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T
･
H
O
R
I
の
山
岳
写
真

こ
こ
に
掲
げ
た
T
･
H
O
R
I
の
写
真
は
ウ
ェ
ス
ト
ン

の
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
と
探
検
｣
よ
り
転
載
し
た
も
の

で
あ
る
｡

明
治
の
中
頃
､
既
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
本
に
日
本
人
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
心
が
も
た
れ
'
こ
れ
ま

で
多
く
の
人
が
調
べ
て
い
る
｡
こ
の
T
･
H
O
R
I
は
明

治
時
代
松
本
で
写
真
館
を
開
業
し
た
保
里
高
政
で
あ
る
が
､

実
際
に
山
の
写
真
を
撮
影
し
た
の
は
弟
子
の
写
真
技
師
の

安
藤
鶴
一
郎
で
あ
る
｡
こ
の
写
真
は
梅
沢
の
天
狗
原
入
口

附
近
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
明
治
二
十
七
年
八

月
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
か
ら
槍
穂
高
の
写
真
撮
影
を
依
頼
さ
れ

て
安
藤
は
入
山
し
た
の
で
'
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
は
明
治
二
十
四
年
八
月
､
梯
尾
本
谷
よ
り
天

狗
原
経
由
で
槍
ガ
岳
を
め
ざ
し
た
が
､
悪
天
候
の
た
め
槍

の
肩
で
引
き
か
え
し
た
｡
翌
年
八
月
に
は
二
度
目
の
挑
戦

で
槍
沢
か
ら
槍
ガ
岳
登
頂
を
果
た
し
て
い
る
｡
安
藤
は
槍

ガ
岳
周
辺
に
く
わ
し
い
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え

ら
れ
て
撮
影
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

保
里
高
政
は
明
治
時
代
早
-
も
山
岳
写
真
に
着
目
し
'

弟
子
の
安
藤
を
各
地
　
派
遣
し
て
山
岳
写
真
を
脹
ら
せ
た

の
で
､
槍
穂
高
の
他
に
白
馬
､
御
岳
な
ど
山
岳
写
真
が
敷

多
く
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
､
現
在
T
･
H
O
R
I
の
残

さ
れ
た
写
真
は
､
人
物
､
松
本
の
風
景
な
ど
で
､
山
岳
写

真
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
本
以
外
に
は
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら

な
い
｡
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
日
本
各
地
の
山
を
登
り
､
明
治
二

十
九
年
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
と
探
検
｣
を
ロ
ン
ド
ン
で

出
版
し
た
が
`
明
治
三
十
五
年
輪
ガ
岳
へ
登
っ
た
小
島
烏

水
'
岡
野
金
次
郎
ら
が
偶
然
に
こ
の
本
に
め
ぐ
り
合
い
､

そ
れ
が
横
縁
で
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
の
親
交
が
は
じ
ま
り
､
や

が
て
日
本
山
岳
会
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
｡
槍
ガ
岳
が

取
り
持
つ
縁
で
近
代
登
山
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
小
島
､

岡
野
が
　
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
と
探
検
｣
　
に
出
合
い
､
自

