
題
集
片
手
に

ず
か
ず
か
と
乱
入
し
て
一
言
。「
こ
れ
を
今

日
か
ら
一
週
間
で
十
ペ
ー
ジ
や
っ
て
お
け
」

さ
ら
に
「
も
し
、
万
が
一
、
出
来
て
な
か
っ

た
ら
…
夜
中
に
土
手
の
端
か
ら
端
ま
で
歩
か

せ
る
か
ら
な
！
」

も
し
も
し
？ 

お
兄
様
？ 

も
し
や
、
あ
の

裏
の
土
手
の
こ
と
で
す
か
？ 

ま
る
で
白
雪

姫
が
置
い
て
行
か
れ
た
森
の
よ
う
な
、
夜
な

ん
て
暗
黒
の
闇
と
化
す
…
あ
の
ホ
ラ
ー
ス

ポ
ッ
ト
の
こ
と
で
す
か
？ 

全
長
二
百
メ
ー

ト
ル
は
あ
り
ま
す
わ
よ
。

そ
ん
な
恐
怖
を
味
わ
う
く
ら
い
な
ら
…
問

題
集
の
十
ペ
ー
ジ
や
二
十
ペ
ー
ジ
！

そ
し
て
一
週
間
後
、
締
切
日
の
夜
が
来
た
。

「
何
で
、
な
・
ん
・
で
！ 

二
分
の
一
し
か

や
っ
と
ら
ん
の
や
！
」
と
叫
ぶ
怒
り
の
鬼
軍

曹
。で

き
れ
ば
、
コ
ッ
プ
半
分
の
水
を
見
て

「
ま
だ
半
分
も
あ
る
」
と
前
向
き
な
発
想
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
面
白

く
も
な
い
問
題
の
数
々
を
（
王
妃
様
の
巻
き

髪
を
描
く
時
間
を
削
っ
て
ま
で
）「
半
分
も
」

や
っ
て
の
け
た
の
に
…

「
約
束
し
た
よ
な
！
」（
私
的
に
は
「
強

制
」
だ
け
ど
）「
今
か
ら
土
手
を
歩
い
て
こ

い
！
」
と
小
さ
な
懐
中
電
灯
と
ヒ
モ
を
一
本

渡
さ
れ
た
。「
ゴ
ー
ル
」
に
あ
る
松
の
木
に

こ
の
ヒ
モ
を
結
ん
で
来
い
と
言
う
。
懐
中
電

灯
の
弱
弱
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
ぼ
ん
や
り

ス
イ
ッ
チ

山　

本　

千　

明

（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
英
会
話
講
師
）
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浮
か
び
上
が
る
も
の
全
て
が
悪
霊
に
見
え
る

