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1

子ね

の
所ゆ

か
り縁

特
任
館
長
　
榊
原
　
悟

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

他
愛
も
な
い
質
問
で
始
め
た
い
。

弁べ
ん
ざ
い
て
ん

財
天
に
恵え

び

す

比
寿
、
大だ

い
こ
く黒
、
毘び

し
ゃ
も
ん
て
ん

沙
門
天
、
布ほ

て

い袋
に
寿じ

ゅ
ろ
う老
に
福ふ

く
ろ
く
じ
ゅ

禄
寿
。
彼
ら
を
七
福
神
と
呼
ぶ

が
、
さ
て
、
こ
の
中
で
人
び
と
か
ら
最
も
敬
愛
さ
れ
て
い
る
の
は
誰
か
。

唯
一
の
女
性
神
た
る
、
別べ

っ
ぴ
ん嬪
の
弁
天
さ
ん
こ
そ
一
番
。
い
や
、
そ
れ
を
云
う
な
ら
商
売
繁
昌　

十と
お
か
え
び
す

日
夷
の
エ
ベ
ッ
さ
ん
こ
そ
と
、
喧け

ん
け
ん
が
く
が
く

喧
囂
囂
、
埒ら

ち

も
な
い
。
そ
こ
で
こ
ん
な
川せ

ん
り
ゅ
う柳
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
　

弁
天
を
大
黒
に
し
又
布
袋
に
し　
『
誹は
い
ふ
う諷
柳や

な
ぎ
だ
る

多
留
』
一
〇
六
編

弁
財
天
、
大
黒
天
、
布
袋
、
三
福
神
の
名
を
単
に
列
記
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
意

味
を
な
す
の
か
、
訝い

ぶ
か

る
読
者
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
心
配
は
ご
無
用
。

　
　

弁
天
が
布
袋
に
替
る
御
め
で
た
さ　

前
掲
書　

三
七
編

大
黒
が
欠
席
し
て
も
意
は
通
る
。
た
だ
し
大
黒
を
飛
ば
し
て
は
、
多
少
問
題
が
生
じ
る
布
袋

も
あ
る
の
か
も
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
江
戸
人
士
は
、
一
読
了
解
、
ニ
ヤ
リ
と
し
た
は

ず
だ
。
そ
れ
も
こ
れ
も
七
福
神
の
ご
利り

や

く益
か
。
い
や
、
そ
れ
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
人
び
と
が
、
三
福
神
の
人
と
な
り
、
な
ら
ぬ
神
と
な
り
や
、
そ
の
姿
か

た
ち
、
属
性
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
、
つ
ま
り
七
福
神
こ
そ
は
、
そ
れ
だ
け
大
江
戸

人
士
に
親
し
み
深
い
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

い
や
、
ほ
か
の
福
神
も
含
め
七
福
神
は
、
そ
も
そ
も
、
茶
化
し
の
対
象
と
し
て
取
上
げ
ら
れ

る
頻
度
が
高
い
。
川
柳
、
戯
画
界
の
ス
タ
ー
だ
。
そ
ん
な
川
柳
の
中
に
は
、
下し

も

ネ
タ
に
及
ぶ
バ

レ
句
も
多
く
、
こ
こ
で
は
公
開
を
憚は

ば
か

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
心
苦
し
く
無
念
だ
が
、
興
味
の
向

き
は
『
誹
諷
柳
多
留
』
を
丹
念
に
繙ひ

も
と

か
れ
た
い
。

と
な
る
と
弁
天
、
大
黒
、
布
袋
の
三
福
神
だ
け
が
特
別
に
支
持
さ
れ
た
と
は
云
え
な
い
よ
う

で
、
ま
し
て
や
七
福
神
の
人
気
順
を
決
め
る
な
ど
、
そ
れ
こ
そ
罰
当
た
り
も
甚は

な
は

だ
し
い
。
と
は

云
え
大
黒
さ
ま
だ
け
は
や
は
り
別
格
、
最
も
敬
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
た
福
徳
神
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
大だ

い
こ
く
ば
し
ら

黒
柱
」「
大
黒
さ
ん
」
の
語
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
家
屋
の
屋
台
骨
を
支
え
る
柱
の
う
ち

最
も
太
く
頑
丈
な
そ
れ
を
「
大
黒
柱
」、
一
山
一
寺
の
家
事
一
切
を
切
り
盛
り
し
、
経
営
を
支

え
る
住
職
（
坊
主
）
の
妻
を
「
大
黒
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
厨く

り
や

（
台
所
）
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ

た
の
も
大
黒
、
神
仏
習
合
か
ら
国
造
り
の
神
大お

お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
と
同
一
視
さ
れ
た
の
も
大
黒
で
あ
っ
た
。

幕
末
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
斎さ

い
と
う
げ
っ
し
ん

藤
月
岑
（
一
八
〇
四
～
七
八
）
の
『
東と

う

と

さ

い

じ

き

都
歳
時
記
』（
天
保

九
年
・
一
八
三
八
刊
）
に
は
、
江
戸
で
大
黒
天
（
大
国
主
命
）
を
祀
る
十
二
ヶ
寺
を
列
記
、
そ

の
う
ち
の
一
つ
、
伝で

ん
づ
う
い
ん

通
院
の
子
院
・
福ふ

く
じ
ゅ
い
ん

聚
院
で
は
、
大
黒
さ
ん
の
縁
日
・
甲き

の
え
ね子
の
日
に
は
、
ご

開
帳
も
あ
り
、
参
詣
群
集
し
た
と
い
う
（
同
書
巻
之
一
春
之
部
）。
大
黒
天
信
仰
と
人
気
の
広

が
り
が
分
か
ろ
う
と
云
う
も
の
だ
が
、
信
仰
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
庶
民
に
限
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
、
ど
う
や
ら
我
ら
が
家
康
公
（
一
五
四
二
～
一
六
一
六
）
に
も
、
そ
れ
が
あ
っ

