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美
術
施
工
と
い
う
仕
事

　

私
は
美
術
の
施
工
を
仕
事
と
し
て
い

ま
す
。
美
術
施
工
と
言
っ
て
も
な
か
な

か
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
簡
単
に
仕
事
の
内
容
を
説
明
し

ま
す
と
、
主
に
什
器
の
制
作
や
展
示
壁

の
造
作
、
作
品
の
設
置
、
そ
の
他
に
も

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
共
同
で
の
美
術
作
品

の
制
作
な
ど
、
展
覧
会
や
芸
術
祭
を
開

催
す
る
に
あ
た
っ
て
展
示
さ
れ
る
作
品

の
制
作
を
技
術
面
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
事

を
仕
事
と
し
て
い
ま
す
。

　

単
に
作
品
の
制
作
や
展
示
と
言
っ
て

も
、
展
示
空
間
全
体
を
使
用
し
た
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

な
ど
、
表
現
や
展
示
の
方
法
は
年
々
、

多
方
向
に
広
が
り
を
続
け
て
お
り
、
絵

を
壁
に
か
け
る
の
で
あ
れ
ば
学
芸
員
や

美
術
作
品
の
移
送
業
者
で
事
足
り
る
展

示
作
業
も
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
や
経

験
が
問
わ
れ
る
場
面
が
増
え
て
来
て
い

ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
場
面
で
防
災
面
な
ど
の

美
術
館
の
規
定
を
ク
リ
ア
し
つ
つ
、
学

芸
員
と
作
家
の
思
い
描
く
理
想
の
展
示

の
形
態
を
、
現
実
の
物
に
し
て
行
く
事

が
、
美
術
施
工
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

こ
の
仕
事
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
三

年
前
の
春
。
私
は
美
術
系
の
学
部
を
卒

業
し
て
す
ぐ
、
知
り
合
い
の
紹
介
で
現

代
美
術
作
家
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
仕
事

を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
学
で
は

日
本
画
コ
ー
ス
を
専
攻
し
て
い
た
た
め

現
代
美
術
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
は
歴

史
も
著
名
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て

も
分
か
ら
ず
、
ま
し
て
や
そ
の
ア
シ
ス

タ
ン
ト
と
は
ど
う
い
う
仕
事
を
す
る
の

か
全
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
そ
の
仕
事
を

始
め
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
与
え
ら
れ
た
仕
事
は
、

秋
に
開
催
さ
れ
る
展
覧
会
の
作
品
展
示

会
場
と
な
る
古
い
建
物
の
改
修
工
事
の

手
伝
い
で
し
た
。
Ｄ
Ｉ
Ｙ
程
度
の
木
工

作
業
し
か
し
た
事
が
な
か
っ
た
私
に
と

っ
て
、
大
工
さ
ん
の
指
示
の
下
、
壁
を

張
り
直
し
た
り
、
抜
け
そ
う
な
床
を
直

し
た
り
と
い
う
改
修
作
業
は
未
経
験
の

事
ば
か
り
で
し
た
。
し
か
し
、
建
材
の

加
工
や
工
具
の
扱
い
方
な
ど
、
今
の
仕

事
を
す
る
に
あ
た
り
と
て
も
重
要
な
ス

キ
ル
が
身
に
付
い
た
の
も
こ
の
時
で
し

た
。

　

そ
の
他
に
も
、
展
示
作
品
の
設
営
や

展
覧
会
の
運
営
に
関
わ
る
事
な
ど
、
一

年
間
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
を
積
ん
だ
結
果
、
美
術
を
裏
か

ら
支
え
る
仕
事
が
し
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

演
劇
の
裏
方
に
憧
れ
て

　

思
い
返
す
と
、
こ
う
い
っ
た
裏
方
の

仕
事
は
小
さ
い
頃
か
ら
の
憧
れ
の
職
業

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
一
九
九
一
年
、
高
知
県
の
旧
西

土
佐
村
（
現
四
万
十
市
）
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
文
化
活
動
を
し
て
い
た
親
の
影

響
で
、
子
ど
も
の
頃
は
二
～
三
ヶ
月
に

一
度
の
割
合
で
子
ど
も
向
け
の
演
劇
鑑

賞
会
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ

で
私
が
何
よ
り
興
味
を
持
っ
て
惹
か
れ

た
の
は
役
者
で
は
な
く
裏
方
の
仕
事
で

し
た
。

　

だ
だ
っ
広
く
て
何
も
な
い
ス
テ
ー
ジ

に
、
も
の
の
数
時
間
で
城
や
森
な
ど
の

物
語
の
舞
台
を
作
り
上
げ
、
そ
し
て
二

時
間
弱
の
舞
台
公
演
の
終
わ
り
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
演
劇
の
世
界
観
に
深
み
を

与
え
て
い
た
城
や
森
は
、
ま
る
で
何
事

も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
解
体
さ
れ
ト

ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ま
れ
ど
こ
か
へ
運
ば

れ
て
行
く
。
そ
れ
ら
舞
台
設
営
の
裏
方

の
仕
事
の
手
際
は
、
幼
い
私
に
と
っ
て

は
ま
る
で
世
界
を
創
造
で
き
る
魔
法
の

よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

　

い
く
つ
か
見
て
来
た
な
か
で
、
最
も

記
憶
に
残
っ
て
い
る
舞
台
は
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
マ
ル
シ
ャ
ー
ク
原
作
の
「
森
は
生

平
塚
　
知
仁

よ
り
良
い
展
示
を
目
指
し
て

よ
り
良
い
展
示
を
目
指
し
て
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き
て
い
る
」
と
い
う
物
語
の
オ
ペ
ラ
版

で
す
。
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
十
二

人
の
月
の
精
に
ま
つ
わ
る
ロ
シ
ア
の
物

語
な
の
で
す
が
、
物
語
の
冒
頭
、「
燃
え

ろ
、
燃
え
ろ
、
鮮
や
か
に
」
と
十
二
月

の
精
達
が
焚
火
を
囲
ん
で
歌
い
踊
る
場

面
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

赤
い
光
に
照
ら
さ
れ
た
布
が
送
風
機

に
煽
ら
れ
、
は
た
め
い
て
い
る
そ
の
様

が
、
幼
い
私
に
は
ど
う
し
て
も
本
物
の

焚
火
に
し
か
見
え
ず
、
困
惑
す
る
と
共

に
そ
の
不
思
議
な
揺
ら
め
き
が
私
を
物

語
の
世
界
観
へ
と
引
き
込
ん
で
い
き
ま

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
体
験
を
経
て
き
た
事
が
、

今
の
美
術
の
裏
方
と
も
言
え
る
美
術
施

工
の
仕
事
に
対
す
る
思
い
へ
と
繋
が
っ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

変
わ
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
も
の

　

二
〇
一
五
年
よ
り
、
私
は
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
美
術
施
工
家
と
し
て
活
動
を
始

め
ま
し
た
。
こ
の
二
年
間
で
、
新
潟
の

越
後
妻
有
で
開
か
れ
た
「
大
地
の
芸
術

祭
」
、
神
奈
川
県
の
箱
根
に
あ
る
彫
刻

の
森
美
術
館
、
東
京
都
現
代
美
術
館
な

ど
、
様
々
な
御
縁
で
日
本
各
地
の
芸
術

祭
や
美
術
館
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
展
覧

会
設
営
に
立
ち
会
い
、
多
く
の
学
芸
員

や
作
家
と
仕
事
を
す
る
事
が
で
き
ま
し

た
。

　

当
た
り
前
で
す
が
、
作
家
の
作
品
は

制
作
方
法
か
ら
展
示
方
法
に
い
た
る
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
手
法
や
ル
ー
ル
が

決
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
一
度
の

仕
事
で
得
る
事
の
で
き
た
経
験
が
、
そ

の
次
に
生
か
す
事
が
で
き
る
か
と
言
う

と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
展
示
す
る

作
品
が
変
わ
れ
ば
、
前
回
の
仕
事
で
得

た
経
験
が
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
と

言
う
事
も
よ
く
あ
る
た
め
、
常
に
そ
の

時
々
に
合
っ
た
、
作
品
に
と
っ
て
最
良

の
展
示
の
形
態
を
考
え
続
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
、

こ
の
仕
事
の
面
白
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
最

も
良
か
っ
た
と
思
え
る
瞬
間
は
、
展
示

も
し
く
は
作
品
の
完
成
に
立
ち
会
え
る

事
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
で
ま
だ
誰

も
見
た
事
の
な
い
作
品
の
第
一
鑑
賞
者

に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
か
ら

　

近
年
、
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
や
ト
リ
エ
ン

ナ
ー
レ
形
式
の
芸
術
祭
が
日
本
各
地
で

数
多
く
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
ま
で
は
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
が