恐
怖
の
世
界
。
涙
と
汗
と
鼻
水
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ

ち
ゃ
に
な
り
な
が
ら
、
自
分
の
背
丈
よ
り
も

高
い
草
を
掻
き
分
け
な
が
ら
悪
夢
の
中
を
ひ

た
す
ら
歩
い
た
。

「
さ
す
が
に
心
配
や
っ
た
か
ら
こ
っ
そ
り

後
か
ら
付
い
て
行
っ
て
や
っ
た
ん
だ
ぞ
」
と

後
日
聞
か
さ
れ
た
が
、
私
の
中
に
は
只
々

真
っ
白
け
～
な
「
無
の
境
地
」
し
か
残
ら
な

か
っ
た
。

こ
の
筋
金
入
り
の
ヤ
ル
気
無
し
中
学
生
に

「
脅
し
作
戦
」
は
効
果
ゼ
ロ
と
学
習
し
た
の

か
、
半
年
ほ
ど
し
て
「
鬼
軍
曹
」
は
「
仏
の

よ
う
な
司
令
官
」
に
変
身
し
て
現
れ
た
。

「
英
語
で
手
紙
書
い
て
み
な
い
か
？
」
と

「
命
令
」
で
は
な
い
「
提
案
」。
大
学
を
一
年

休
学
し
て
自
費
で
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い

た
兄
は
、
そ
の
時
に
知
り
合
っ
た
九
十
一
歳

の
英
国
マ
ダ
ム
と
帰
国
後
も
文
通
を
し
て
い

た
の
だ
。
も
と
も
と
手
紙
を
書
く
こ
と
が
大

好
き
な
私
の
食
指
が
動
い
た
。
し
か
も
マ

リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
様
の
国
、
お
フ
ラ
ン

ス
に
近
い
国
で
あ
る
。
身
近
に
「
外
国
人
」

と
お
会
い
す
る
機
会
な
ど
皆
無
な
時
代
。
そ

ん
な
未
知
の
国
の
見
知
ら
ぬ
貴
婦
人
に
お
手

紙
が
届
く
。
何
だ
か
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
？

そ
し
て
兄
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
簡
単
な
英

語
で
自
己
紹
介
を
書
い
て
み
た
。

"M
y nam

e is  C
hiaki.  l like 

English." 

…
多
少
、
虚
偽
も
交
え
な
が
ら

の
必
死
の
英
作
文
。
教
科
書
を
開
け
ば T

his 
is a pen. 

で
始
ま
る
「
無
味
乾
燥
な
英
語
学

習
」
に
「
リ
ア
ル
」
が
吹
き
込
ま
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
手
紙
は
二
週
間
か
け
て
イ
ギ

リ
ス
に
渡
り
、
そ
れ
か
ら
更
に
三
週
間
ほ
ど

後
に
、
マ
ダ
ム
本
人
か
ら
、
待
ち
に
待
っ
た

返
事
が
届
く
。
生
ま
れ
て
初
め
て
手
に
す
る

「
正
真
正
銘
、
生
の
英
語
の
手
紙
」
に
感
動

で
身
も
心
も
プ
ル
プ
ル
震
え
て
い
た
。

お
返
事
の
内
容
は
、
日
本
か
ら
の
手
紙
が

嬉
し
か
っ
た
こ
と
。
英
語
が
上
手
だ
ね
、
と

い
う
お
褒
め
の
言
葉
（
こ
れ
は
兄
の
添
削
の

賜
物
）
等
々
…
文
面
か
ら
優
し
い
気
持
ち
が

溢
れ
て
い
た
。

兄
に
手
伝
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
思
う
よ
う

に
手
紙
が
書
け
ず
、
い
た
だ
い
た
返
事
の
解

読
も
ま
ま
な
ら
な
い
、
と
い
う
歯
が
ゆ
さ
。

そ
の
日
か
ら
私
の
「
ヤ
ル
気
ス
イ
ッ
チ
」

は
カ
チ
ッ
！ 

と
音
を
立
て
て
切
り
替
わ
っ

た
。気

が
付
け
ば
「
英
会
話
講
師
」
と
な
っ
て

二
十
三
年
。

英
語
と
い
う
共
通
言
語
を
介
し
て
世
界
中

に
友
人
が
で
き
た
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ

ス
、
カ
ナ
ダ
は
も
と
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
、
タ

イ
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な

ど
、
個
性
豊
か
な
彼
ら
と
話
を
す
る
だ
け

で
、
ど
ん
な
に
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
も

ら
え
た
か
。
ど
れ
ほ
ど
人
生
が
豊
か
に
な
っ

た
こ
と
か
。

こ
の
「
楽
し
さ
」
を
英
会
話
講
師
と
い
う

仕
事
を
通
し
て
伝
え
て
く
こ
と
が
、
私
の
最

優
先
の
目
標
で
あ
る
。

あ
の
日
あ
の
時
、
私
の
兄
が
「
鬼
軍
曹
」

の
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
今
の
私
は
存
在
し
得
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

百
八
十
度
、
や
り
方
を
変
え
て
「
仏
の
司

令
官
」
と
な
っ
て
く
れ
た
兄
上
様
に
、
改
め

て
心
よ
り
「
敬
礼
」
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。
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モ
ー
ニ
ン
グ
と
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
求
め
、
行