た
ら
し
い
。

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

「
伊い

よ
ざ
ね
く
ろ
い
と
お
ど
し
ど
う
ま
る
ぐ
そ
く

予
札
黒
糸
威
胴
丸
具
足
」（
図
１
、
久
能
山
東
照

宮
博
物
館
蔵
）
通
称
「
歯し

だ

ぐ

そ

く

朶
具
足
」。
こ
の
名
を
聞
け

ば
、
少
な
か
ら
ぬ
人
は
得
心
が
い
っ
た
は
ず
だ
。
そ
う
、

家
康
が
夢
に
大
黒
天
を
見
て
、
奈
良
の
甲
冑
師
岩
井
与

左
衛
門
に
作
ら
せ
た
の
が
、
こ
れ
だ
と
云
う
か
ら
だ
。

確
か
に
そ
の
甲
は
大だ

い
こ
く
ず
き
ん
な
り

黒
頭
巾
形
で
は
な
い
か
。
家
康
は

関
ケ
原
の
合
戦
で
こ
れ
を
着
用
し
た
と
も
い
う
。
開
運

招
福
の
神
・
大
黒
天
、
し
か
も
国
造
り
の
大お

お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
と

も
同
一
視
さ
れ
た
と
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
と
天
下
分
け

目
の
大お

お
い
く
さ戦
に
臨
ん
で
、
そ
の
霊
力
を
恃た

の

ま
ん
と
、
こ
れ

を
着
用
す
る
の
は
当
然
。
し
か
し
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て

か
、
家
康
は
勝
利
し
た
。
そ
ん
な
霊
験
あ
れ
ば
こ
そ
か
、

後の
ち

に
三
代
将
軍
家
光
（
一
六
〇
四
～
五
一
）
は
久
能
山

か
ら
こ
の
甲
冑
を
江
戸
城
に
取
寄
せ
、
将
軍
家
の
武
器
筆
頭
に
位
置
付
け
た
。
四
代
家
綱

（
一
六
四
一
～
八
〇
）
以
降
は
歴
代
こ
の
甲
冑
の
写
し
を
作
り
、
正
月
の
具
足
祝
い
で
床
に

飾
っ
た
と
伝
え
る
。

面
白
い
の
は
「
霊
夢
像
」
と
呼
ば
れ
る
「
徳
川
家
康
像
（
東
照
大
権
現
像
）」（
日
光
山
輪
王

寺
蔵
ほ
か
）
で
あ
る
。
家
光
が
夢
に
見
た
家
康
の
姿
を
、
狩
野
探
幽
（
一
六
〇
二
～
七
四
）
に

語
り
、
描
か
し
め
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
呼
ば
れ
る
。
日
光
山
輪
王
寺
本
八
幅
の
ほ
か
德
川
記
念

財
団
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
。
見
逃
し
難
い
の
は
平
服
姿
で
描
か
れ
た
七
幅

で
、
そ
の
う
ち
の
実
に
三
幅
ま
で
が
大
黒
頭
巾
を
被か

ぶ

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
姿
で
夢
に
現

れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
家
康
所
用
の
「
歯
朶
具
足
」
の
甲
が
大
黒
頭
巾
形
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
、
家
光
の
眼
の
記
憶
が
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
何
よ
り
、

実
際
に
家
光
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
家
康
が
（
そ
の
機
会
は
思
い
の
ほ
か
少
な
か
っ
た
は

ず
）、
少
な
か
ら
ず
こ
の
大
黒
頭
巾
姿
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
家
康
に
、
家
光
は
大
黒
天
の
姿
を
見
た
。
い
や
、
家
光
だ
け
で
は
な
い
。
当
の
家
康
自

身
自
ら
大
黒
天
に
、
少
な
く
と
も
「
歯
朶
具
足
」
を
着
し
て
臨
ん
だ
関
ケ
原
で
は
、
そ
う
準な

ぞ
ら

え

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
の
家
康
が
描
い
た
「
大
黒
天
図
」
が
伝
わ
る
（
德
川
記
念
財
団
蔵
）。
頭
巾
を
被
り
、
右

手
に
打う

ち

で出
の
小こ

づ

ち槌
、
左
肩
に
袋
を
担
ぐ
。
通
例
の
大
黒
天
像
で
あ
る
。
あ
る
い
は
家
康
が
夢
に

見
た
と
い
う
大
黒
天
も
こ
ん
な
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
気
に
な
る
の
は
骨
格
が
っ
し
り
し
た
、

図１　「大黒頭巾形兜」（久能山東照宮博物館蔵）
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2

野
の
人
を
思
わ
せ
る
そ
の
顔
が
、
ど
こ
か
家
康
そ
の
人
を
思
わ
せ
る
点
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
大

黒
に
準
え
た
自
画
像
？
い
や

〱
、
そ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
夢
想
な
ら
ぬ
初
夢
に
過
ぎ
な
い
と

し
て
お
こ
う
。

そ
こ
で
も
う
一
つ
、
大
黒
天
の
話
題
を
提
供
し
て
み
た
い
。
幕
末
の
西
尾
藩
々
主
・

松ま
つ
だ
い
ら
の
り
や
す

平
乗
全
（
一
七
九
四
～
一
八
七
〇
）
の
「
大
黒
天
図
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
乗
全
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
譜
代
の
名
門
・
大お

ぎ
ゅ
う
ま
つ
だ
い
ら

給
松
平
家
第
十
四
代
。
開
国
か
攘
夷
か
で
揺
れ
る
幕
末
、
老
中

に
二
度
ま
で
も
着
い
た
。
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
来
日
し
た
清
の
画
人
沈し

ん
な
ん
ぴ
ん

南
蘋

（
一
六
八
二
～
？
）
風
の
花
鳥
画
を
よ
く
す
る
殿
さ
ま
と
し
て
も
著
名
。
遺
例
も
多
い
（
神
谷

浩
「
特
論
四　

殿
さ
ま
の
絵
画　

乗
完
か
ら
乗
全
へ
」『
新
編
西
尾
市
史
』
別
編
一
美
術
工
芸
・

建
造
物　

二
〇
二
四
年
）。

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

そ
の
乗
全
、
如い

か何
な
る
理
由
か
「
大
黒
天
図
」
を
複
数
描
い
て
い
る
。
架
蔵
本
に
加
え
、
そ

の
封
地
で
あ
っ
た
西
尾
市
刊
行
の
図
録
類
か
ら
拾
う
と
、
次
の
三
図
を
数
え
る
（
こ
れ
以
外
に

も
う
一
図
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
右
手
に
持
つ
べ
き
打
出
の
小
槌
を
左
手
に
し
て
い
る
な
ど
不

明
な
点
も
あ
る
た
め
、
今
回
は
省
い
た
。
市
制
四
十
五
周
年
記
念
特
別
展
「
大
給
松
平
氏
と
西
尾

藩
」
図
録　

西
尾
市
資
料
館　

一
九
九
八
年
）。

①
「
大
黒
天
図
」
（
図
２
）

	

賛 

「
七
難
即
減
　
七
福
即
生
」

 

落
款 

「
甲
寅
初
秋
甲
子
（
嘉
永
七
年
・
一
八
五
四　

七
月
二
十
七
日
）

 
 

　
　
西
尾
侍
従
筆
印
印
□
□
」

 

盛
巌
寺
蔵
（
前
掲
『
新
編
西
尾
市
史
』
別
編
一
所
載
）

②
「
正
面
大
黒
天
図
」（
図
３
）

	

落
款	

「
庚
申
晩
秋
甲
子
（
万
延
元
年
・
一
八
六
〇　

八
月
）

	
	

　
　

謙
斎
画
印□
」

	

「
西
尾
城
主
大
給
松
平
の
書
状
と
書
画
」
展
図
録
（
西
尾
市
資
料
館　

二
〇
〇
八
年
）
所
載

③
「
正
面
大
黒
天
図
」

	

落
款	「
行
年
七
十
一
（
元
治
元
年
甲
子
歳
・
一
八
六
四
）
謙
翁
筆
印□
」

	

架
蔵

正
面
、
側
面
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
大
黒
頭
巾
を
被
り
、
右
手
に
打
出
の
小
槌　

左
肩
に
袋
を
担
い
だ
定
型
の
大
黒
天
像
。
お
手
本
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
①
②
の
材
質
に
つ
い
て

は
報
告
が
な
く
不
明
だ
が
、
③
の
絵え

ぎ

ぬ絹
は
目
の
詰
ん
だ
高
級
品
、
い
か
に
も
お
大
名
の
作
ら
し
い
。

も
と
よ
り
各
図
そ
れ
ぞ
れ
制
作
に
至
る
動
機
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
①
。
寛
政
六

年
（
一
七
九
四
）
甲き

の
え
の
と
ら寅
の
歳
生
ま
れ
乗
全
は
、
嘉
永
七
年
は
ま
さ
し
く
還
暦
。
制
作
の
動
機
は　

そ
れ
を
祝
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
も
云
え
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
十
二
月
九
日
生
ま
れ