展
覧
会
の
会
場
と
し
て
主
流
で
し
た
が
、

古
民
家
や
道
端
な
ど
個
性
を
持
っ
た
特

殊
な
空
間
で
の
展
示
も
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

そ
う
い
っ
た
特
殊
な
空
間
で
作
品
と

空
間
の
双
方
が
調
和
す
る
よ
う
な
展
示

を
作
り
上
げ
て
い
く
、
ま
た
、
ホ
ワ
イ

ト
キ
ュ
ー
ブ
で
あ
っ
て
も
作
品
の
魅
力

を
引
き
立
て
て
い
く
よ
う
な
展
示
作
り

を
、
私
は
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

ひ
ら
つ
か
　
と
も
ひ
と

一
九
九
一
年　

高
知
県
四
万
十
市（
旧

西
土
佐
村
）
出
身

二
〇
一
四
年
尾
道
市
立
大
学
芸
術
文

化
学
部
美
術
学
科
日
本
画
コ
ー
ス
卒

業
。
二
〇
一
五
年
か
ら
作
家
活
動
を

行
い
つ
つ
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
美
術
施

工
の
仕
事
を
始
め
る
。

（
二
〇
一
五
年
）

・
大
地
の
芸
術
祭
／
岩
間
賢
の
作
品

制
作
補
佐

・
淺
井
裕
介
展 「
絵
の
種 

土
の
旅
」

／
制
作
補
佐
・
展
示
設
営

・
東
京
ア
ー
ト
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
見

え
な
い
都
市
を
見
せ
る
」
／
現
代

芸
術
活
動
チ
ー
ム
目
の
制
作
補

佐
・
展
示
設
営

（
二
〇
一
六
年
）

・
さ
い
た
ま
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ2016

／
現
代
芸
術
活
動
チ
ー
ム
目
の
制

作
補
佐
・
展
示
設
営

・
目 in Beppu

／
現
代
芸
術
活
動
チ

　

ー
ム
目
の
制
作
補
佐
・
展
示
設
営
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四
国
学
院
大
学
は
香
川
県
善
通
寺
市

と
い
う
人
口
三
万
人
の
小
さ
な
街
に
あ

る
大
学
で
す
。
そ
の
大
学
が
、
二
〇
一

一
年
に
学
長
特
別
補
佐
と
し
て
劇
作
家

・
演
出
家
の
平
田
オ
リ
ザ
氏
を
迎
え
、

中
四
国
初
の
本
格
的
演
劇
コ
ー
ス
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

　

学
長
の
末
吉
高
明
氏
が
、
学
生
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
の
た

め
、
ド
ラ
マ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取

り
入
れ
よ
う
と
平
田
オ
リ
ザ
氏
に
相
談

し
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

　

私
は
、
そ
れ
ま
で
東
京
を
中
心
に
演

出
家
と
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
演
劇
コ
ー
ス
の
常
勤
講
師
と
し
て

着
任
、
住
ま
い
も
善
通
寺
市
に
移
し
ま

し
た
。
ま
た
、
四
国
学
院
大
学
は
敷
地

内
に
ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
と
い
う
席
数
八

十
席
程
度
の
小
劇
場
ク
ラ
ス
の
ス
タ
ジ

オ
を
所
有
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の

芸
術
監
督
に
も
就
任
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
で
は
、
青
年

団
、
虚
構
の
劇
団
、
東
京
デ
ス
ロ
ッ
ク
、

チ
ェ
ル
フ
ィ
ッ
チ
ュ
な
ど
プ
ロ
の
劇
団

の
上
演
、
森
新
太
郎
氏
や
矢
内
原
美
邦

氏
、
多
田
淳
之
介
氏
な
ど
第
一
線
で
活

躍
す
る
演
出
家
・
振
付
家
と
学
生
ス
タ

ッ
フ
・
キ
ャ
ス
ト
に
よ
る
レ
ジ
デ
ン
ス

作
品『
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｐ（
四
国
学
院
大
学
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
）』、

そ
し
て
私
た
ち
教
員
と
学
生
で
ク
リ
エ

イ
シ
ョ
ン
す
る
『
シ
ア
タ
ー
タ
ン
ク
』、

学
生
た
ち
が
実
験
的
な
作
品
を
創
作
・

上
演
す
る
『
ノ
ト
ス
ラ
ボ
』
な
ど
、様
々

な
形
で
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
上
演
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
上
演
の
他
に
、
年
に
二
回
、

子
供
向
け
演
劇
と
ダ
ン
ス
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
「
ノ
ト
ス
ク
ー
ル
」
も
開
催
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
小
学
生
を
対
象
に

し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
本
学
教
員

の
阪
本
麻
郁
（
ダ
ン
ス
）
、
仙
石
桂
子

（
即
興
演
劇
）
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

を
務
め
、
学
生
が
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
運

営
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
昨
年
度
か
ら
は
国
際
交
流
企
画

に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、
二
〇
一
五
年

は
韓
国
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
、
二
〇

一
六
年
は
ド
イ
ツ
か
ら
カ
ン
パ
ニ
ー
を

招
致
し
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス

や
演
劇
を
上
演
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
瀬
戸
内
国
際
芸

術
祭
参
加
や
、
香
川
県
の
文
化
芸
術
祭

へ
の
参
加
な
ど
、
外
部
で
の
公
演
も
積

極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
こ
れ
ら
の
公
演
、
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
地
域
の
皆
様
に
も
大

変
好
評
で
、
ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
は
大
学

内
の
施
設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
に
ひ

ら
か
れ
た
「
劇
場
」
と
し
て
、
順
調
に

発
展
し
、
今
で
は
、
四
国
内
に
お
い
て

も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
劇
場
の
一
つ
と

な
り
ま
し
た
。

　

高
知
県
か
ら
も
毎
公
演
ご
と
に
、
多

く
の
演
劇
フ
ァ
ン
、
演
劇
・
ダ
ン
ス
関

係
者
に
ご
来
場
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
を「
地
域
の
劇
場
」

と
し
て
運
営
し
て
い
き
た
い
、
と
い
う

の
は
当
初
か
ら
の
私
の
目
標
で
し
た
の

で
、
こ
う
し
て
県
外
か
ら
の
観
客
が
来

て
く
だ
さ
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
こ
と

の
よ
う
に
な
っ
て
本
当
に
あ
り
が
た
い

限
り
で
す
。

　

「
劇
場
は
生
き
物
」
だ
と
言
い
ま
す

が
、
こ
の
六
年
、
ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
を

運
営
し
て
き
て
、
そ
れ
を
私
は
実
感
し

ま
し
た
。
演
劇
コ
ー
ス
が
で
き
る
前
、

こ
の
ス
タ
ジ
オ
は
綺
麗
な
箱
で
し
た
。

そ
れ
を
、
プ
ロ
の
劇
団
が
来
る
た
び
に
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
要
望
を
な
る
べ
く
聞

き
入
れ
よ
り
よ
い
作
品
創
り
に
貢
献
で

き
る
よ
う
劇
場
と
し
て
対
応
し
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
劇
場
で
作
品
の
ク
リ
エ

イ
シ
ョ
ン
を
す
る
た
び
に
、
学
生
た
ち

と
一
緒
に
新
し
い
劇
場
の
使
い
方
や
運

用
を
考
え
、
少
し
ず
つ
備
品
も
増
や
し
、

よ
り
使
い
や
す
い
劇
場
を
目
指
し
て
カ

ス
タ
マ
イ
ズ
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
積
み
重
ね
で
、
劇
場
が
空

間
と
し
て
本
当
に
よ
い
も
の
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
劇
場
は
管
理
・
保
存
す
る

た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
作
品
を
創
り

続
け
る
、
上
演
し
続
け
る
空
間
、
場
で

あ
る
べ
き
だ
と
再
認
識
し
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
が
劇
場
の
存
在
意
義
で
あ
り
、

劇
場
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と

私
は
思
い
ま
す
。

　

地
域
に
い
て
も
大
抵
の
〝
も
の
〟
は

手
に
入
り
ま
す
。
専
門
書
は
ア
マ
ゾ
ン

で
購
入
で
き
ま
す
し
、
お
し
ゃ
れ
な
服

は
Ｚ
Ｏ
Ｚ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
で
購
入
、
楽
天

で
海
外
の
家
具
も
購
入
で
き
ま
す
。
イ

オ
ン
モ
ー
ル
と
ネ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
、
地

域
に
い
て
も
大
抵
の
〝
も
の
〟
が
手
に

西
村
　
和
宏

ノ
ト
ス
ス
タ
ジ
オ
の
六
年
間
の

取
り
組
み
と
そ
こ
か
ら
見
え
て

き
た
こ
と
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入
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
〝
も
の
〟
に

関
し
て
は
東
京
も
地
域
も
そ
れ
ほ
ど
格

差
は
な
い
の
で
す
。
食
に
関
し
て
は
、

東
京
よ
り
高
知
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
美

味
し
い
食
材
が
安
く
手
軽
に
入
る
で
し

ょ
う
。
医
療
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？ 

医
療
も
地
域
の
病
院
が
全
国
初
の
手
術

に
成
功
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
み
る

こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
過
疎
地

や
離
島
で
の
格
差
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
県
レ
ベ
ル
で
は

地
域
間
格
差
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

翻
っ
て
、
芸
術
文
化
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
？ 

私
は
東
京
か
ら
、
香
川
に
越
し

て
き
た
時
、
観
ら
れ
る
映
画
が
圧
倒
的

に
少
な
く
な
っ
た
こ
と
に
愕
然
と
し
ま

し
た
。
観
た
い
と
思
っ
た
映
画
が
四
国

で
は
や
っ
て
な
い
の
で
す
。
せ
い
ぜ
い

岡
山
ま
で
、
と
い
う
映
画
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
で
は
、
舞
台
芸
術
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
？ 