分
達
の
登
っ
た
桧
ガ
岳
は
じ
め
乗
鞍
岳
や
飛
騨
の
山
々
の

写
真
を
見
て
大
い
に
篤
-
と
共
に
強
い
衝
撃
を
受
け
た
と

い
う
｡

T
･
H
O
R
l
の
山
岳
写
真
は
日
本
山
岳
写
真
史
上
最

初
の
も
の
で
あ
り
'
ま
た
近
代
登
山
の
黎
明
を
告
げ
る
歴

史
的
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
｡

(
穂
苅
貞
雄
)
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鰭物情と山

幻
の
山
岳
写
真
-
保
里
写
真
館
-

毎
年
六
日
の
第
一
日
棚
田
に
は
､
上
高
地
で
ウ
エ

ス
ト
ン
祭
が
盤
大
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
明
治
時
代
､

宗
教
登
山
'
幸
衛
の
た
め
の
登
山
`
或
は
狩
猟
な
ど

の
た
め
の
登
山
し
か
知
ら
な
か
っ
た
日
本
人
に
､
山

登
り
そ
の
も
の
を
楽
し
む
登
山
､
即
ち
近
代
登
山
を

教
え
､
ま
た
'
日
本
山
岳
会
が
で
き
る
き
っ
か
け
を

作
っ
た
恩
人
と
し
て
'
そ
の
切
紙
を
た
た
え
て
い
る

の

で

あ

る

｡

ウ

ェ

ス

ト

ン

に

は

｢

日

本

ア

ル

フ

ス

登

山
と
探
検
｣
 
'
｢
極
東
の
遊
歩
揚
｣
　
の
一
一
冊
の
著
書

が
あ
る
が
､
特
に
前
者
は
日
本
ア
ル
フ
ス
の
名
を
世

界
に
広
め
た
力
は
多
大
で
あ
っ
た
｡
こ
の
著
書
の
中

に
T
･
H
O
R
I
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
即

ち
｢
槍
ヶ
岳
の
間
接
｣
　
｢
乗
鞍
岳
の
麓
白
骨
温
泉
の

浴
場
｣
　
｢
北
東
よ
り
見
た
る
槍
ヶ
岳
｣
　
｢
東
南
よ
り

見
た
る
穂
高
山
｣
　
の
四
枚
で
あ
る
｡

こ
の
T
･
H
O
R
I
は
い
か
を
る
人
物
か
に
つ
き
､

穂

　

苅

　

貞

　

雄

こ
れ
ま
で
多
-
の
人
が
関
心
を
抱
き
調
べ
て
い
る
｡

特
に
こ
の
こ
と
に
つ
き
､
日
本
山
岳
写
真
史
の

研
究
家
杉
本
誠
氏
は
､
そ
の
著
書
｢
山
の
写
真
と

写
真
家
た
ち
｣
　
(
講
談
社
)
　
の
中
で
､
T
･
H
O

R
I
の
謎
と
し
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
｢
日
本
ア
ル
フ
ス
登
用
と
探
検
｣

の
訳
者
岡
村
精
一
は
､
昭
和
八
年
発
行
の
辞
書
房

版

で

は

T

･

H

O

R

I

を

｢

堀

｣

､

一

十

八

年

の

創
元
社
版
で
も
｢
堀
｣
｡

し
か
し
二
十
八
年
の
角
川
文
庫
版
に
は
｢
保
利
｣

と
変
え
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
後
の
他
の
訳
者
は
皆
｢
偲

里
｣
　
と
改
め
て
い
る
と
言
う
｡
即
ち
最
初
の
訳
本
か

ら
約
売
上
年
間
に
､
堀
-
保
利
-
保
里
と
移
り
変
お

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
.
一
そ
し
て
明
治
叩

十
一
年
の
日
本
山
岳
会
の
機
関
誌
｢
山
岳
｣
掲
載
の

高
封
疇
蔵
の
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
げ
て
い
る
｡

｢
松
本
は
日
本
ア
ル
プ
ス
に
入
る
関
門
の
地
で
あ
れ

･
の
は
､
此
地
に
あ
る
教
師
の
写
眞
店
に
は
定
め
し
珍
ら

′

1

.