の
乗
全
が
初
秋
甲
子
＝
九
月
の
揮
毫
で
は
何
か
釈
然
と
し
な
い
。
も
っ
と
も
数
え
年
が
普
通
の

当
時
に
あ
っ
て
は
、
誕
生
日
自
体
の
持
つ
意
味
は
軽
く
、
し
か
も
還
暦
と
云
う
の
な
ら
、
年
が

改
ま
っ
た
と
た
ん
、
そ
れ
を
迎
え
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
の
揮
毫
な
ら
ば
、
以
後
、
年
内
い
つ

で
も
可
に
な
る
の
だ
が
…
。

そ
こ
で
改
め
て
落
款
を
見
て
み
た
い
。
①
②
は
日
付
が
甲
子
と
あ
る
。
③
に
は
日
付
の
記
載

そ
の
も
の
が
な
い
が
、
揮
毫
し
た
の
が
七
十
一
歳
の
年
だ
か
ら
元げ

ん

じ治
元
年
、
ま
さ
し
く
甲き

の
え
の
ね
の
と
し

子
歳

で
あ
る
。
つ
ま
り
日ひ

、
歳と

し

の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
三
点
い
ず
れ
も
甲
子
の
所ゆ

か

り縁
に
つ
な
が
る

作
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
描
い
た
の
が
大
黒
天
。
開
運
招
福
を
願
っ

て
の
制
作
と
み
れ
ば
、
そ
れ
で
一
件
落
着
。

だ
が
本
当
に
そ
れ
だ
け
か
。
制
作
に
は
、
さ
ら
に
具
体
的
動
機
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
り
も
、
ま
た
干
支
の
甲
子
に
あ
っ
た
。
云
う
ま
で
も
な
い
、

甲
と
子
は
、
そ
の
干
支
、
十
干
、
十
二
支
の
そ
れ
ぞ
れ
一
番
目
。
つ
ま
り
甲
子
は
、
そ
こ
か
ら
新

し
い
暦
が
始
ま
る
、
そ
の
最
初
で
あ
る
。
還
暦
が
尊
ば
れ
、
祝
わ
れ
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

が
長
寿
の
謂い

い

で
あ
る
か
ら
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
年
に
、
生
ま
れ
た
歳
の
干
支
に
戻
る
か
ら
で
あ

る
。
還
暦
に
本
卦
帰
り
の
別
名
が
あ
る
の
も
、
そ
れ
故
だ
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
暦
、
新
た
な
人

生
が
始
ま
る
。
そ
の
伝
で
い
け
ば
、
甲
子
の
歳
は
、
言
わ
ば
暦
自
体
の
還
暦
で
は
な
か
っ
た
か
。

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
甲
子
と
辛
酉
の
歳
と
に
元
号
を
改
め
る
改
元
の
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た

点
で
あ
る
。
辛
酉
革
命
と
甲
子
革
令
と
云
う
。
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く
中
国
古
代
の
予
言
た
る

「
讖し

ん
い
せ
つ

緯
説
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
年
に
は
革
命
（
天
命
を
改
め
る
、
王
朝
が
交
代
す
る
）

や
変
事
・
争
乱
が
お
こ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
教
え
を
知
っ
た
文
章
博
士
三み

よ
し
き
よ
ゆ
き

善
清
行
（
八
四
七
～

九
一
八
）
が
、
時
の
帝み

か
ど

醍だ

い

ご醐
（
八
八
五
～
九
三
〇
）
に
奏
聞
、
年
号
が
延
喜
（
九
〇
一
）
に
改

め
ら
れ
た
。
辛
酉
（
革
命
）
改
元
の
始
ま
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
六
十
年
を
経
、
村
上

帝
（
九
二
六
～
九
六
七
）
の
代
に
至
る
や
、
応
和
元
年
（
九
六
一
）
の
辛
酉
改
元
に
続
き
、
そ

の
三
年
後
の
甲
子
の
歳
（
九
六
四
）
に
も
改
元
が
行
わ
れ
、
康
保
と
な
っ
た
（
甲
子
革
令
）。

以
後
、
幕
末
孝こ

う
め
い明
天
皇
（
一
八
三
一
～
六
六
）
の
文ぶ

ん
き
ゅ
う久
元
年
（
辛
酉
・
一
八
六
一
）
と
元
治
元

年
（
甲
子
・
一
八
六
四
）
に
至
る
ま
で
、
わ
ず
か
な
例
外
（
正
親
町
天
皇
の
辛
酉
・
甲
子
の
歳

＝
永
禄
四
・
七
年
お
よ
び
後
水
尾
天
皇
の
辛
酉
の
歳
・
元
和
七
年
）
を
の
ぞ
い
て
、
辛
酉
と
甲

子
の
歳
に
は
、
た
っ
た
三
年
を
隔
て
る
だ
け
な
の
に
、
必
ず
改
元
が
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
れ

に
よ
っ
て
革
命
、
争
乱
、
変
事
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
契
機
に
安
寧
の
世

が
始
ま
る
。
更
生
を
図
り
、
心
機
一
転
を
期
す
。
辛
酉
・
甲
子
の
干
支
に
は
、
そ
ん
な
意
味
が

あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
乗
全
「
大
黒
天
図
」
制
作
の
動
機
も
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
辛
酉
改
元
ど
こ
ろ
か
、
即
位
後
の
代だ

い
は
じ
め始
改
元
も
大
嘗
祭
さ
え
実
施
で
き

な
か
っ
た
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
～
一
六
八
〇
）
の
心
中
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
天
皇
自
身
が
故
実
に
通
じ
て
い
た
だ
け
に
、
口
惜
し
さ
無
念
さ
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
。
暦
の
分
析
か
ら
は
、
そ
ん
な
天
皇
の
心
中
も
分
か
る
。
歴
史
を
語
る
に
暦
の
知
識
が

な
け
れ
ば
心
許
な
い
、
と
云
う
と
こ
ろ
か
（
続
く
）。

図２
「大黒天図」（盛巌寺蔵）
画像提供：西尾市教育委員会

図３
松平乗全「正面大黒天図」

（西尾市教育委員会蔵）
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・
半は

ん
じ
ゅ
ば
ん

襦
袢
（
写
真
②
）

襦
袢
と
は
、
現
在
で
い
う
肌
着
の
こ
と
で

す
。
こ
ち
ら
は
、
一
度
使
わ
れ
た
素
材
を
再

利
用
し
て
、
ま
た
新
た
に
仕
立
て
ら
れ
た
も

の
で
、
近
世
中
期
以
降
、
こ
の
よ
う
に
複
数

の
布
を
用
い
た
華
麗
な
襦
袢
が
流
行
り
ま
し

た
。
使
わ
れ
た
も
の
も
使
え
な
く
な
る
ま
で

使
う
と
い
う
、
当
時
の
染
織
品
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て

興
味
深
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

・
衣
服
雛
形
（
写
真
③
）

こ
ち
ら
裄
十
九
．
五
㎝
、
丈
四
十
一
．
〇
㎝

の
小
さ
な
着
物
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
は

着
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治

に
入
り
、
学
校
教
育
で
教
え
る
た
め
に
考
案

さ
れ
た
も
の
で
、
着
物
を
仕
立
て
る
た
め
の

練
習
用
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
当
館

で
は
受
入
が
少
な
く
貴
重
な
も
の
で
す
。

◇　
　
　
　
　
　

◇

近
世
・
近
現
代
の
庶
民
の
染
織
品
は
、
生

活
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
残
ら
な
い
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
本
資
料
群
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
で