さ
ら
に
観
ら
れ
る
作
品

が
少
な
く
な
り
ま
す
。
仕
方
が
な
い
の

で
、
東
京
や
関
西
な
ど
都
市
部
に
観
に

行
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
夫
婦
で

東
京
観
劇
に
行
け
ば
、
一
、
二
本
観
る

だ
け
で
十
万
円
程
度
か
か
り
ま
す
。
と

て
も
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
年
に
何
回
も

行
け
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
地
域
だ
と
芸

術
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
圧
倒
的
に
悪

く
、
地
域
間
格
差
が
か
な
り
あ
る
と
言

え
ま
す
。
で
は
、
こ
の
文
化
格
差
は
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

地
域

に
住
ん
で
い
る
か
ら
文
化
芸
術
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
仕
方
が
な
い
、

と
諦
め
る
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

　

私
は
こ
こ
に
公
共
ホ
ー
ル
の
役
割
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。
地
域
の
芸
術
文
化

の
中
心
を
担
え
る
の
は
公
共
ホ
ー
ル
に

し
か
で
き
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
公
共
ホ
ー
ル
は
十

年
、
二
十
年
後
の
そ
の
地
域
に
お
け
る

芸
術
文
化
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
劇
場
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
す
。
長

期
ス
パ
ン
で
地
域
の
文
化
芸
術
を
考
え

る
こ
と
は
公
共
的
な
施
設
に
し
か
で
き

な
い
仕
事
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

私
は
な
に
も
鑑
賞
機
会
を
保
証
す
る

た
め
に
東
京
か
ら
劇
団
を
多
く
招
致
し

ろ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
、
予
算
の

な
か
で
何
が
で
き
る
か
、
将
来
を
見
据

え
て
必
死
に
あ
が
い
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
る
だ
け
で
す
。
予
算
が
潤
沢
で
あ

れ
ば
、
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
の

よ
う
に
、
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
・
俳
優
を

雇
用
し
、
世
界
的
水
準
の
作
品
を
創
っ

て
い
く
と
い
う
の
も
一
つ
の
あ
り
方
で

す
し
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の

中
心
を
担
う
た
め
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

や
市
民
劇
を
実
施
し
て
い
く
と
い
う
の

も
一
つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
正
解

に
し
む
ら
　
か
ず
ひ
ろ

一
九
七
三
年
生
ま
れ　

兵
庫
県
出
身

演
出
家
、
四
国
学
院
大
学
准
教
授
、
サ
ラ

ダ
ボ
ー
ル
主
宰
、
青
年
団
演
出
部
、
ノ
ト

ス
ス
タ
ジ
オ
芸
術
監
督
。
一
九
九
九
年
よ

り
劇
団
第
三
エ
ロ
チ
カ
で
俳
優
と
し
て
活

動
。
二
〇
〇
二
年
に
サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル
を
立

ち
上
げ
、
以
降
す
べ
て
の
演
出
を
手
掛
け

る
。
二
〇
〇
五
年
よ
り
平
田
オ
リ
ザ
氏
が

主
宰
す
る
劇
団
青
年
団
の
演
出
部
に
所
属
。

二
〇
一
一
年
よ
り
四
国
学
院
大
学
に
て
教

鞭
を
執
る
。
こ
れ
を
機
に
活
動
の
拠
点
を

香
川
県
に
移
し
、
地
域
で
の
演
劇
教
育
や

創
作
活
動
を
行
う
。

は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
状
況
や
予
算
に
応
じ
て
ベ
タ

ー
を
探
し
続
け
る
し
か
な
い
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
努
力
し
続
け
る
劇
場
が
四

国
内
で
少
し
で
も
増
え
、
そ
れ
ら
が
繋

が
り
、
四
国
内
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
で
き
れ
ば
、
か
な
り
豊
か
な
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
劇
場
が
ク
リ
エ
イ
シ

ョ
ン
し
た
も
の
を
四
国
内
で
ツ
ア
ー
す

る
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
す
し
、
プ

ロ
の
劇
団
を
数
館
の
劇
場
が
連
携
し
て

招
致
し
、
交
通
費
を
折
半
、
四
国
内
ツ

ア
ー
を
実
施
す
る
と
い
う
の
も
か
な
り

現
実
的
な
案
だ
と
思
い
ま
す
。

　

劇
場
単
体
だ
と
難
し
い
こ
と
で
も
四

国
と
い
う
地
域
で
見
れ
ば
、
可
能
性
は

ぐ
っ
と
広
が
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
劇
場

や
公
共
ホ
ー
ル
が
で
き
る
こ
と
は
決
し

て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
劇
場
・
演
劇

・
ダ
ン
ス
の
関
係
者
の
皆
様
、
よ
り
豊

か
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
に
す
る

た
め
に
も
、
自
分
の
創
作
環
境
の
た
め

に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
こ
れ
か
ら

も
お
互
い
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

機
会
を
設
け
て
は
語
り
合
い
、
顔
を
つ

な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

劇
団
や
劇
場
単
体
、
市
や
県
だ
け
で

見
る
の
で
は
な
く
、
四
国
を
一
つ
と
し

て
捉
え
、
四
国
全
体
で
芸
術
文
化
を
盛

り
上
げ
て
い
き
た
い
、
私
は
、
そ
う
切

に
願
っ
て
い
ま
す
。

　

き
っ
と
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
風
景
に

四
国
の
芸
術
文
化
の
、
地
域
社
会
の
未

来
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う

の
で
す
。

ノトススタジオと四国学院大学
演劇コースの学生　　　　　　
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江
戸
時
代
の
町
並
み

　

高
知
市
の
中
心
市
街
に
あ
る
本
町
と

帯
屋
町
は
、
江
戸
時
代
に
で
き
た
町
並

み
で
す
。

　

本
町
は
、
東
の
堀
詰
か
ら
西
の
升
形

ま
で
を
貫
く
本
町
筋
（
現
在
の
電
車
通

り
）
に
面
し
た
侍
屋
敷
町
で
、
城
下
町

が
建
設
さ
れ
た
と
き
最
初
に
で
き
た
町

筋
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
町
名
が
つ
い

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
帯
屋
町
は
、
本

町
筋
に
並
行
し
て
西
の
升
形
ま
で
延
び

る
帯
屋
町
筋
に
面
し
た
町
筋
で
、
町
名

は
藩
政
時
代
初
期
、
町
の
東
方
に
大
商

人
帯
屋
勘
助
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に
由

来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
帯
屋
町

は
西
端
に
御
城
の
南
御
門
や
藩
主
の
御

殿
を
ひ
か
え
た
町
筋
で
、
そ
の
後
、
町

屋
は
な
く
な
り
、
家
老
屋
敷
や
藩
の
南

会
所
、
医
学
館
な
ど
が
並
ん
で
い
ま
し

た
。

現
れ
た
侍
屋
敷

　

平
成
二
十
七
・
二
十
八
年
に
は
、
高

知
市
役
所
の
庁
舎
改
築
に
伴
っ
て
、
市

役
所
と
市
民
図
書
館
敷
地
内
の
発
掘
調

査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
（
高
知
市
教
育

委
員
会
）
。
こ
こ
は
江
戸
時
代
に
家
老

屋
敷
や
藩
主
一
族
の
屋
敷
が
あ
っ
た
所

で
、
調
査
に
よ
り
、
江
戸
時
代
前
期
か

ら
後
期
（
十
七
～
十
九
世
紀
）
の
侍
屋

敷
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
区
で
は
、
水
道
施
設
や
井
戸
、

建
物
の
柱
穴
、
屋
敷
境
の
溝
、
塀
な
ど

の
基
礎
の
石
列
、
ご
み
穴
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
施
設
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

上
水
道
と
井
戸

　

本
町
の
侍
屋
敷
で
は
、
江
戸
時
代
後

期
（
十
九
世
紀
）
の
水
道
施
設
と
み
ら

れ
る
、
木も
く

樋ひ

と
枡ま
す

を
検
出
し
ま
し
た
。

木
樋
は
当
時
の
水
道
管
で
、
板
を
組
み

合
わ
せ
た
断
面
が
四
角
形
の
も
の
や
、

丸
い
木
を
刳
り
貫
い
た
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
類
例
の
水
道
施
設
に
は
竹
管
を

使
用
し
た
竹
樋
が
あ
り
、
こ
れ
は
高
知

城
下
町
の
追
手
筋
遺
跡
（
平
成
二
十
五

年
度
新
図
書
館
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
、

高
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
で
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
枡
は
貯
水