一

一纏
し
い
印
画
も
あ
､
う
う
と
は
､
誰
し
も
想
像
す
る
で
あ

ら
う
が
事
実
は
此
れ
に
反
し
て
唯
だ
僅
か
に
保
里
写

眞
館
に
あ
る
の
み
で
あ
る
∩
(
同
市
辰
巳
町
)
　
こ
れ
と

て
も
主
と
し
て
自
席
方
面
に
限
ら
れ
て
他
の
は
余

り
な
い
の
で
は
あ
れ
と
､
同
館
で
は
比
の
写
異
を
写

す
為
に
技
手
が
十
八
日
も
白
馬
頂
上
に
縄
屈
し
た
さ

う
で
あ
る
｡
蓋
し
同
館
技
手
の
得
意
と
す
る
所
で
山

岳
写
寅
と
し
て
は
美
事
を
も
の
が
多
い
｡
旦
つ
同
館

で
は
道
々
各
地
の
写
異
を
撮
影
し
て
'
登
山
客
の
為

に
は
特
に
廉
価
に
販
売
す
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
｡
吾

人
と
し
て
は
一
日
も
通
が
に
然
か
あ
ら
ん
事
を
希
望

し
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
る
｡
登
山
客
は
此
れ
に
よ
っ
て

記
念
す
べ
-
　
商
売
は
以
て
利
を
得
べ
き
で
あ
る
｡
｣

(
杉
本
誠
｢
山
の
写
真
と
写
真
家
た
ち
｣
よ
り
転
載
)

こ
の
よ
う
に
実
際
に
山
の
写
真
を
投
影
し
た
の
は
保

里
写
真
館
の
館
主
で
在
-
技
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
｡
こ
の
件
に
つ
き
私
の
父
三
井
雄

も
昭
和
二
十
九
年
七
月
の
　
｢
川
柳
し
な
の
｣
　
に
於
で

当
時
の
保
型
写
真
館
の
写
真
を
添
え
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
｡

｢
日
本
ア
ル
フ
ス
を
世
界
に
紹
介
し
た
有
名
な
る
ウ

エ
ス
ト
ン
著
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
と
探
検
｣
　
に
掲

載
さ
れ
て
ゐ
る
槍
ガ
岳
や
穂
高
岳
の
写
虞
に
｢
堀
写
｣

と
説
明
し
て
あ
る
の
は
､
当
時
松
本
の
保
里
写
眞
館

の
技
士
安
藤
鶴
一
郎
氏
の
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
｡

同
氏
は
明
治
二
十
八
年
に
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
と
御
岳
に

登
出
し
て
居
り
､
又
上
高
地
か
ら
槍
力
岳
へ
囲
切
形

の
大
型
の
写
異
様
を
人
夫
に
背
負
は
ぜ
て
登
山
し
て

ゐ
る
事
を
確
聞
し
て
ゐ
る
｡
黄
の
頃
､
既
に
山
岳
写

異
を
寮
し
た
写
兵
家
が
松
本
に
居
た
事
は
何
と
し
て

も
嬉
し
い
話
で
あ
る
｡
保
里
写
眞
館
は
其
の
後
幾
度

か
経
営
者
は
変
っ
た
が
､
其
の
古
い
特
殊
な
建
物
は

神
道
の
東
に
現
存
し
て
ゐ
る
｡
｣
(
原
文
の
ま
ま
)

保
里
写
真
館
は
昔
の
町
名
で
辰
巳
町
に
あ
り
現
在

は
町
名
が
大
手
四
丁
目
と
変
お
っ
て
い
る
が
､
建
物

の
外
観
は
そ
の
ま
ま
で
､
父
の
言
う
如
く
現
在
は
大

沢
写
真
館
に
な
っ
て
い
る
｡
昔
か
ら
私
の
家
と
は
三
､

四
百
米
程
し
か
離
れ
て
い
な
い
か
ら
､
父
は
安
嫌
鶴

一
郎
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
の
か
､
或
い
は
保
里
の

関
係
者
か
ら
聞
い
た
の
か
今
と
な
っ
て
は
れ
か
ら
な

い
が
､
と
に
か
-
確
聞
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
私
も

子
供
の
頃
､
神
道
　
(
四
柱
神
社
と
も
言
う
)
　
の
庭
で

遊
ん
だ
り
､
こ
の
体
型
の
前
を
通
り
幼
稚
閲
へ
通
っ

た
の
で
､
当
時
の
二
階
建
､
白
壁
の
土
蔵
造
り
の
立

派
を
建
物
を
よ
-
覚
え
て
い
る
｡

父
は
大
正
六
年
'
町
内
の
仲
間
達
と
槍
沢
小
屋
を

作
っ
て
山
小
屋
を
経
営
す
る
と
共
に
､
昭
和
の
初
め

に
松
本
に
写
真
館
を
開
設
｡
ま
た
山
岳
写
真
を
拙
影

し
て
保
里
写
真
館
同
様
に
印
画
を
販
売
し
た
の
で
'