あ
り
、
当
時
の
三
河
の
人
々
の
風
俗
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
貴
重
で
す
。

今
後
、
近
世
以
降
の
三
河
木
綿
商
資
料
と

し
て
活
用
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
当
時

の
庶
民
に
と
っ
て
は
上
質
な
染
織
品
を
使
用

し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

深
見
佐
兵
衛
家
の
資
料
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
も
古
文
書
等
を
度
々
受
け
入
れ
て
お
り

ま
す
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
に
染
織
品
を
ご
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◇　
　
　
　
　
　

◇

今
回
受
け
入
れ
た
資
料
の
内
訳
を
み
て
い

く
と
、
染
織
品
四
二
件
と
そ
の
他
、
髪
飾
り

な
ど
の
小
物
四
件
、
合
わ
せ
て
四
六
件
と
な

り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら

大
正
期
に
い
た
る
着
物
が
多
く
、
子
供
用
の

も
の
や
三
河
木
綿
の
着
物
、
布
団
の
ほ
か
、

先
述
の
朝
倉
庵
三
笑
所
用
の
着
物
な
ど
も
含

ま
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
三
点
を

紹
介
い
た
し
ま
す
。

・
朝
倉
庵
三
笑
所
用
の
着
物
（
写
真
①
）

こ
ち
ら
は
黄き

は
ち
じ
ょ
う

八
丈
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
黄
八
丈
と
は
、
黄
色
の
地
に
、
茶
、
と

び
色
の
縞
柄
の
あ
る
、
糸
織
の
絹
織
物
で
す
。

近
世
に
お
い
て
は
大
名
や
御
殿
女
中
に
愛
好

さ
れ
、
後
期
に
至
る
と
、
人
形
浄
瑠
璃
の

「
恋こ

い
む
す
め
む
か
し
は
ち
じ
ょ
う

娘
昔
八
丈
」
上
演
に
よ
っ
て
、
町
人
の

間
で
も
流
行
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
時
代
に

入
る
と
下
町
の
女
性
の
象
徴
と
も
な
り
ま	

し
た
。

新
収
蔵
品
紹
介

　

深
見
佐
兵
衛
家
資
料　

染
織
品

安
本
　
翔
音

美
術
館
・
博
物
館
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、

作
品
・
資
料
の
収
集
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
当
館
に
お
い
て
も
、
毎
年
、
収
集
活

動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
一
概

に
収
集
と
い
っ
て
も
、
寄
附
（
寄
贈
）・
寄

託
・
購
入
の
三
種
類
が
あ
り
、
市
民
の
皆
様

か
ら
の
お
声
が
け
か
ら
収
蔵
さ
れ
る
も
の
や
、

当
館
か
ら
自
発
的
に
集
め
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
な
ん
で
も
受
け
入
れ
る
と
い
う

わ
け
で
も
な
く
、
毎
年
、
年
末
か
ら
年
度
末

ご
ろ
に
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
外
部
の
専
門

家
の
先
生
方
に
可
否
を
諮
る
「
収
集
委
員

会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
今

年
度
の
受
け
入
れ
資
料
の
一
つ
と
し
て
、

「
深ふ

か

見み

佐さ

兵へ

衛え

家
資
料
」
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

◇　
　
　
　
　
　

◇

今
回
紹
介
す
る
の
は
江
戸
時
代
に
現
在
の

岡
崎
市
新
堀
町
に
て
、
三
河
木
綿
商
で
あ
っ

た
深
見
佐
兵
衛
家
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た

染
織
の
資
料
群
で
す
。
深
見
佐
兵
衛
家
は
木

綿
仲
買
商
・
金
融
な
ど
で
発
展
し
た
家
で
あ

る
一
方
、
特
に
近
世
後
期
、
深
見
家
当
主
で

あ
っ
た
三
笑
（
一
七
七
三
―
一
八
三
五
／
深

見
佐
兵
衛
家
の
当
主
で
、
天
明
期
狂
歌
地
方

随
一
の
判
者
）
は
滝
沢
馬
琴
や
太
田
南
畝
ら

の
江
戸
の
文
人
と
の
交
流
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、

三
河
で
も
有
力
な
商
家
で
文
学
に
も
精
通
し

写真①　着物写真②　半襦袢写真③　衣服雛形



S P R I N G  2 0 2 5

4

し
て
い
る
自
転
車
に
着
目
し
て
制
作
し
た
と

い
う
。
本
作
は
工
業
製
品
を
用
い
て
絵
画
世

界
を
拡
張
す
る
鬼
頭
の
方
法
を
端
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
。
鬼
頭
が
追
求
す
る
の
は
「
ど