槽
と
し
て
の
役
割
の
も
の
と
、
水
量
・

水
質
を
見
る
も
の
、
分
水
す
る
も
の
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
町
遺
跡
で
検
出
し
た
木
樋
は
、
厚

さ
四
・
五
㎝
、
幅
四
十
㎝
の
底
板
に
側

板
と
蓋
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
断

面
四
角
形
の
木
樋
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
枡
は
上
部
を
欠
損
し

て
い
ま
し
た
が
、
幅
五
十
㎝
程
の
箱
形

の
も
の
で
し
た
。
木
樋
は
こ
の
枡
に
接

合
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
介
し
て
屋

敷
内
に
水
を
取
り
入
れ
る
構
造
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

井
戸
は
木
製
の
筒
形
の
井
戸
枠
を
も

つ
も
の
が
数
箇
所
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
末
～
近
代
頃
の
打
ち
込
み
式

の
井
戸
も
あ
り
、
様
々
な
形
態
の
井
戸

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

浜
田
　
恵
子

高
知
城
下
町
遺
跡
を
掘
る
（
一
）

　
〜 
江
戸
時
代
の
町
並
み
と
侍
屋
敷

北から現在の電車通りを臨んでいる
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池
跡

　

江
戸
時
代
後
期
（
十
九
世
紀
）
に
な

る
と
、
帯
屋
町
側
に
藩
主
一
族
の
屋
敷

が
構
え
ら
れ
ま
し
た
。
調
査
で
は
、
こ

の
頃
の
池
跡
が
検
出
さ
れ
、
山
内
氏
の

屋
敷
内
に
池
を
伴
う
庭
園
が
造
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
池
は
東
西
二
十
一
ｍ
、
南
北
七
・

六
ｍ
ま
で
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
調

査
区
の
外
側
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
さ

ら
に
広
大
な
池
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
池
の
石
の
多
く
は
後
世
の
撹
乱
に

よ
っ
て
動
い
て
い
ま
し
た
が
、
周
囲
に

石
を
巡
ら
す
様
子
や
、
北
岸
に
配
置
さ

れ
た
丘
状
の
石
組
み
の
遺
構
は
、
追
手

筋
遺
跡
の
池
跡
と
も
共
通
し
て
お
り
、

土
佐
の
池
造
り
の
地
域
色
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

屋
敷
境
と
周
辺
の
空
間

　

隣
り
合
う
屋
敷
の
間
に
は
、
江
戸
時

代
前
期
（
十
七
世
紀
）
か
ら
溝
が
あ
り
、

各
屋
敷
が
溝
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
帯
屋
町
遺
跡
の
家
老
屋
敷
の

西
端
に
は
、
南
北
に
延
び
る
幅
一
・
八

ｍ
、
深
さ
〇
・
七
ｍ
の
溝
が
掘
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
屋
敷
地
の
西
隅
に
あ
た
る

こ
の
空
間
は
、
周
辺
に
大
型
の
穴
が
繰

り
返
し
掘
ら
れ
、
食
材
や
壊
れ
た
道
具

な
ど
の
ご
み
が
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

井
戸
も
数
箇
所
に
あ
り
、
敷
地
の
隅
や

裏
手
が
、
賄
い
や
ご
み
処
理
の
空
間
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

　

十
九
世
紀
に
な
る
と
、
藩
主
一
族
の

屋
敷
の
境
界
に
は
、
塀
な
ど
の
基
礎
と

み
ら
れ
る
石
列
が
巡
ら
さ
れ
ま
し
た
。

石
列
は
三
十
～
五
十
㎝
大
の
石
（
チ
ャ

ー
ト
）
を
組
ん
だ
も
の
で
、
溝
の
近
く

な
ど
地
盤
が
弱
い
所
で
は
、
石
の
下
に

胴
木
が
組
ま
れ
、
基
礎
は
堅
固
な
構
造

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
町
境

の
東
西
溝
の
北
壁
に
沿
う
石
列
は
、
石

の
崩
落
を
防
ぐ
た
め
に
、
石
の
前
面
を

杭
や
丸
太
に
よ
っ
て
補
強
し
て
い
ま
し

た
。
丸
太
は
径
二
十
㎝
で
、
三
・
七
～

三
・
八
㎝
の
間
隔
で
接
続
さ
れ
て
繋
が

れ
、
接
合
部
分
は
さ
ら
に
直
角
方
向
か

ら
別
の
丸
太
を
差
し
込
ん
で
、
固
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
丸
太
は
固
定
の
た
め

の
加
工
が
各
所
に
施
さ
れ
て
お
り
、
当

時
の
基
礎
工
事
技
術
を
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

町
境
の
溝

　

帯
屋
町
と
本
町
の
侍
屋
敷
は
そ
れ
ぞ

れ
道
側
を
正
面
と
し
て
い
ま
し
た
。
双

方
の
屋
敷
の
背
面
に
あ
た
る
境
界
に
は

東
西
に
延
び
る
溝
が
あ
り
、
こ
れ
が
帯

屋
町
と
本
町
の
町
境
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

溝
は
十
七
世
紀
（
江
戸
時
代
前
期
）

か
ら
あ
り
、
も
と
は
幅
二
ｍ
深
さ
一
ｍ

程
の
素
堀
の
溝
で
し
た
が
、
江
戸
時
代

後
期
に
は
北
岸
に
石
組
み
の
基
礎
を
も

つ
塀
な
ど
の
施
設
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

近
代
に
な
る
と
、
溝
は
南
側
に
も
石
組

み
が
設
置
さ
れ
て
幅
が
狭
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
町
境
の
水
路
と
し
て
、
現
代
ま

で
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
最
後
に
こ
の

水
路
が
埋
め
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十

年
の
高
知
空
襲
の
直
後
で
あ
り
、
溝
の

最
上
層
は
赤
く
焼
け
た
瓦
や
熱
で
溶
け

た
ガ
ラ
ス
、
焼
土
な
ど
に
よ
っ
て
埋
没

し
て
い
ま
し
た
。

　

町
境
の
溝
が
消
え
た
今
で
も
、
江
戸

時
代
の
町
並
は
現
在
の
道
や
敷
地
境
界

に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
城
下
町
の
面

影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

は
ま
だ
　
け
い
こ

高
知
市
教
育
委
員
会 

民
権
・
文
化

財
課
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や
が
て
東
京
か
ら
鈴
木
み
の
り
が
帰

高
し
、
稽
古
が
始
ま
っ
た
。
鈴
木
は
普

段
も
の
書
き
を
生
業
に
し
て
い
る
。
言

葉
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
方
が
半
端
で
な

く
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
異
を
唱
え
、

細
部
に
ま
で
及
ぶ
。
圧
倒
さ
れ
な
が
ら

も
藤
岡
武
洋
は
触
発
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ

を
広
げ
て
い
く
。
対
す
る
は
と
て
つ
も

な
く
大
き
な
原
っ
ぱ
で
あ
る
。
そ
の
空

間
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
造
形
を
す
る

か
？
俳
優
の
身
体
を
抽
象
化
し
な
が
ら

も
明
瞭
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
、
説

得
力
の
あ
る
演
技
が
で
き
る
か
？
台
詞

の
語
り
と
身
体
感
覚
は
不
可
分
で
あ
る
。

と
も
か
く
奇
を
衒
っ
た
ト
リ
ッ
キ
ー
な

こ
と
は
し
な
い
。
「
丁
寧
に
、
丁
寧
に

戯
曲
を
解
釈
し
世
界
を
構
築
し
て
い
く

こ
と
」
を
目
指
そ
う
と
取
り
組
ん
だ
。

　

利
賀
村
に
発
つ
前
日
、
高
知
県
立
美

術
館
で
プ
レ
上
演
を
行
う
。
美
術
館
の

藤
田
館
長
は
『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』

や
『
誤
解
』
で
共
に
過
ご
し
た
言
わ
ば

盟
友
。
か
つ
て
の
事
業
を
継
承
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
こ
と
を
趣
旨
と
し

て
、
美
術
館
も
共
催
し
て
く
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
開
演
直
前
の
激
し
い
雷
雨

に
よ
っ
て
、
野
外
か
ら
急
遽
美
術
館
ホ

ー
ル
に
切
り
替
え
た
が
、
昼
間
ホ
ー
ル

内
で
何
度
か
通
し
稽
古
を
し
て
い
た
こ

と
で
、
何
と
か
対
応
出
来
た
。
舞
台
の

ハ
ネ
た
後
の
お
客
さ
ん
の
拍
手
が
と
て

も
熱
い
。
こ
れ
な
ら
利
賀
で
イ
ケ
る
の

で
は
な
い
か
？
手
応
え
を
感
じ
、
翌
日

私
た
ち
は
利
賀
村
に
出
立
し
た
。

　

利
賀
村
に
到
着
し
た
の
は
二
十
一
時

に
な
っ
て
い
た
。
本
来
な
ら
ば
上
演
二

組
を
観
劇
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
間
に
合

わ
ず
、
審
査
会
か
ら
会
場
に
足
を
踏
み

入
れ
た
。
審
査
員
は
石
川
直
樹
氏
（
写

真
家
）、
相
馬
千
秋
氏
（
ア
ー
ト
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
、
芸
術
公
社
代
表
理
事
）、