き
つ
け
の
喫
茶
店
へ
。
出
会
っ
た
常
連
の

方
の
手
に
、
暗
い
紫
色
の
大
ぶ
り
の
ク
ワ

の
実
が
十
個
ほ
ど
。
走
り
の
実
な
の
だ
ろ
う

か
。
思
わ
ず
目
が
い
く
、
も
う
そ
ん
な
季

節
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
思
い
も
。
毎

年
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
な
の
に
、
季
節
の

食
べ
物
に
心
惹
か
れ
る
。
桑
の
実
も
そ
の
一

つ
。
少
年
の
頃
は
、
こ
の
時
期
の
お
や
つ
代

わ
り
。
近
く
の
桑
畑
の
桑
の
実
を
た
っ
ぷ
り

と
食
べ
、
舌
、
歯
茎
、
口
の
周
り
は
お
歯
紫

状
態
、
手
の
指
も
紫
色
に
染
め
た
。
お
ま
け

に
知
ら
ぬ
間
に
実
に
触
れ
た
上
着
の
こ
こ
か

し
こ
が
紫
色
に
染
ま
る
。
こ
の
紫
色
は
な
ぜ

か
落
ち
に
く
い
。
学
校
か
ら
帰
っ
て
そ
の
ま

ま
出
か
け
る
も
の
だ
か
ら
、
白
の
カ
ッ
タ
ー

シ
ャ
ツ
を
つ
け
た
ま
ま
の
こ
と
も
あ
っ
た
。

家
に
帰
る
と
、
き
ま
っ
て
母
の
小
言
混
じ
り

の
注
意
。
何
回
受
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
熟
し

た
桑
の
実
の
ほ
ん
の
り
と
し
た
甘
味
の
魅
力

に
負
け
、
母
か
ら
小
言
を
も
ら
っ
た
少
年
時

代
、
懐
か
し
く
思
い
出
す
。

田
植
え
前
の
農
作
業
の
合
間
に
、
田
ん
ぼ

脇
に
あ
る
桑
の
実
の
熟
れ
具
合
を
調
べ
る
。

赤
い
色
に
混
じ
る
暗
い
紫
色
、
熟
れ
始
め
て

い
る
。
お
お
ぶ
り
の
木
も
小
ぶ
り
の
木
も

揃
っ
て
。
実
が
大
き
く
て
美
味
し
そ
う
に
見

え
る
大
ぶ
り
の
木
か
ら
試
食
す
る
。
味
は
も

う
一
つ
、
期
待
は
ず
れ
。
小
ぶ
り
の
木
に
移

り
、
試
食
を
試
み
る
。
実
を
取
ろ
う
と
す
る

と
、
ヒ
ヨ
ド
リ
が
何
羽
か
飛
び
立
つ
。
食
餌

時
を
邪
魔
し
た
ら
し
い
。
大
ぶ
り
の
木
に
は

い
な
か
っ
た
の
に
。
不
思
議
な
思
い
を
抱
き

つ
つ
、
試
食
す
る
。
期
待
し
て
い
た
懐
か
し

い
味
が
舌
に
蘇
る
。
ヒ
ヨ
ド
リ
は
よ
く
知
っ

て
い
る
な
あ
と
感
心
。
彼
ら
も
試
食
し
た
の

だ
ろ
う
。
美
味
し
い
方
を
選
ん
で
い
る
、
丸

呑
み
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
に
。

タ
ケ
ノ
コ
も
季
節
の
味
。「
二
月
に
掘
り

出
し
た
タ
ケ
ノ
コ
は
刺
身
に
し
て
食
べ
る
と

い
い
味
だ
よ
」
と
、
友
が
言
う
。
タ
ケ
ノ
コ

特
有
の
え
ぐ
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ら
し
い
。

「
生
で
食
べ
ら
れ
る
よ
」
と
。
こ
の
時
期
の

タ
ケ
ノ
コ
は
土
の
中
、
そ
し
て
小
さ
い
ら
し

い
。
タ
ケ
ノ
コ
が
好
き
で
、
鼻
が
効
く
イ
ノ

シ
シ
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
三
月
中
旬
ま

で
待
ち
、
我
が
家
の
竹
林
で
タ
ケ
ノ
コ
探
し

を
試
み
る
。
予
想
通
り
、
見
つ
け
る
こ
と
が

難
し
い
。
お
ま
け
は
、
畑
の
管
理
が
ま
ま
な

ら
ず
、
隣
接
す
る
孟
宗
竹
の
竹
林
か
ら
竹
が

季
節
の
お
く
り
も
の

宮　

本　

富　

夫

（
高
松
大
学　

名
誉
教
授
）
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侵
入
し
て
で
き
あ
が
っ
た
竹
林
も
ど
き
。
タ