こ
ま
で
い
っ
て
も
表
面
し
か
あ
り
え
な
い
世

界
」
で
あ
る
。

以
上
の
新
収
蔵
品
を
今
後
の
展
示
活
動
や

研
究
に
役
立
て
た
い
。

新
収
蔵
品
紹
介

今
泉
　
岳
大

当
館
で
は
今
年
度
の
新
た
に
収
集
し
た
美

術
資
料
と
し
て
、
地
域
の
作
家
で
あ
る
国
島

征
二
の
作
品
三
点
を
購
入
、
企
画
展
で
借
用

し
た
鬼
頭
健
吾
の
作
品
四
点
の
寄
附
を
受
け

入
れ
収
蔵
品
に
追
加
し
た
。

国
島
征
二
は
一
九
九
四
年
か
ら
岡
崎
市
夏
山

町
（
旧
額
田
郡
夏
山
町
）
に
居
を
構
え
、
制

作
活
動
を
お
こ
な
っ
た
美
術
作
家
で
あ
る
。

七
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
拠
点
に
活
動
し
、

日
本
と
ア
メ
リ
カ
、
世
界
各
地
で
作
品
を
発

表
し
て
き
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
彫
刻
の
作
家
と
し

て
知
ら
れ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
国
際
空
港
に
設
置

さ
れ
た
《Stacking	Stone

》（
一
九
八
三

年
）
を
は
じ
め
、
岡
崎
市
内
に
も
《
石
の
風

景
〝
岡
崎
か
ら
の
…
〟》（
一
九
八
四
年
）
な
ど

が
あ
り
、
世
界
的
に
活
躍
し
た
郷
土
の
作
家
で

あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
館
は

国
島
が
継
続
的
に
展
開
し
て
き
た
「W

rapped	
M
em
ory

」
シ
リ
ー
ズ
三
〇
点
、
ア
ル
ミ
の
積

層
《A

・C
-7A
	08-5

》
一
点
、《F

U
K
U
R
O

》

と
題
さ
れ
た
立
体
二
種
三
点
を
収
蔵
し
て
い
る
。

今
回
購
入
し
た
《SE

A
LE
D
	T
IM
E
	M
Y
	

T
IM
E
	–	C

U
T
O
F
F

》（fig.1

）
は
国
島

が
一
九
七
二
年
頃
か
ら
素
材
と
し
て
使
用
し

た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
に
よ
る
作
品
で
あ
る

が
、
国
島
が
長
年
展
開
し
た
ア
ル
ミ
の
積
層

シ
リ
ー
ズ
と
は
異
な
り
、
二
層
に
分
か
れ
た

箱
の
よ
う
な
形
状
の
中
に
、
文
字
盤
を
は
じ

め
と
す
る
時
計
の
部
品
が
配
さ
れ
て
い
る
特

殊
な
作
品
で
あ
る
。《SE

A
LE
D
	T
IM
E
	

M
Y
	T
IM
E
	–	C

U
T
O
F
F

》
は
翻
訳
す
る

と
「
封
印
し
た
私
の
時
間
―
遮
断
」
と
な
る
。

本
作
は
国
島
の
作
品
に
お
け
る
層
の
概
念
に

は
時
間
の
要
素
を
含
む
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る
。

彫
刻
《Suspended	Pool‘82-19

》（fig.2

）

は
左
右
二
つ
に
分
か
れ
た
台
座
の
窪
み
に
、

半
円
形
の
石
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
絵
画

《Suspended	Pool

》（fig.3

）
は
背
景
と

な
っ
て
い
る
ふ
た
つ
の
黒
い
色
面
の
前
面
に
、

青
い
半
円
形
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
輪
郭
線
が

二
つ
重
な
り
動
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
彫
刻

と
絵
画
と
も
に
半
円
形
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
が

作
品
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
点
で
共
通
し
て

い
る
。「Suspended	Pool

」
は
翻
訳
す

れ
ば
「
浮
遊
し
た
プ
ー
ル
」
と
な
る
だ
ろ
う

か
。
本
作
は
プ
ー
ル
に
見
立
て
た
半
円
形
の

オ
ブ
ジ
ェ
が
浮
遊
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
作
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
国
島
の
作
品

の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
内
と
外
」
や
「
層
」
の

考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

鬼
頭
健
吾
は
名
古
屋
出
身
の
国
内
外
で
活

躍
す
る
美
術
作
家
で
あ
る
。
フ
ラ
フ
ー
プ
や

シ
ャ
ン
プ
ー
ボ
ト
ル
な
ど
、
工
業
製
品
の
現

代
的
な
カ
ラ
フ
ル
さ
と
、
生
命
体
や
宇
宙
を

感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
広
が
り
を
融
合
さ
せ
た

作
品
を
展
開
す
る
。
今
回
寄
附
を
受
入
れ
た

四
点
は
絵
画
三
点
と
立
体
一
点
で
あ
る
。

《ex-utopia

》(fig.4

）
は
油
彩
の
色
面

構
成
に
よ
る
絵
画
で
あ
る
が
、
塗
り
ム
ラ
が

強
調
さ
れ
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
支
持
体
へ
の
貼

り
方
も
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
。
ま
た
画
面
に

は
絵
具
の
滴
っ
た
跡
が
あ
り
、
無
機
質
な
画

面
に
敢
え
て
手
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
揺
れ
を
表
現
し
て
い
る
。

工
業
製
品
を
用
い
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
鬼
頭
だ
が
、
制
作
の

ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
絵
画
で
あ
り
、
イ
ン
ス

タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
今
回
の
寄
附
に
も
含
ま
れ

る
「cartw

heel	galaxy

」
シ
リ
ー
ズ
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
で
平
面
的
な
世
界
の

拡
張
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
。

《cartw
heel	galaxy

》（
表
紙
／fig.5

）

は
鬼
頭
に
よ
る
絵
画
が
成
し
得
る
絵
画
特
有

の
世
界
観
を
追
求
す
る
シ
リ
ー
ズ
で
、
ク
シ

状
の
ス
キ
ー
ジ
を
用
い
て
、
画
面
に
円
形
、

つ
ま
り
「cartw

heel

（
車
輪
）」
を
描
き
、

そ
の
轍
が
自
由
に
画
面
を
走
る
よ
う
に
描
く
。

本
作
は
ラ
メ
を
取
り
入
れ
た
物
質
性
／
装
飾

性
の
強
い
画
材
で
描
か
れ
て
お
り
、
線
や
色

が
複
雑
に
折
り
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
鬼

頭
は
複
雑
化
し
た
絵
画
世
界
を
拡
張
さ
せ
る

よ
う
に
立
体
へ
展
開
す
る
。

《orion

》（fig.6
）
は
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
の

ド
ロ
ッ
プ
ハ
ン
ド
ル
を
連
結
し
た
立
体
作
品

で
あ
る
。
鬼
頭
は
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た

こ
と
が
あ
り
、
街
中
で
多
く
の
人
々
が
使
用

fig.1 国島征二《SEALED TIME 
MY TIME – CUTOFF》1975 年、
49.0 × 35.0 × 70.0 cm

fig.1 上蓋を開いた中身

fig.2 国島征二《Suspended Pool‘82-19》
1982 年、16.5 × 44.0 × 14.5 cm

fig.4 鬼頭健吾《ex-utopia》
2014 年、163.0 × 103.7 cm

fig.5 鬼頭健吾《cartwheel galaxy》
2022 年、直径 70.0 cm

fig.6 鬼頭健吾《orion》
2017 年、162.0 × 152.0
× 32.0 cm

fig.3 国島征二《Suspended 
Pool》1991年、95.0×132.0 cm
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山
下
　
葵

り
か
儀
死
刑
被
仰
候
例
ニ
就
可
申
哉
之
処
、
⑤
り
か

ハ
度
毎
ニ
盗
い
た
し
、
ち
の
儀
茂
盗
い
た
し
候
へ

ハ
、
前
議
之
通
被
宥
候
儀
少
茂
無
之
候
得
共
、
未

得
盗
よ
り
て
夫
た
け
軽
相
見
申
候
、
…
…
（
後
略
）

ち
の
は
再
々
犯
の
際
に
死
刑
を
許
さ
れ
百
笞
に
処
さ
れ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
も
窃
盗
を
す
る
意
志
を
も
っ
て
御

家
中
の
屋
敷
に
忍
び
込
ん
だ
こ
と
は
不
届
き
の
至
り
で
あ
り
、

再
三
犯
で
悪
事
を
く
わ
だ
て
る
こ
と
は
軽
く
は
な
い
事
態
で

あ
る
と
し
て
い
る
（
傍
線
①
）。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の

盗
み
は
未
遂
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
（
傍

線
⑤
）。「
伊
三
右
衛
門
」
の
判
例
を
参さ

ん
し
ゃ
く酌
す
る
と
、
前
回

の
刑
罰
よ
り
は
加
等
す
べ
き
だ
が
、
女
性
で
あ
る
た
め
百
笞

よ
り
加
等
す
る
方
法
が
な
く
、
今
回
も
百
笞
と
す
る
、
と
い

う
方
針
を
示
し
た
（
傍
線
②
）。

僉
議
の
な
か
で
、
今
回
も
許
す
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と

い
う
意
見
も
出
た
よ
う
で
あ
る
（
傍
線
③
）。
判
例
を
何
度

も
吟
味
し
た
が
、
ち
の
の
事
案
に
一
致
す
る
判
例
は
な
く
、

類
似
の
判
例
で
あ
る
「
り
か
」
と
い
う
女
性
の
判
例
が
参
照

さ
れ
た
（
傍
線
④
）。
り
か
は
複
数
回
の
盗
み
で
死
刑
が
執

行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
り
か
は
捕
ま
る
ご
と
に
盗
み
を

完
遂
し
て
お
り
、
今
回
の
ち
の
は
盗
み
の
未
遂
で
あ
る
た
め
、

り
か
と
同
等
に
扱
う
に
は
、
今
回
の
ち
の
の
罪
状
は
軽
い
と

し
て
い
る
（
傍
線
⑤
）。
こ
の
よ
う
な
僉
議
を
経
て
、
最
終

的
に
ち
の
は
当
初
の
予
定
ど
お
り
百
笞
と
な
っ
た
。

本
件
は
複
数
の
判
例
を
参
考
に
し
て
僉
議
を
行
っ
て
お
り
、

刑
法
方
が
死
刑
を
決
定
す
る
こ
と
へ
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
事
例
で
あ
る
。