蔦
森
皓
祐
氏
（
俳
優
・
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｔ
所
属
）、

平
田
オ
リ
ザ
氏
（
舞
台
芸
術
財
団
演
劇

人
会
議
理
事
長
・
青
年
団
主
宰
・
こ
ま

ば
ア
ゴ
ラ
劇
場
芸
術
総
監
督
・
劇
作
家
・

演
出
家
）
、
宮
城
聰
氏
（
演
出
家
・
Ｓ

Ｐ
Ａ
Ｃ-

静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー

芸
術
総
監
督
）
と
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ

れ
で
あ
る
。
平
田
氏
が
進
行
役
に
な
っ

て
審
査
会
が
は
じ
ま
る
。
「
何
ひ
と
つ

良
い
と
こ
ろ
が
な
い
…
…
」
。
厳
し
い

言
葉
に
、
上
演
を
終
え
た
団
体
は
深
く

首
を
う
な
だ
れ
る
。
無
自
覚
な
作
品
づ

く
り
が
そ
う
い
う
審
査
の
言
葉
を
引
き

出
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
次
は
自
分
た
ち

が
そ
の
場
に
さ
ら
さ
れ
る
か
と
思
う
と

皆
心
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
。

　

翌
日
は
舞
台
の
仕
込
み
の
開
始
。
私

た
ち
は
ス
タ
ッ
フ
を
含
め
て
六
名
。
事

務
局
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
「
リ
フ
ト
シ
ア

タ
ー
で
の
上
演
な
の
に
過
去
最
少
の
座

組
だ
」
と
呆
れ
ら
れ
、
今
回
の
応
募
数

が
、
三
十
団
体
あ
っ
た
こ
と
や
、
う
ち

八
団
体
が
上
演
審
査
に
進
め
た
と
初
め

て
聞
い
た
。
何
と
か
夕
方
ま
で
に
仕
込

み
を
終
え
、
夜
は
明
か
り
づ
く
り
。
誰

も
が
タ
フ
に
動
き
続
け
、
演
出
も
ど
ん

ど
ん
修
正
が
入
る
。
当
初
の
予
定
と
は

ま
っ
た
く
違
う
位
置
に
舞
台
を
設
定
す

る
。
野
外
な
ら
で
は
の
思
い
切
っ
た
変

更
は
面
白
い
。
翌
日
、
事
務
局
ス
タ
ッ

フ
を
観
客
に
迎
え
て
の
ゲ
ネ
プ
ロ
。
更

に
修
正
し
、
作
品
は
成
長
し
て
い
く
。

　

上
演
当
日
。
こ
の
日
は
何
を
し
て
い

た
か
ほ
と
ん
ど
思
い
出
せ
な
い
。
た
だ

舞
台
で
生
き
る
こ
と
だ
け
に
集
中
し
た
。

カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
が
終
わ
る
と
審
査
員

の
蔦
森
氏
が
舞
台
監
督
の
と
こ
ろ
ま
で

「
良
か
っ
た
ぞ
！
」
と
駆
け
寄
っ
て
き

て
く
れ
た
。
あ
の
名
優
蔦
森
氏
を
し
て

良
か
っ
た
と
褒
め
て
貰
え
る
と
は
も
う

そ
れ
だ
け
で
十
分
。
審
査
会
に
は
藤
岡

と
鈴
木
み
の
り
、
残
り
は
会
場
の
片
付

け
。
片
付
け
を
し
て
い
る
と
審
査
会
を

終
え
た
藤
岡
が
ホ
ッ
と
し
た
表
情
を
浮

か
べ
て
「
つ
っ
こ
ま
れ
た
の
は
、
ま
ぁ

想
定
内
の
範
囲
！
」
と
明
る
か
っ
た
。

指
摘
を
受
け
た
の
は
曖
昧
に
な
っ
た
演

出
部
分
。
俳
優
の
身
体
の
制
御
の
在
り

方
に
つ
い
て
も
平
田
氏
か
ら
ア
ド
バ
イ

ス
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
私
た
ち
は
と
も

か
く
奇
を
衒
わ
ず
、
丁
寧
に
戯
曲
に
向

か
い
合
っ
て
き
た
の
だ
が
、
石
川
氏
や

相
馬
氏
か
ら
は
「
何
か
も
っ
と
展
開
が

あ
る
の
か
と
思
っ
た
ら
何
に
も
な
か
っ

た
」
「
戯
曲
に
書
か
れ
た
ま
ん
ま
だ
っ

た
」
と
演
出
家
の
コ
ン
ペ
に
し
て
は
意

西
村
　
和
洋

『
お
國
と
五
平
』上
演
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
顛
末
記
　
後
編

－「
利
賀
演
劇
人
コ
ン
ク
ー
ル2016

」入
賞
ま
で
の
あ
ゆ
み

－
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に
し
む
ら
　
か
ず
ひ
ろ

演
出
家
・「
お
さ
ら
い
会
」
主
宰

舞
台
芸
術
財
団
演
劇
人
会
議
会
員
、
高

知
市
文
化
振
興
審
議
会
委
員
、
高
知
演

劇
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク・演
会
初
代
代
表（
二

〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
九
年
）

外
性
に
欠
け
る
作
品
づ
く
り
に
何
か
物

足
り
な
い
も
の
を
感
じ
た
ら
し
い
。
け

れ
ど
も
宮
城
氏
は
「
谷
崎
の
書
い
た
お

國
の
台
詞
を
関
西
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
語
っ
た
の
は
良
か
っ
た
。
き
っ
と
谷

崎
も
あ
ん
な
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
思

い
な
が
ら
書
い
た
ん
だ
ろ
う
」
と
コ
メ

ン
ト
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
鈴
木
み
の

り
の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。
そ
し
て
鈴
木

は
宮
城
氏
か
ら
「
こ
れ
か
ら
も
演
劇
を

続
け
な
さ
い
」
と
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た

と
、嬉
し
そ
う
に
語
る
。私
た
ち
に
と
っ

て
十
分
満
足
で
き
る
審
査
講
評
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
た
。

　

高
知
県
立
美
術
館
で
の
取
り
組
み
か

ら
も
う
す
で
に
十
年
。
あ
の
頃
共
に
過

ご
し
た
仲
間
と
は
、
私
や
藤
岡
は
若
干

考
え
が
異
な
り
、
た
だ
朴
訥
に
舞
台
芸

術
に
何
が
で
き
る
か
と
考
え
、
演
劇
に

取
り
組
ん
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
当
時

中
島
諒
人
氏
や
鈴
木
忠
志
氏
ら
が
多
大

な
支
援
を
し
て
く
れ
た
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
か
。

そ
れ
は
個
人
と
し
て
の
課
題
で
も
あ
り
、

地
域
の
芸
術
環
境
に
お
け
る
課
題
で
も

あ
る
。

　

地
方
で
一
人
の
演
出
家
を
育
て
る
の

に
何
と
時
間
の
掛
か
る
こ
と
か
。
藤
岡

は
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
に
「
ゼ
ロ
年
代

世
代
の
作
品
に
特
徴
的
な
ポ
ス
ト
ド
ラ

マ
の
ア
イ
デ
ア
の
集
積
を
、
文
化
芸
術

環
境
に
恵
ま
れ
な
い
地
方
で
活
動
す
る

演
劇
人
が
享
受
し
、
そ
こ
か
ら
考
え
を

深
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
」
と
記

し
た
。
地
方
で
の
芸
術
活
動
は
、
優
れ

た
才
能
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
自

ら
の
作
品
づ
く
り
を
進
め
ら
れ
な
い
た

め
、
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
る
機
会
も
ひ

ど
く
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
憂
え

続
け
た
十
年
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

私
に
し
て
み
れ
ば
地
方
で
の
舞
台
芸
術

活
動
か
ら
現
代
演
劇
の
文
脈
に
爪
痕
を

残
す
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
か
と
考
え

続
け
た
十
年
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
か

つ
て
「
弘
前
劇
場
」
の
長
谷
川
孝
治
氏

が
、
二
〇
〇
四
年
の
高
知
県
立
美
術
館

で
の
「
賢
治
幻
想　

電
信
柱
の
歌
」
公

演
の
折
に
「
郷
土
の
演
劇
史
に
名
を
連

ね
る
こ
と
は
出
来
た
で
し
ょ
？
だ
か
ら

次
は
日
本
の
演
劇
史
に
名
を
連
ね
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
よ
。
そ
し
て
出