ケ
ノ
コ
を
育
て
る
た
め
の
管
理
は
さ
れ
て
い

な
い
。
竹
床
に
草
が
伸
び
、
竹
の
落
ち
葉
が

積
も
る
。
頼
り
は
靴
底
を
通
し
て
足
裏
に
感

じ
る
わ
ず
か
な
出
っ
張
り
の
感
覚
。
不
思
議

な
も
の
で
、
足
裏
に
神
経
を
集
中
さ
せ
、
歩

き
回
っ
て
い
る
と
、
な
ん
と
な
く
気
が
か
り

な
箇
所
が
見
つ
か
る
。
掘
り
起
こ
す
と
、
確

率
は
低
い
が
タ
ケ
ノ
コ
の
新
生
児
が
見
つ
か

る
。
こ
の
新
生
児
は
香
り
豊
か
で
、
え
ぐ
み

が
少
な
い
。
教
え
て
く
れ
た
友
人
に
感
謝
。

以
後
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
重
ね
、
早
期
の
タ

ケ
ノ
コ
を
楽
し
む
。
感
覚
が
こ
の
歳
に
な
っ

て
も
開
発
さ
れ
る
、
う
れ
し
い
。

一
説
に
、
タ
ケ
ノ
コ
は
地
下
茎
を
伸
ば
し

て
く
れ
て
い
る
母
竹
の
方
に
穂
先
を
向
け
て

い
る
と
あ
る
。
確
か
に
、
顔
を
の
ぞ
か
せ
た

先
端
部
分
が
心
な
し
か
あ
る
方
向
に
傾
い
て

い
る
。
タ
ケ
ノ
コ
と
母
竹
、
両
者
の
立
ち
位

置
が
微
笑
ま
し
い
。
土
を
と
り
除
く
と
、
タ

ケ
ノ
コ
と
母
竹
を
つ
な
ぐ
地
下
茎
が
見
つ
か

る
。
ヒ
ト
の
胎
児
と
母
と
を
つ
な
ぐ
へ
そ
の

緒
の
よ
う
に
。
鍬
で
そ
の
部
分
を
切
断
す
る

と
、
タ
ケ
ノ
コ
が
地
面
か
ら
ぽ
こ
っ
と
飛
び

出
す
よ
う
に
現
れ
る
。
母
竹
と
タ
ケ
ノ
コ
と

を
つ
な
ぐ
地
下
茎
が
あ
る
と
思
し
き
と
こ
ろ

に
鍬
を
入
れ
る
と
い
う
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
、
少

し
楽
か
も
し
れ
な
い
。

私
の
在
所
で
は
、
タ
ケ
ノ
コ
の
季
節
が
、

孟
宗
竹
、
淡
竹
、
真
竹
と
続
く
。
淡
竹
や
真

竹
は
、
掘
る
こ
と
は
し
な
い
。
少
し
背
丈
を

伸
ば
し
た
先
の
部
分
を
折
り
、
調
理
す
る
。

淡
竹
は
、
そ
う
め
ん
や
う
ど
ん
の
だ
し
汁
に

入
れ
、
特
有
の
い
い
風
味
を
い
た
だ
く
。
私

に
は
、
真
竹
の
タ
ケ
ノ
コ
は
え
ぐ
み
が
少
な

く
、
お
い
し
い
と
感
じ
る
。　

淡
竹
や
真
竹
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
上
約

一
メ
ー
ト
ル
に
成
長
し
た
孟
宗
竹
の
タ
ケ
ノ

コ
の
先
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

の
部
分
を
折
り
、
米
ぬ
か
な
ど
を
入
れ
ず
に

茹
で
る
。
食
べ
て
み
る
と
、
え
ぐ
み
と
り
の

行
程
を
省
い
た
の
に
、
ほ
と
ん
ど
え
ぐ
み
な

し
。
不
思
議
な
気
が
し
つ
つ
、
こ
れ
も
食
べ

方
の
一
つ
か
な
と
納
得
す
る
。
労
力
を
か
け

て
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
を
す
る
必
要
が
な
く
、
収

穫
期
間
を
長
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
市
場

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
タ
ケ
ノ
コ
生
産

農
家
に
は
朗
報
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
春

先
に
出
回
る
タ
ケ
ノ
コ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異

な
る
こ
と
が
難
点
な
ら
、
加
工
用
の
タ
ケ
ノ

コ
と
し
て
の
道
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思

う
。タ

ケ
ノ
コ
の
最
盛
期
に
、
ワ
ラ
ビ
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
る
。
ワ
ラ
ビ
も
私
に
と
っ
て
は
、