最
後
の
盗
み

九
年
後
の
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）、
ち
の
は
再
び
窃

盗
に
よ
り
捕
縛
さ
れ
る
。
僉
議
の
結
果
、
斬
首
が
決
定
し
て

〈
承
前
〉

ち
の
は
こ
れ
ま
で
に
三
度
の
盗
み
を
し
た
。
三
度
目
の
盗

み
で
は
、
再
犯
の
規
定
に
よ
り
死
刑
の
量
刑
と
な
っ
た
が
、

ま
だ
若
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
死
刑
は
許

さ
れ
た
。

許
さ
れ
る
斬
首

ち
の
が
史
料
上
に
再
度
登
場
す
る
の
は
文
化
二
年
（
一
八	

〇
五
）
で
あ
る
。
ち
の
は
こ
の
時
二
十
九
歳
。
盗
み
を
し
よ

う
と
武
家
屋
敷
に
忍
び
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
盗
み
を
完
遂
す
る

前
に
捕
縛
さ
れ
た
。
こ
れ
が
四
回
目
の
犯
罪
、
再
三
犯
で
あ

る
。
文
化
二
年
の
『
口く

ち
が
き書
』
に
そ
の
記
録
が
あ
る
。
刑け

い
ほ
う
か
た

法
方

の
僉せ

ん

ぎ議
に
関
す
る
部
分
の
み
次
に
抜
粋
す
る
１
。

文
化
二
年
四
月
七
日

右
之
通
、
致
口
書
候
付
、
左
之
通
及
僉
議
如
例
相
達

今
日
及
其
達
候
事

白
石
清
兵
衛
自
筆

此
ち
の
儀
、
罪
状
口
書
之
通
御
座
候
、
①
窃
盗
再
々

犯
ニ
而
死
刑
被
処
筈
之
処
被
宥
百
笞
之
刑
被
仰
付

候
処
、
今
以
改
心
ニ
至
り
不
申
、
猶
又
窃
盗
之
造

意
ニ
而
御
家
中
屋
敷
忍
入
候
段
、
不
届
之
至
ニ
御

座
候
、
此
節
再
三
犯
ニ
而
造
意
不
軽
事
ニ
候
得
共
、

②
品
物
盗
取
候
儀
ハ
無
之
、
因
而
別
紙
伊
三
右
衛
門

例
ニ
就
、
加
等
ニ
茂
可
相
成
処
、
女
之
事
ニ
付
外

仕
方
無
之
重
畳
被
宥
、
前
条
百
笞
之
刑
ニ
可
被
処

哉
、
如
何
程
ニ
可
有
御
座
哉

同
人
付
紙

本
行
之
通
僉
議
仕
候
処
、
③
猶
又
被
宥
候
儀
如
何
程

ニ
可
有
之
哉
、
今
一
応
申
談
候
様
被
仰
聞
、
④
例
等

茂
重
畳
吟
味
仕
候
得
共
ハ
相
当
之
儀
相
見
不
申
候
、

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
は
公
儀
か
ら
「
二
等
減
助
命
」
の

通
達
、
す
な
わ
ち
恩
赦
が
あ
っ
た
た
め
斬
首
は
執
行
さ
れ
ず
、

死
刑
を
除
い
て
女
性
に
科
す
こ
と
が
で
き
る
最
高
刑
の
百
笞

と
な
っ
た
２
。

最
後
の
盗
み
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
ち
の
は

四
十
八
歳
で
、
実
に
六
回
目
の
盗
み
で
あ
る
３
。
様
々
な
理

由
で
宥ゆ

う
め
ん免
措
置
を
受
け
て
き
た
ち
の
で
あ
る
が
、
再
五
犯
で

つ
い
に
斬
首
が
執
行
さ
れ
た
。

ち
の
は
最
後
の
盗
み
で
の
供
述
で
「
私
儀
暮
方
兼
而
難
渋

仕
候
処
ゟ
又
々
盗
心
差
発
」
と
述
べ
て
い
る
。
暮
ら
し
が
以

前
か
ら
厳
し
か
っ
た
た
め
、
再
び
「
盗
心
」
が
芽
生
え
て
盗

み
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
ち
の
と
い
う
女
性
の
一
連
の
窃
盗
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
そ
の
裁
き
の
中
で
参
照
さ
れ
た
判
例
や
、
ち
の

の
判
例
が
別
の
裁
き
に
与
え
た
影
響
な
ど
、
よ
り
詳
し
い
検

討
の
余
地
は
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会

に
譲
り
た
い
。

ち
の
は
、
幼
年
者
・
女
性
・
物
貰
い
身
分
と
い
う
、
裁
き

に
お
い
て
特
別
な
措
置
を
受
け
る
要
素
を
複
数
も
つ
人
物
で

あ
っ
た
。
初
犯
か
ら
再
犯
、
再
々
犯
ま
で
の
犯
罪
は
、
十
代

の
と
き
の
犯
罪
で
あ
り
、
幼
年
者
で
あ
る
こ
と
が
減
刑
理
由

と
な
っ
て
い
た
。
幼
年
者
は
贖し

ょ
く
け
い刑
と
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

物
貰
い
で
あ
る
ち
の
の
支
払
い
能
力
を
考
慮
し
て
、
叱
刑
や

笞
刑
を
運
用
す
る
こ
と
で
実
現
可
能
な
処
罰
を
執
行
し
て
い

る
。
再
三
犯
で
は
複
数
の
判
例
を
突
き
合
わ
せ
て
整
合
性
を

と
っ
た
う
え
で
死
刑
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
た
い
刑
法
方
の

姿
勢
も
み
て
と
れ
た
。
熊
本
藩
で
は
刑
法
草
書
と
い
う
絶
対

的
な
法
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
現
実
に
即
し
て
、
判
例
を
参

照
し
な
が
ら
裁
き
を
行
っ
て
い
た
。

法
律
を
読
む
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
お
裁
き
の
実
態
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
事
件
簿
を
紐
解
く

醍
醐
味
で
あ
る
。

１ 

『
口
書　

文
化
二
年
』 （
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
資
料
）
所
収
、 

 

資
料
請
求
番
号 

一
三
・
一
六
・
八

２ 

『
口
書　

文
化
十
一
年
』 （
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
資
料
）
所
収
、  

資
料
請
求
番
号 

一
三
・
一
七
・
六

３
『
誅
伐
帳
』 （
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
資
料
）
所
収
、 

 

資
料
請
求
番
号 

一
三
・
一
〇
・
七
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田
中
　
裕
紀
乃

2

写
真
の
魔
力

vol.ロ
・
ピ
カ
ソ
の
肖

像
》（fig.3

）
な

ど
こ
の
時
代
の
マ

ン
・
レ
イ
の
記
念

碑
的
な
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
を
い
く
つ

か
所
蔵
し
て
い
る
。

さ
て
、《
思
考

に
対
す
る
物
質
の

優
位
性
》（fig.1

）

に
話
を
戻
そ
う
。

こ
こ
で
は
、
裸
婦

が
床
に
横
臥
し
て

い
る
。
モ
デ
ル
は

目
を
伏
せ
、
片
方
の
乳
房
を
手
で
覆
い
、
も
う
片
方
の
手
は

振
り
上
げ
片
膝
を
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
は
頭
部
や
身

体
の
周
り
か
ら
床
に
そ
の
一
部
が
溶
け
出
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
。