来
れ
ば
世
界
の
演
劇
史
に
も
」
と
励
ま

し
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

か
く
し
て
「
俳
優
三
名
の
演
技
を
含

む
作
品
の
一
体
感
」
が
評
価
さ
れ
、「
利

賀
演
劇
人
コ
ン
ク
ー
ル2016

」
で
全
体

の
三
位
に
あ
た
る
「
奨
励
賞
」
を
受
賞

で
き
た
。
こ
れ
ま
で
私
も
藤
岡
も
仕
事

を
持
ち
な
が
ら
芸
術
活
動
に
邁
進
す
る

こ
と
を
「
一
領
具
足
の
精
神
で
頑
張
る

し
か
な
い
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。
ど

ん
な
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
心
意
気
が

大
切
だ
。
地
元
紙
に
は「
ア
マ
演
出
家
・

藤
岡
」
と
表
記
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
藤

岡
武
洋
は
立
派
な
プ
ロ
の
演
出
家
な
の

だ
。
そ
れ
を
生
業
に
し
て
飯
を
食
べ
ら

れ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
決
し
て

プ
ロ
だ
と
は
限
ら
な
い
。
要
は
精
神
の

在
り
方
と
本
質
を
見
抜
く
力
が
あ
る
か

ど
う
か
だ
。
利
賀
か
ら
帰
っ
て
、
藤
岡

は
「
自
分
が
今
こ
こ
に
い
ら
れ
る
の
は
、

海
外
の
こ
と
も
含
め
て
、
十
年
前
に
多

く
の
優
れ
た
環
境
に
身
を
置
か
せ
て
貰

え
た
経
験
の
お
陰
だ
」と
言
っ
た
。「
今
、

前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
高
知
の
若

手
に
も
、
そ
う
し
た
機
会
が
あ
れ
ば
ず

い
ぶ
ん
違
う
だ
ろ
う
に
。
僕
は
高
知
の

こ
れ
か
ら
十
年
先
が
ど
う
な
っ
て
い
く

か
し
っ
か
り
見
て
い
た
い
」
と
続
け
た
。

　

九
月
二
十
五
日
に
大
豊
町
八
畝
で『
お

國
と
五
平
』
の
最
後
の
上
演
を
終
え
、

ひ
と
ま
ず
こ
れ
で
「
『
お
國
と
五
平
』

上
演
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
座
組
も
す
べ

て
終
了
し
た
。
既
に
「
シ
ア
タ
ー
Ｔ
Ａ

Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｕ
Ｒ
Ａ
」
は
地
域
の
芸
術
拠
点

で
活
動
す
る
団
体
と
し
て
、
下
知
地
区

の
防
災
等
の
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
私
と
共
に
出
演
し
た

山
田
憲
人
も
、
同
じ
く
ま
ち
づ
く
り
に

貢
献
で
き
る
よ
う
な
芸
術
活
動
を
行
う

の
が
当
面
の
思
い
だ
。
何
故
な
ら
同
じ

趣
味
を
持
っ
た
仲
間
で
閉
じ
ら
れ
て
し

ま
い
が
ち
な
環
境
を
突
破
す
る
た
め
に

は
、
芸
術
に
内
在
す
る
力
を
使
っ
て
、

芸
術
に
興
味
関
心
の
な
い
人
々
と
協
働

し
、
創
造
的
に
課
題
解
決
に
あ
た
る
こ

と
が
今
は
大
事
だ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら

だ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
の
増
大
に
も
繋
が
る
だ
ろ

う
し
、
ま
ち
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も

貢
献
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ま
ち

づ
く
り
が
本
分
で
は
な
く
芸
術
あ
り
き

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
う

え
で
芸
術
が
ま
ち
づ
く
り
に
で
き
る
こ

と
を
証
明
し
て
見
せ
た
い
と
思
う
。
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日
本
に
は
、
と
て
も
豊
か
な
自
然
が

あ
り
ま
す
。
山
が
あ
り
、
お
い
し
い
お

野
菜
が
あ
り
ま
す
。
海
が
あ
り
、
お
魚

も
獲
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
育
ま
れ
た
食

文
化
が
あ
り
、
沢
山
の
窯
業
地
も
生
ま

れ
、
様
々
な
種
類
の
器
が
国
内
各
地
で

沢
山
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
、
陶
芸

家
と
し
て
器
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

器
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
地

味
な
作
業
で
す
。
ま
ず
、
土
を
作
る
。

そ
し
て
、
土
を
練
る
。
ろ
く
ろ
を
挽
き
、

素
焼
き
、
施
釉
を
し
て
、
千
二
百
三
十

度
前
後
の
窯
の
中
で
焼
成
し
ま
す
。
こ

の
工
程
の
ど
こ
を
間
違
っ
て
も
、
器
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に
は
窯
に
委

ね
る
わ
け
で
す
が
、
一
か
ら
十
ま
で
、

た
っ
た
一
人
で
出
来
る
こ
と
が
、
私
は

と
て
も
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

陶
芸
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
十
九

歳
の
と
き
に
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
に
入

学
し
た
こ
と
で
す
。
遠
く
離
れ
た
美
し

い
海
の
沖
縄
へ
の
憧
れ
と
、
手
に
技
術

が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
安
易
な

気
持
ち
で
入
学
し
ま
し
た
。
た
だ
、
何

も
分
か
ら
な
い
中
で
、
美
術
や
文
学
に

つ
い
て
話
せ
る
友
達
が
欲
し
い
と
、
単

純
な
が
ら
、
し
か
し
切
実
な
思
い
を
一

番
強
く
抱
い
て
い
ま
し
た
。

　

「
手
に
技
術
」
と
い
い
な
が
ら
、
入

学
後
、
自
分
が
誰
よ
り
も
不
器
用
だ
と

い
う
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
知
り
ま
し

た
。
才
能
の
有
無
も
思
い
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。
誰
よ
り
も
多
く
努
力
し
て
も
人

並
み
に
な
ら
な
い
く
ら
い
で
し
た
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
道
が
続
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
三
十
七
歳
の
今
も

右
往
左
往
し
て
い
ま
す
が
、
陶
芸
は
非

常
に
難
し
く
、
と
て
も
楽
し
い
の
で
す
。

　

技
術
だ
け
が
あ
り
、
形
に
な
っ
て
も
、

心
は
有
ら
ず
、
魅
力
に
な
ら
な
い
。
心

が
あ
っ
て
も
、
基
本
の
技
術
が
無
い
と
、

思
い
の
形
に
な
ら
な
い
。
と
っ
て
も
奥

深
い
作
業
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
き

っ
と
、
ど
ん
な
職
業
・
生
き
方
に
も
通

じ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

人
の
手
が
作
る
も
の
は
、
「
自
分
」

が
ど
う
し
て
も
現
れ
ま
す
。

　

私
は
自
然
や
動
物
が
大
好
き
で
す
。

ま
た
、
子
供
の
頃
か
ら
、
沢
山
の
小
説

や
音
楽
、
漫
画
、
映
画
に
助
け
ら
れ
生

き
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

友
人
は
、
深
く
狭
く
恵
ま
れ
ま
し
た
。

遠
く
離
れ
た
今
も
、
美
術
を
続
け
る
友

人
や
先
輩
に
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

陶
芸
も
も
ち
ろ
ん
、
絵
画
も
文
学
も

デ
ザ
イ
ン
も
、
日
々
の
暮
ら
し
を
豊
か

に
出
来
る
、
楽
し
く
愉
快
な
魔
法
の
技

術
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
素
敵
な
事

が
何
千
年
も
続
い
て
い
る
な
ん
て
、
感

激
で
す
。

　

ジ
ャ
ン
ル
も
年
代
も
違
う
、
私
が
生

ま
れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
、
こ
れ
か

ら
出
会
う
も
の
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
、

私
を
作
る
栄
養
に
、
私
を
作
る
元
気
に

な
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
…
。

　

そ
ん
な
、
「
私
自
身
」
が
器
に
現
れ

ま
す
。
強
い
と
こ
ろ
も
、
弱
い
と
こ
ろ

も
、
怖
い
く
ら
い
に
！

　

そ
の
時
折
々
の
き
れ
い
や
美
し
い
と

い
う
感
動
を
大
事
に
し
た
い
。
暗
い
気

持
ち
や
憂
鬱
な
も
の
も
大
切
に
し
た
い
。

自
分
の
感
覚
を
大
切
に
、
陶
芸
と
い
う

私
の
好
き
な
穴
を
深
く
狭
く
、
し
つ
こ

く
し
ぶ
と
く
掘
り
続
け
ら
れ
た
ら
、
内

広
川
　
絵
麻

陶
芸
は
お
も
し
ろ
い
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に
こ
も
っ
て
い
る
私
の
中
に
あ
る
、
見

え
な
い
何
か
を
見
つ
け
ら
れ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
そ
ん
な
私
の
欠
片
が
、
私
の

全
て
が
器
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
同
時
に
、
使
っ
て
下
さ
る

人
に
ど
う
受
け
止
め
て
も
ら
え
る
か
と

い
う
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
器

を
作
る
事
は
、
一
見
孤
独
な
作
業
の
様

に
見
え
ま
す
。
け
れ
ど
、

そ
の
先
に
使
っ
て
く
れ

る
誰
か
が
い
ま
す
。
使

っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
を
大
切
に
し
な
が
ら

作
る
こ
と
も
、
私
の
仕

事
の
一
片
だ
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
誰
か
を
思
い
浮

か
べ
て
、
作
っ
た
器
を

介
し
て
お
し
ゃ
べ
り
し

て
い
る
、
そ
ん
な
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。

　