保
里
写
輿
館
主
の
保
里
前
頭
を
大
先
輩
と
し
て
尊
敬

し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
昭
和
六
十
一
年
夏
､
松
本
市

で
国
際
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な

り

､

そ

の

イ

ベ

ン

ト

の

一

つ

と

し

て

､

杉

本

誠

氏

が
収
集
し
た
円
本
山
岳
写
真
史
上
最
初
の
人
と
言
お

れ
る
河
野
齢
蔵
そ
の
他
常
の
写
真
家
の
山
岳
写
真
と

共
に
､
イ
タ
リ
ア
の
探
検
家
に
し
て
登
山
家
の
ウ
イ

ノ
ト
リ
オ
･
セ
ノ
ラ
の
写
真
展
が
､
田
本
で
は
じ
め

て
松
本
市
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
時

米
松
さ
れ
た
杉
本
氏
を
､
私
は
駅
近
-
の
極
楽
寺
に

あ
る
保
里
の
薬
へ
案
内
し
た
｡
そ
の
墓
石
に
は
｢
保

里
詩
政
夫
姉
之
墓
｣
　
と
大
き
-
刻
ま
れ
た
大
変
立
派

女
墓
で
あ
る
｡
杉
本
氏
は
そ
の
立
派
さ
に
驚
き
哲
/
､

じ
っ
と
眺
め
て
い
た
が
当
時
の
両
の
写
真
が
見
つ
か

る
と
大
き
を
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
洩

ら
さ
れ
た
｡
松
本
で
生
ま
れ
育
っ
て
葺
か
ら
保
里
の

名
前
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
私
は
､
機
会
が
あ
っ

た
ら
是
非
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
｡
今
ま
で

こ
の
基
の
存
在
は
一
部
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
､
し
か
も
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
調
べ
た
人
は
い
を

い
よ
う
で
あ
っ
た
｡
寺
の
住
職
に
尋
ね
る
と
､
家
族

が
時
々
墓
参
り
に
来
て
い
る
と
の
こ
と
で
､
そ
の
名

前
､
住
所
は
直
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
早
速
手
紙

で
問
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
'
哲
-
し
て
丁
重
を
御
返
書

を
頂
き
､
驚
き
と
共
に
大
い
に
感
激
し
た
｡

そ
れ
に
よ
る
と
保
里
高
政
は
通
称
で
､
本
名
は
高

橋
輔
助
と
言
い
､
弘
化
四
年
　
(
一
八
四
七
)
　
生
ま
れ

で
あ
る
｡
今
ま
で
通
称
の
保
里
の
み
を
調
べ
て
本
名

を
調
べ
な
い
の
で
わ
か
る
筈
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

松
本
に
は
明
治
時
代
､
杉
浦
･
保
里
･
宮
沢
･
白

鳥
を
ど
数
軒
の
写
真
館
が
あ
っ
た
が
､
左
か
で
も
保

里
は
二
番
目
に
古
い
｡
高
政
は
写
真
を
梯
浜
で
習
っ

た
ら
し
い
｡
と
い
う
の
は
大
町
市
社
館
ノ
内
の
人
､
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伊
藤
喜
代
松
(
明
治
五
年
生
ま
れ
弼
和
田
十
一
年
几