本
作
に
は
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
２
と
い
う
マ
ン
・
レ
イ
独

自
の
技
法
が
施
さ
れ
て
い
る
。「
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と

い
う
名
称
は
マ
ン
・
レ
イ
が
命
名
し
た
も
の
で
、
写
真
を
現

像
す
る
と
き
に
短
時
間
ネ
ガ
を
再
露
光
す
る
こ
と
で
、
元
は

黒
く
仕
上
が
る
部
分
が
白
く
反
転
し
、
被
写
体
の
周
り
に
縁

取
り
の
よ
う
な
影
や
ベ
ー
ル
を
形
成
す
る
現
象
を
意
図
的
に

施
す
技
法
で
あ
る
。
マ
ン
・
レ
イ
が
こ
の
技
法
を
発
見
し
た

の
は
一
九
二
九
年
頃
で
、
あ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
。
当
時
の
助
手
で
あ
っ
た
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
と
写
真
を

現
像
し
よ
う
と
し
て
い
た
際
、
暗
室
で
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
な

に
か
が
リ
ー
の
足
元
を
這
っ
た
の
で
、
彼
女
は
驚
い
て
電
気

を
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
に
現
像
タ
ン
ク
か
ら
取
り
出

さ
れ
た
の
が
、
黒
い
部
分
と
白
い
部
分
が
反
転
し
た
、
ソ
ラ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
写
真
で
あ
っ
た
。
マ
ン
・
レ
イ
は
こ
の
技

法
を
ヌ
ー
ド
写
真
に
多
く
用
い
た
。
マ
ン
・
レ
イ
の
ソ
ラ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
物
質
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
曖
昧
に
し
、
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
模
索
し
た
現
実
を
乗
り
こ
え
る
手
段
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
魅
力
的
で
不
可
思
議
な
１
枚
の
写
真
が
あ
る
。

《
思
考
に
対
す
る
物
質
の
優
位
性
》（fig.1

）
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
付
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
マ
ン
・
レ
イ
に
よ
る
も
の

で
、
平
成
十
二
年
か
ら
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ
て

い
る
。
マ
ン
・
レ
イ
は
２
９
１
画
廊
１
を
開
廊
し
、
写
真
家

で
も
あ
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ス
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
の
影
響

で
写
真
を
始
め
た
。
本
格
的
に
写
真
に
取
り
組
ん
だ
の
は

一
九
一
五
年
頃
で
、
ダ
ニ
エ
ル
画
廊
で
の
初
個
展
を
開
い
た

際
、
自
身
の
作
品
を
写
真
に
収
め
た
。
一
九
二
一
年
に
パ
リ

に
移
っ
た
後
は
、
モ
ー
ド
写
真
を
手
掛
け
始
め
、
そ
の
後

ポ
ー
ト
レ
ー
ト
に
も
取
り
組
ん
だ
。
マ
ン
・
レ
イ
の
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
は
被
写
体
で
あ
る
本
人
で
さ
え
知
り
得
な
か
っ
た
本

質
を
捉
え
る
と
し
て
評
判
を
呼
ん
だ
。
彼
は
多
く
の
芸
術
家

や
著
名
人
た
ち
か
ら
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
撮
影
を
求
め
ら
れ
、

写
真
は
彼
が
生
計
を
立
て
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
た
。
当
館

は
《
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
肖
像
》（fig.2

）
や
、《
パ
ブ

は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
本
作
の
モ
デ
ル
は
お
そ
ら
く

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
メ
レ
ッ
ト
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
３
で

あ
ろ
う
。
本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
唯
物
論
的
思
考
を
示
唆
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
思
考
は
性
的
物
質
（
ヌ
ー
ド
）
と
対
置
さ

れ
て
い
る
。
思
考
を
つ
か
さ
ど
る
頭
部
が
床
に
溶
け
出
し
て

い
る
の
に
対
し
、
性
的
物
質
で
あ
る
体
躯
は
そ
の
形
を
保
つ

こ
と
で
そ
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
作
で
は
、
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
が
被
写
体
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
曖
昧
に
し
、
写
真
に
幻
想
性
を
付
与
し

て
い
る
。
被
写
体
は
限
り
な
く
個
を
削
が
れ
、
モ
デ
ル
を
特

定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
マ
ン
・
レ
イ
は
カ
メ
ラ
を
、
単
に

現
実
を
再
現
す
る
器
械
で
は
な
く
、
絵
画
を
描
く
道
具
と
し

て
扱
っ
て
い
る
。
被
写
体
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
非
現
実
的
に

表
象
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
現
実
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
年
近
い
時
が
流
れ
た
現
代
に
お

い
て
も
、
我
々
は
マ
ン
・
レ
イ
が
生
み
出
し
た
魔
力
を
備
え

る
写
真
に
魅
了
さ
れ
続
け
て
い
る
。

作
家
紹
介

マ
ン
・
レ
イ
（
一
八
九
〇
―
一
九
七
六
）。
ア
メ
リ
カ
・
フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
で
生
ま
れ
。
画
家
、
写
真
家
、
映
画
監
督
。
二
〇
世
紀

を
代
表
す
る
芸
術
家
の
一
人
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
ら
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

ダ
ダ
を
展
開
す
る
。
一
九
二
一
年
に
念
願
の
パ
リ
に
移
住
し
、
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
に
か
か
わ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
禍
は
ア
メ
リ

カ
へ
と
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
戦
後
再
び
パ
リ
の
地
を
活
動

拠
点
と
し
た
。
レ
イ
ヨ
グ
ラ
フ
や
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
見
な
ど

写
真
家
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
活
動

領
域
は
絵
画
・
オ
ブ
ジ
ェ
・
彫
刻
・
映
画
・
写
真
と
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
。

１ 

マ
ン
・
レ
イ
は
頻
繁
に
こ
の
画
廊
に
通
っ
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
や
ピ
カ
ソ
、
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
ら
フ
ラ

ン
ス
近
代
絵
画
を
紹
介
す
る
画
廊
で
、
マ
ン
・
レ
イ
も
キ
ュ
ビ
ス
ム
風
の
絵
画
を
描
く
な
ど
多

く
の
影
響
を
受
け
た
。

２ 

こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
者
サ
バ
テ
ィ
エ
が
同
じ
現
象
を
発

見
し
て
お
り
、
彼
の
名
前
に
ち
な
ん
で
「
サ
バ
テ
ィ
エ
効
果
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
マ
ン
・
レ
イ

の
「
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
サ
バ
テ
ィ
エ
効
果
」
は
厳
密
に
は
プ
ロ
セ
ス
が
違
う
が
、
同

一
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

３ 

ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
ス
イ
ス
人
画
家
。
女
性
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
。
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現
在
、
当
館
の
周
り
に
は
要
塞
の
よ
う
に

足
場
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
中
身
に
お
い

て
も
着
々
と
改
修
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
た
だ
、
前
回
号
の
改
修
工
事
の
記
事

に
も
あ
る
通
り
、
実
際
に
は
工
事
後
も
見
た

目
は
ほ
ぼ
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
今
回

は
コ
ア
な
「
美
博
の
こ
こ
が
か
わ
る
！
」
ポ

イ
ン
ト
を
一
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

美
博
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
は
全
面
ガ
ラ
ス
張

り
で
す
が
、
こ
ち
ら
に
は
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー

ン
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
工
事
で

こ
の
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
が
新
し
く
か
わ
り

ま
す
！
学
芸
係
の
み
ん
な
で
ど
の
色
が
良
い

か
検
討
し
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
…
ホ
ワ
イ

ト
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
（
内
側
は
グ
レ
ー
）
へ
の

変
化
の
た
め
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
気
づ
か
な

い
か
も
…
。
た
だ
、
性
能
は
格
段
に
上
が
っ

て
い
る
は
ず
！
前
よ
り
も
日
差
し
は
抑
え
ら

れ
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

工
事
明
け
に
は
、
こ
ん
な
ち
ょ
っ
ぴ
り
変

化
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん
は

い
く
つ
気
づ
け
る
で
し
ょ
う
か
。（
安
本
）

今なにしているの？　その 2

　