器
は
、
料
理
を
盛
る
、

お
花
を
生
け
る
と
い
っ

た
用
途
と
い
う
制
約
が

あ
り
ま
す
。
穴
が
開
い

て
い
た
ら
、
お
水
が
汲

め
な
い
よ
う
に
。
け
れ

ど
、
そ
の
中
に
自
由
に
遊
べ
る
空
間
が

あ
る
。
そ
の
様
に
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。

丈
夫
な
も
の
、
長
く
使
い
続
け
る
事
の

出
来
る
も
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
器
は
お
料
理
が
盛
ら
れ
て
「
完

成
」
で
す
。
お
料
理
が
映
え
、
何
故
だ

か
お
い
し
く
見
え
る
も
の
こ
そ
、
私
は

作
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
ろ
か
わ
　
え
ま

一
九
七
九
年　

高
知
県
高
知
市
生
ま
れ

陶
芸
家
。
二
〇
〇
一
年
沖
縄
県
立
芸
術

大
学
美
術
工
芸
学
科
陶
芸
コ
ー
ス
卒
業
、

二
〇
〇
三
年
多
治
見
市
陶
磁
器
意
匠
研

究
所
卒
業
。

　

そ
し
て
、
毎
日
同
じ
工
程
・
同
じ
器

を
作
っ
て
も
日
々
変
わ
っ
て
い
け
た
ら
、

淡
々
と
新
鮮
な
気
持
ち
で
器
を
作
れ
た

ら
、
と
切
に
思
い
ま
す
。

　

昔
々
、
陶
芸
の
職
人
さ
ん
が
日
本
に

渡
っ
て
来
て
、
そ
の
文
化
が
広
ま
っ
て

以
来
ず
っ
と
、
沢
山
の
人
が
引
き
継
い

で
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

地
震
が
あ
っ
た
り
、
原
発
が
あ
っ
た

り
、
出
産
し
た
り
、
夫
婦
喧
嘩
し
た
り
、

笑
っ
た
り
泣
い
た
り
の
中
で
。

　

そ
う
し
て
で
き
た
器
は
、
死
ん
で
も

残
り
ま
す
。
最
初
は
そ
れ
が
何
と
も
気

持
ち
悪
か
っ
た
の
で
す
が
、
続
け
る
内

に
そ
れ
も
愉
快
だ
な
と
感
じ
た
り
し
て

い
ま
す
。

　

い
つ
の
間
に
か
何
と
な
く
始
め
た
陶

芸
が
私
の
生
活
の
一
部
と
な
り
、
体
を

元
気
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
好
き
と

い
う
こ
と
が
、
一
番
大
事
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
イ
ン
ド
ア
で
人
見
知
り
な
私
だ

け
ど
、
陶
芸
よ
、
あ
り
が
と
う
。

　

い
つ
か
誰
か
の
水
屋
に
そ
っ
と
忍
び

込
ん
で
、
そ
の
人
の
暮
ら
し
や
ご
飯
の

時
間
に
染
み
込
ん
で
い
き
た
い
な
…
と

思
い
ま
す
。　
　

　

二
〇
一
七
年
一
月
十
四
日
～
二
十
二

日
は
、
か
る
ぽ
ー
と
で
グ
ル
ー
プ
展
が

行
わ
れ
ま
す
。
窯
元
で
職
人
と
し
て
働

か
れ
て
い
た
方
、
教
室
を
さ
れ
て
い
る

方
、
独
特
の
技
法
で
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を

作
ら
れ
る
方
な
ど
。
先
輩
や
、
私
よ
り

随
分
若
い
方
々
と
器
を
通
し
て
出
会
え

る
事
を
嬉
し
く
有
難
く
思
っ
て
い
ま
す
。

楽
し
ん
で
真
剣
に
作
り
ま
す
の
で
、
も

し
お
時
間
あ
り
ま
し
た
ら
是
非
見
て
下

さ
い
。
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10～11月の事業から

　

舞
台
美
術
は
ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
の
み
。
照
明
は
地

明
か
り
の
み
。
音
響
は
生
ギ
タ
ー
の
み
。
脚
本
は

最
低
限
の
設
定
の
み
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
俳
優
の

肉
体
の
み
。
劇
の
ほ
ぼ
全
て
を
ア
ド
リ
ブ
で
駆
け

抜
け
る
、
即
興
演
劇
の
名
作
「
青
木
さ
ん
家
の
奥

さ
ん
」
を
、
現
代
演
劇
界
を
牽
引
す
る
演
出
家
を

俳
優
に
据
え
暴
れ
さ
せ
る
、前
代
未
聞
の
舞
台
「
演

出
家
だ
ら
け
の
青
木
さ
ん
家
の
奥
さ
ん
」
高
知
公

演
は
、
果
た
し
て
大
盛
況
で
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

終
演
後
、
お
客
様
に
は
「
本
当
に
全
部
ア
ド
リ

ブ
だ
と
は
！
」
と
驚
き
の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
で
も
、
全
く
稽
古
も
段
取
り
の
確
認
も
せ
ず
、

何
を
す
る
か
、
作
・
演
出
の
内
藤
氏
以
外
誰
も
知

ら
な
い
ま
ま
本
番
を
迎
え
た
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
「
完
全
即
興
」
の
場
面
、
舞
台
上
は
極
限

の
緊
張
と
集
中
力
で
満
た
さ
れ
、
客
席
に
ま
で
そ

の
ひ
り
つ
く
空
気
が
伝
播
し
、
面
白
い
の
に
息
苦

し
く
、
で
も
目
を
離
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の

で
、
こ
の
作
品
、
こ
の
出
演
者
た
ち
で
し
か
味
わ

え
な
い
特
異
な
空
間
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
劇
空
間
の
中
で
、

最
後
、
舞
台
を
締
め
る
に
相
応
し
い
た
っ
た
一
言

を
叫
ぶ
と
き
、
き
っ
と
目
撃
し
た
す
べ
て
の
人
が
、

そ
の
一
言
を
想
像
し
た
で
し
ょ
う
。

　

舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
そ
の
瞬
間
に
本

気
で
捻
り
だ
す
言
葉
の
数
々
、
そ
う
し
て
生
み
出

さ
れ
る
本
作
品
は
、
生
き
た
人
間
が
生
き
た
人
間

に
届
け
る
演
劇
の
魅
力
を
存
分
に
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
し
た
。

「
演
出
家
だ
ら
け
の
青
木
さ
ん
家
の
奥
さ
ん
」

二
〇
一
六
年
十
月
二
十
二
日
（
土
）、
二
十
三

日
（
日
） 

高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ
か
る
ぽ
ー
と 

小
ホ
ー
ル

〈
入
場
者
数
・
百
七
十
二
名
〉
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10～11月の事業から高知市文化振興事業団

　

十
一
月
三
十
日
・
か
る
ぽ
ー
と
大
ホ
ー
ル
に
お

い
て
、「
伝
統
芸
能
の
夕
べ 

特
別
公
演
」
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

出
演
は
、
市
川
染
五
郎
、
松
本
金
太
郎
、
尾
上

右
近
、
中
村
鷹
之
資
、
茂
山
逸
平
、
尾
上
菊
之
丞

の
六
名
。
一
部
は
、
日
本
舞
踊
の
菊
之
丞
さ
ん
と

狂
言
師
の
逸
平
さ
ん
が
本
公
演
の
た
め
に
創
り

上
げ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
「
三
番
叟
」。
二
部
は
、
染

五
郎
さ
ん
と
若
手
売
り
出
し
中
の
歌
舞
伎
役
者
・

右
近
さ
ん
が
み
せ
る
夢
幻
の
世
界
「
二
人
椀
久
」。

そ
し
て
三
部
は
、
本
公
演
の
目
玉
と
な
る
親
子
共

演
（
染
五
郎
さ
ん
と
金
太
郎
さ
ん
）
に
右
近
さ
ん

と
鷹
之
資
さ
ん
が
華
を
添
え
る
「
連
獅
子
」
で
す
。

　

そ
の
リ
ハ
ー
サ
ル
中
、
染
五
郎
さ
ん
が
身
ぶ
り

手
ぶ
り
を
交
え
、
金
太
郎
さ
ん
に
舞
い
方
を
教
え

る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
師
匠
と
し
て

の
厳
し
さ
よ
り
も
、
親
と
し
て
の
や
さ
し
さ
が
見

え
、
染
五
郎
さ
ん
の
性
格
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ

う
で
し
た
。

　