十
円
才
で
没
)
　
が
生
前
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と

保
里
と
轍
浜
で
写
真
を
習
い
､
信
州
へ
帰
っ
て
か
ら

は
保
型
は
松
本
で
､
伊
路
は
大
町
に
て
写
真
業
を
は

ー
イ
ー
,
｣
⊥

じ
め
た
と
言
う
｡
何
れ
に
し
て
も
聞
流
の
草
味
期
に

早
-
も
写
真
を
習
い
写
典
館
を
経
膚
｢
し
か
も
山
畠

写
真
販
売
に
ま
で
着
日
し
た
そ
の
畑
膜
は
並
大
抵
の

も
の
で
は
な
い
｡
明
治
二
十
一
年
の
松
本
の
大
火
に

遭
い
旧
宅
を
二
階
建
て
の
上
蔵
造
り
に
建
て
替
え
た

が
､
そ
の
智
力
､
財
力
は
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
と

推
察
で
き
る
の
で
あ
る
｡

計
政
の
妻
｢
は
ま
｣
は
信
州
松
代
の
出
身
'
二
人

の
間
に
子
が
な
い
た
め
､
は
ま
と
同
郷
の
忠
雄
(
明

治
上
六
年
生
ま
れ
)
を
十
四
才
の
時
慶
子
に
し
て
い

る
｡

技
士
の
安
膳
鶴
一
郎
は
慶
応
元
年
二
八
六
五
)

生
ま
れ
‥
品
政
よ
り
十
七
才
年
下
で
､
誠
実
勤
勉
の

人
で
高
政
に
よ
く
仕
え
て
い
た
が
高
政
が
明
治
二
十

六
年
上
一
月
五
十
六
才
に
て
死
亡
し
た
後
も
､
二
十

才
に
な
っ
た
は
か
り
の
若
い
主
人
忠
雄
を
助
け
写
真

館
を
き
り
も
り
し
て
い
る
｡

忠
雄
は
若
い
頓
､
上
高
地
の
五
十
尺
旅
館
に
長
期

滞
在
し
て
､
河
童
橋
畔
で
記
念
写
真
を
写
し
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
が
波
は
格
式
高
い
士
族
の
末

子
で
惟
倍
は
生
員
曲
目
｡
人
に
頑
を
下
げ
る
こ
と
が

嫌
い
で
あ
っ
た
か
ら
商
売
人
に
は
む
か
な
い
人
で
あ

っ
た
ら
し
い
=
大
正
十
四
年
､
妻
の
テ
ル
が
末
子
を

出
産
後
亡
く
な
っ
た
の
で
､
そ
の
淋
し
さ
も
あ
り
､

す
さ
を
酒
の
量
が
ふ
え
生
活
が
乱
れ
勝
ち
に
な
っ
た

の
で
､
繁
目
早
し
て
い
た
保
里
写
真
館

の
身
代
も
か
在
り
傾
き
か
け
た
と
の

こ
と
で
あ
る
ー
当
時
､
保
里
に
は
何

人
か
の
弟
子
が
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､

狙
止
し
て
写
真
館
を
富
む
老
台
と
保

里
を
去
る
人
が
あ
っ
た
､
し
か
し
そ

の
中
に
あ
っ
て
安
膝
は
一
生
涯
を
保

里
の
た
め
に
働
き
'
昭
和
五
年
に
六

十
六
才
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ら
(
.
安
擬
の
一
人
息
子
は
惜
し
-
も

十
七
才
頭
痛
没
｡
安
膝
未
亡
人
は
写

典
館
近
-
に
住
み
､
和
服
の
仕
立
て

で
生
計
を
立
て
て
い
た
が
､
な
か
を

俣
里
憲
政
こ
と

高
橋
蕩
助

弘
化
囲
符
-
八
円
し
辛
ま
れ

-
〓
六
日
犯
し

享

年

克

-

六

才

は
ま空

…
凡
.
T
一
.
 
'
六
川
一
生
ま
い

昭

和

-

仙

気

_

月

　

-

日

比

L

L
P
T
<
-
L
j
L

忠
雄
　
(
養
子
一

同
白
人
=
_
ー
､
宇

目
-
六
日
当
よ
い

野

粗

　

~

･

:

し

〓

-

　

〓

死

亡

ノ

ー

_

L

i

-

レ

ナ

テ
ル天

=
-
印
行
_
叫
月
　
日
化
し

･
+
.
T
川
上
才

安
藤
龍
一
節

度
厄
近
年
　
八
六
五
一
当
家
ー

昭
和
九
.
T
　
月
白
日
雄
･
J

′

1

　