工
事
休
館
中
で
あ
る
が
、
一
般
の
来
場
者
か
ら
は
見
え
な
い

部
分
の
美
術
博
物
館
の
業
務
は
、
毎
日
太
陽
が
昇
っ
て
沈
む
よ

う
に
休
み
な
く
続
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
自
分
が
取
り
組
ん
で

い
る
業
務
の
一
部
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

　

ひ
と
つ
は
美
術
博
物
館

の
外
で
情
報
発
信
や
教
育

普
及
活
動
を
行
う
「
と
び

だ
せ
！
び
は
く
」
と
題
し

た
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
展
開

で
あ
る
。「
工
事
休
館
中
」

で
あ
る
こ
と
を
周
知
す
る

と
共
に
、
当
館
の
収
蔵
資

料
を
紹
介
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
し
、
美
術
博
物
館
の
あ
る
中

央
総
合
公
園
を
中
心
に
各
所
で
掲
示
し
て
い
る
。
ま
た
館
外
で

展
開
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
企
画
と
運
営
で
あ
る
。
三
月
一

日
（
土
）
に
は
康
生
町
のN

E
K

K
O

 O
K

A
ZA

K
I

で
美
術
家

の
宮
田
明
日
鹿
に
よ
る
「
出
張
手
芸
部
３
」
を
開
催
し
た
。
工

事
休
館
に
関
わ
ら
ず
当
館
は
市
内
の
中
心
か
ら
離
れ
た
郊
外
で

あ
る
た
め
、
知
ら
な
い
人
に
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
、
来
館
に

繋
げ
る
に
は
外
に
出
で
活
動
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
館
内
に
保
管
し
て
い
る
資
料
を
守
る
Ｉ
Ｐ
Ｍ

（Integrated Pest M
anagem

ent

）
と
い
う
取
り
組
み
で

あ
る
。
当
館
に
あ
る
三
百
年
以
上
前
の
資
料
は
人
の
命
を
超
え

て
子
々
孫
々
に
守
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
後
世
に
繋
い
で
ゆ
く

こ
と
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
根
幹
を
成
す
機
能
で
あ
る
。
奇
し
く

も
現
在
、
全
国
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
こ
れ
ま
で
資
料
防
虫
・

防
黴
で
使
用
し
て
き
た
薬
剤
が
今
後
使
え
な
く
な
る
こ
と
で
、

今
後
の
資
料
保
存
の
考
え
方
を
変
え
る
過
渡
期
を
迎
え
て
い

る
。
Ｉ
Ｐ
Ｍ
に
よ
る
保
存
環
境
の
調
査
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た

日
常
の
点
検
と
清
掃
等
の
処
置
は
、
も
は
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

新
し
い
日
常
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
館
の
工
事
の
内
部
の
調
整
。
収
蔵
庫
や
展
示
室
と

い
っ
た
学
芸
員
に
と
っ
て
心
臓
と
身
体
の
よ
う
な
箇
所
へ
の
改

修
と
い
う
名
の
手
術
は
、
日
々
静
か
な
怒
号
が
飛
び
交
い
な
が

ら
慎
重
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
最
近
資
料
画
像
デ
ー
タ

の
入
っ
た
Ｈ
Ｄ
Ｄ
の
故
障
を
発
見
し
た
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
、
新
た
に
Ｎ
Ａ
Ｓ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
Ｈ
Ｄ
Ｄ
）
の
導
入
を

行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
画
像
の
出
し
入
れ
は
専
用
の
共
有
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
か
ら
共
有
ポ
ー
タ
ブ
ル
Ｈ
Ｄ
Ｄ
を
経
由
し
て
自
席
の

Ｐ
Ｃ
で
使
用
し
て
い
た
。
在
席
し
な
が
ら
資
料
の
大
型
画
像

フ
ァ
イ
ル
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
地
味

に
学
芸
係
の
新
し
い
世
界
の
幕
開
け
で
あ
る
。（
今
泉
）

　

今
は
毎
日
の
工
事
対
応
に
追
わ
れ
な

が
ら
、
令
和
七
年
度
の
仕
事
の
準
備
が

中
心
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
、
岡
崎
市
の
令

和
七
年
度
予
算
の
概
要
も
公
開
さ
れ
て

い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
令
和
七
年
度
の
美
術
博
物
館

の
目
玉
事
業
は
引
き
続
き
改
修
工
事
。

さ
ら
に
学
芸
係
と
し
て
は
、
新
収
蔵
品

管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
が
一
大
イ
ベ
ン
ト
で

す
。
今
ま
で
ア
ナ
ロ
グ
で
管
理
し
て
い
た

収
蔵
品
の
基
本
情
報
や
出
品
予
約
な
ど

を
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
こ
と
で
、
情
報

の
一
元
化
と
日
常
の
収
蔵
品
管
理
業
務

の
効
率
化
を
図
り
ま
す
。
今
ま
で
は
一
子

相
伝
の
奥
義
の
ご
と
く
受
け
継
が
れ
て

い
た
収
蔵
品
に
関
す
る
情
報
が
、
学
芸

員
が
い
つ
で
も
・
誰
で
も
参
照
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
登
録
さ
れ

た
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
収
蔵
品
検
索

ペ
ー
ジ
を
Ｗ
ｅ
ｂ
公
開
し
、
み
な
さ
ま
に

も
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
、
準
備
を
進

め
る
予
定
で
す
。
他
館
の
検
索
ペ
ー
ジ

を
羨
ま
し
く
思
い
な
が
ら
、
当
館
も
や
っ

と
一
歩
を
踏
み
出
せ
そ
う
な
気
配
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ

ム
調
達
に
な
る
の
で
、「
君
に
決
め
た
！
」

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
シ
ス
テ
ム
選
定
の
た

め
、
お
役
所
の
契
約
ル
ー
ル
に
則
っ
た
書

類
の
数
々
と
格
闘
す
る
日
々
で
す
。
そ
し

て
過
去
に
入
力
さ
れ
た
収
蔵
品
デ
ー
タ

の
不
備
に
涙
し
な
が
ら
、
シ
ス
テ
ム
移
行

用
に
現
行
の
デ
ー
タ
を
整
え
る
べ
く
、
今

館
内
で
最
も
エ
ク
セ
ル
を
触
っ
て
い
る
の

は
私
だ
と
思
い
ま
す
。
多
分
。

　

当
館
の
人
員
体
制
で
は
、
担
当
展
覧

会
を
抱
え
て
い
た
ら
と
て
も
手
が
回
ら

な
い
本
業
務
。
休
館
中
に
新
シ
ス
テ
ム
に

移
行
で
き
な
け
れ
ば
、
次
の
チ
ャ
ン
ス
は

早
く
て
美
博
築
四
十
年
と
な
る
十
年 

後
…
？
無
事
に
新
シ
ス
テ
ム
を
導
入
で

き
る
よ
う
、
応
援
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。（
酒
井
）

出張手芸部３にて