楽
し
み
な
季
節
の
味
。
走
り
の
ワ
ラ
ビ
を

一
、二
度
い
た
だ
く
。
少
し
粘
り
気
の
あ
る

食
感
と
香
り
が
い
い
。
日
当
た
り
の
い
い
草

地
で
、
前
の
年
の
ワ
ラ
ビ
が
し
っ
か
り
と
葉

を
広
げ
、
茶
色
に
変
色
し
た
枯
れ
葉
が
残
っ

て
い
る
こ
と
が
ワ
ラ
ビ
探
し
の
目
印
。
丈
が

あ
る
枯
れ
草
の
間
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
ワ

ラ
ビ
は
、
深
緑
色
で
柔
ら
か
く
、
見
る
か
ら

に
美
味
し
そ
う
。
採
り
立
て
の
ワ
ラ
ビ
に
木

灰
を
ふ
り
か
け
、
湯
を
注
ぎ
、
ア
ク
を
と

る
。
一
晩
置
く
と
ワ
ラ
ビ
が
浸
さ
れ
た
液
は

濃
い
青
緑
色
に
。
こ
の
変
化
も
興
味
深
い
。

副
食
用
に
調
理
す
る
か
、
ば
ら
寿
司
の
具
の

一
つ
と
し
て
い
た
だ
く
。
タ
ケ
ノ
コ
も
具
の

一
つ
。
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
新
葉
の
香
り
を
添

え
、
春
の
恵
み
を
味
わ
う
。
心
満
た
さ
れ
、

う
れ
し
い
。
季
節
の
お
く
り
も
の
に
、
そ
し

て
穏
や
か
な
時
が
流
れ
ゆ
く
こ
と
に
感
謝
。



32

二
〇
〇
三
年
か
ら
展
覧
会
を
は
じ
め
て
、
ウ
ィ
ー
ン
へ
行
く
よ
う
に

な
っ
て
十
数
年
、
来
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
日
本
修
好
一
五
〇
周
年
だ
。

検
討
中
で
あ
る
が
来
年
展
覧
会
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ウ
ィ
ー
ン
の
街
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
近
は

新
し
い
ビ
ル
や
、
中
央
駅
も
変
わ
り
、
世
界
遺
産
が
危
ぶ
ま
れ
て
い

る
。
初
め
て
行
っ
た
二
〇
〇
二
年
の
時
は
─
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
舎
だ

な
あ
─
─
と
い
う
印
象
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ｕ
統
合
の
年
は

さ
す
が
地
続
き
で
、
有
名
ブ
ラ
ン
ド
が
軒
を
並
べ
て
街
は
一
変
し
た
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
珍
し
い
教
会
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヘ
レ
ン
ガ

ッ
セ
に
あ
る
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
ミ
ノ
リ
ー
テ
ン
教
会
だ
。
こ
の
聖
堂
に

ダ
ビ
ン
チ
の
「
最
後
の
晩
餐
」
の
モ
ザ
イ
ク
画
が
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル

同
サ
イ
ズ
の
コ
ピ
ー
だ
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
モ
ザ
イ
ク
の
名
工
、
ロ
ー
マ

（
イ
タ
リ
ア
）
の
ジ
ャ
コ
モ
・
ラ
フ
ァ
エ
リ
に
依
頼
し
た
。
一
八
〇
九

年
に
依
頼
し
、
パ
リ
に
運
ば
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
完
成
し
た
時
点

で
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
皇
帝
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
過
去
の
英
雄
の
途
方

も
な
い
労
作
の
費
用
を
背
負
い
込
ん
だ
の
は
か
つ
て
の
英
雄
の
宿
敵
、

マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
孫
フ
ラ
ン
ツ
一
世
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
ウ
ィ
ー
ン
へ
運
ば
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

旅
の
ス
ケ
ッ
チ

不
思
議
な
ウ
ィ
ー
ン
の
街

さ
か
も
と　

ふ　

さ

（ 

型
絵
染
版
画
家
、
エ
デ
ィ
タ
ー 

）
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