親
獅
子
・
仔
獅
子
を
演
じ
る
の
は
初
め
て
と
い

う
お
二
人
、
歌
舞
伎
と
い
う
芸
の
道
を
生
き
、
親

子
で
も
あ
り
師
弟
で
も
あ
る
と
い
う
姿
が
、
演
じ

る
獅
子
に
ダ
ブ
り
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
ま
し
た
。

染
五
郎
さ
ん
が
、
父
・
松
本
幸
四
郎
さ
ん
と
初
め

て
連
獅
子
を
演
じ
た
の
が
十
二
歳
の
時
、
金
太
郎

さ
ん
は
そ
れ
よ
り
も
一
年
早
く
十
一
歳
で
演
じ
ま

し
た
。
連
獅
子
の
最
後
に
親
子
で
首
を
振
り
乱
れ

る
シ
ー
ン
毛
振
り
で
は
、
染
五
郎
さ
ん
に
負
け
な

い
ぐ
ら
い
豪
快
に
、
且
つ
鮮
や
か
に
、
最
後
ま
で

父
親
に
食
ら
い
つ
い
て
い
く
様
は
、
非
常
に
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

全
三
部
で
二
時
間
半
と
い
う
公
演
で
し
た
が
、

そ
の
時
間
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
の
充
実

ぶ
り
で
、
終
演
後
は
、
歌
舞
伎
公
演
で
は
珍
し
い

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
り
ま
し

た
。
帰
路
に
着
く
人
々
は
皆
、
本
公
演
に
対
す
る

好
評
を
口
に
し
、
後
日
レ
ポ
ー
ト
用
紙
三
枚
分
の

感
想
文
を
書
い
て
く
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も
、
本
公
演
を
高
知
で

観
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
好
評
価
を
大
変
多
く
の

方
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〈
入
場
者
数
・
八
百
五
十
名
〉

伝
統
芸
能
の
夕
べ 

特
別
公
演
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二
〇
一
六
年
公
開
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映

画
「
ジ
ャ
ン
グ
ル･

ブ
ッ
ク
」
は
子
ど

も
に
も
大
人
に
も
好
評
だ
っ
た
と
聞
く
。

　

私
が
「
読
書
の
世
界
」
に
開
眼
し
た

の
は
、
こ
の
物
語
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

小
学
二
年
生
の
こ
ろ
、
母
が
買
い
与
え

て
く
れ
た
、
児
童
向
け
の
「
ジ
ャ
ン
グ

ル
ブ
ッ
ク
」（
キ
プ
リ
ン
グ
）
を
、
夢

中
に
な
っ
て
読
み
ふ
け
っ
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
に
育
て
ら
れ
た
少
年
―
―

オ
オ
カ
ミ
少
年
・
モ
ー

グ
リ
の
物
語
で
あ
る
。

　

子
ど
も
に
と
っ
て
、

オ
オ
カ
ミ
は
恐
ろ
し
い

存
在
で
あ
る
。
幼
児
期

に
心
に
刷
り
込
ま
れ
る

「
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
」

の
物
語
。
そ
の
中
で
オ

オ
カ
ミ
は
、
お
ば
あ
さ

ん
で
も
、
子
ど
も
で
も

頭
か
ら
食
べ
て
し
ま
う

化
け
物
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い

る
。

　

「
オ
オ
カ
ミ
と
七
匹
の
子
ヤ
ギ
」
に

出
て
来
る
オ
オ
カ
ミ
も
、「
三
匹
の
子

ブ
タ
」
の
オ
オ
カ
ミ
も
、
や
は
り
恐
ろ

し
い
。

　

と
こ
ろ
が
、「
ジ
ャ
ン
グ
ル･

ブ
ッ
ク
」

で
は
、
人
食
い
ド
ラ
に
追
わ
れ
た
人
間

の
赤
ん
ぼ
う
を
、
オ
オ
カ
ミ
が
保
護
す

る
の
で
あ
る
。
ト
ラ
を
追
い
払
い
、
赤

ん
坊
を
愛
情
深
く
育
て
て
ゆ
く
。
赤
ん

坊
は
、
オ
オ
カ
ミ
の
一
族
か
ら
〝
ジ
ャ

ン
グ
ル
の
掟
〟
を
学
び
な
が
ら
、
た
く

ま
し
く
成
長
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
引
き
込
ま
れ
た
。

　

恐
ろ
し
い
オ
オ
カ
ミ
を
味
方
に
す
る

と
、
最
強
の
用
心
棒
に
な
る
！ 

と
い

う
〝
革
命
的
な
発
見
〟
が
、
子
ど
も
の

心
を
魅
了
し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
こ
わ
く
な
い
。
オ
オ
カ

ミ
は
味
方
に
す
れ
ば
良
い
の
だ
。
―
―

こ
の
〝
価
値
転
換
〟
は
、
読
書
が
与
え

て
く
れ
た
〝
恩
寵
〟

だ
っ
た
。
大
人
か
ら

聞
か
さ
れ
る
「
お
と

ぎ
話
」
に
は
な
い
リ

ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
。

自
分
が
モ
ー
グ
リ
に

な
っ
て
密
林
を
か
け

ま
わ
る
白
昼
夢
に
陶

酔
し
な
が
ら
、「
読

書
の
世
界
」
の
虜
に

な
っ
て
い
っ
た
。

　

話
は
飛
ぶ
が
、「
竜

馬
が
ゆ
く
」（
司
馬

遼
太
郎
）
の
中
に
、

竜
馬
が
黒
船
を
見
て
独
白
す
る
場
面

が
あ
る
。「
あ
の
船
、
一
隻
で
も
よ
い
。

お
れ
の
も
の
に
で
き
ぬ
も
の
か
。
―

―
一
隻
で
大
名
じ
ゃ
」
―
―
こ
わ
い
黒

船
を
〝
我
が
も
の
〟
に
し
た
い
と
い
う

ロ
マ
ン
。
こ
れ
は
、「
オ
オ
カ
ミ
を
味

方
に
つ
け
れ
ば
、
最
強
の
用
心
棒
に
な

る
！
」
と
い
う
発
想
と
ど
こ
か
似
て
い

る
。
男
の
子
の
夢
に
は
、こ
う
い
う〝
型
〟

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
本
の
虫
）

ジャングル･ブック

風俗歳時記 
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こ
れ
ま
で
ど
れ
ぐ
ら
い
引
っ
越
し
し
た

か
、
古
稀
を
過
ぎ
る
と
す
ぐ
思
い
出
せ
る
だ

け
で
も
二
十
回
は
下
ら
な
い
。
三
十
回
ぐ
ら

い
は
移
住
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
た

び
に
ご
近
所
さ
ん
や
通
勤
コ
ー
ス
の
変
化
な

ど
、
引
っ
越
し
の
回
数
分
の
新
た
な
風
景
を

味
わ
っ
て
き
た
。

　

ご
く
最
近
、
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
木
造
の
家

に
引
っ
越
し
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
と

木
と
紙
の
家
で
は
、
こ
れ
ま
で
若
か
っ
た
せ

い
か
あ
ま
り
感
じ
な
か
っ
た
違
い
に
気
づ
い

た
。
歳
と
共
に
敏
感
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

歳
と
共
に
環
境
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な
る

ほ
ど
、
身
体
が
弱
っ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
思
う
。

　

木
造
住
宅
に
比
べ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
便
利
で

煩
わ
し
く
な
い
快
適
な
部
分
も
多
い
。
た
だ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
住
宅
が
決
定
的
に
木
造
住
宅

に
敵
わ
な
い
の
は
、
人
間
の
身
体
に
優
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
的
な
こ
と
だ
が

木
は
冬
で
も
陽
の
光
を
た
め
込
ん
で
い
る
よ

う
だ
し
、
人
が
住
む
そ
の
体
温
さ
え
木
は
感

じ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
何
年
も
前
に
研
究
し
た
人

が
い
て
、「
マ
ウ
ス
を
用
い
た
飼
育
実
験
で
、

木
、
鉄
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
三
種
の
箱
で

の
マ
ウ
ス
の
子
ど
も
の
生
存
率
が
、
木
造
で

は
約
九
〇
％
、
鉄
製
で
は
約
五
〇
％
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
で
は
一
〇
％
弱
で
あ
っ
た
」

と
い
う
も
の
。

　

と
こ
ろ
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
あ
っ

て
も
「
床
に
板
を
用
い
れ
ば
、
生
存
率
は
木

造
と
同
等
」
と
い
う
結
果
も
あ
り
、
必
ず
し

も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
、

内
装
に
木
材
を
し
っ
か
り
使
う
こ
と
で
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
影
響
は
少
な
く
な
る
と
い
う
。

そ
れ
は
木
が
人
間
の
身
体
に
優
し
い
証
で
も

あ
る
。
私
の
衰
弱
し
た
肉
体
を
引
き
合
い
に

出
さ
な
く
て
も
、
木
造
で
な
く
て
も
、
身
の

回
り
を
木
と
紙
で
覆
え
ば
、
人
の
身
体
に
は

優
し
く
な
る
の
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
（
霖
）

今号の表紙

　逆に余っているのかもしれません。私
の将来はどちらになるのでしょうか。手
はクラスメイトから借りました。ありが
とう。

（まつしま　りか／
　国際デザイン ･ ビューティカレッジ 1 年生）

「人手が足りない」
松島　利華

木
が
優
し
い
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