-

　

才

浜
野
美
行

瑚
ノ
…
叩
1
日
笹
当
家
白

描
刷
れ
-
t
I
牝
亡
　
中
平
･
 
I
-
冊
才

が
の
美
人
で
あ
り
土
星
を
人
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
晩

年
は
実
弟
の
里
見
某
に
身
を
寄
せ
､
時
々
保
里
に
遊

び
に
来
て
い
た
｡

忠
雄
の
子
供
の
二
男
二
女
は
は
ま
が
面
倒
を
み
て

い
た
が
､
一
家
の
生
計
は
商
売
下
手
を
主
人
に
か
わ

り
専
ら
安
膝
が
支
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
'
そ

の
重
症
は
大
変
を
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ

の
葦
保
里
か
ら
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
写
真
館
を
開

い
た
坂
出
穂
積
､
矢
島
英
一
即
ち
は
何
れ
も
故
人
と

在
っ
て
い
る
の
で
､
当
時
の
保
里
の
様
子
を
闘
-
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
｡
孫
達
は
子
供
の

頃
､
安
螺
か
ら
よ
-
山
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
｡

妾
腹
が
若
い
頃
､
ワ
ラ
シ
を
は
い
て
暗
箱
'
乾
板
な
ど

重
い
荷
物
を
か
つ
い
で
山
を
登
っ
た
話
'
山
で
野
宿

よ
ー
I
か
い

し
て
恐
ろ
し
か
っ
た
妖
怪
の
話
を
身
ぶ
り
手
ぶ
り
､

面
白
お
か
し
く
話
を
さ
れ
た
が
'
大
変
話
上
手
を
方

で
あ
っ
た
と
孫
の
一
人
は
薯
の
こ
と
を
思
い

出
し
て
語
っ
て
-
れ
た
｡
そ
し
て
孫
達
は
苦

労
を
し
た
が
､
成
人
で
き
た
の
は
安
蕗
の
御

薩
で
あ
る
と
皆
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
る
｡

忍
雄
の
長
男
博
(
明
治
四
十
一
年
生
ま
れ

昭
和
五
十
巳
年
七
上
関
才
で
漫
)
は
松
本
中

卒
を
卒
業
｡
安
螺
の
披
助
を
受
け
た
と
は
い

え
葦
字
し
な
が
ら
栗
木
美
術
学
校
の
日
本
画

科
を
卒
業
し
た
｡
そ
し
て
文
展
に
も
人
選
し

絵
か
き
と
し
て
一
家
を
左
し
た
と
の
こ
と
で
､

そ
の
未
亡
人
は
現
在
も
健
在
で
あ
る
｡

未
亡
人
に
よ
る
と
､
博
は
安
路
の
遺
品
の
入
っ
た

包
み
を
大
事
に
し
片
時
も
離
さ
ず
持
ち
続
け
た
と
言

う
が
､
そ
の
遺
品
は
現
在
も
高
橋
家
に
保
管
さ
れ
て

い
る
｡
そ
の
中
味
は
句
集
が
大
部
分
で
､
一
冊
に
約

八
百
首
載
せ
ら
れ
た
和
紙
の
手
帖
が
五
冊
､
大
字
ノ

ー
ト
七
冊
に
び
っ
し
り
達
筆
の
毛
筆
で
書
い
た
も
の
'

ま
た
博
が
安
謄
氏
適
塾
集
と
記
し
た
手
帖
な
ど
'
そ

の
他
碁
関
係
の
新
聞
の
切
抜
帳
や
碁
の
本
な
ど
沢
山

あ
り
､
晩
年
は
い
ろ
い
ろ
と
趣
味
に
生
き
た
風
流
の

人
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
安
膳
は
松
雲
と
い
う
号
で
俳

句
を
作
っ
て
い
た
の
で
､
そ
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
俳

句
を
次
に
記
し
て
み
る
｡
(
仮
名
遣
い
そ
の
他
は
原
文

の
ま
ま
)

義
理
と
い
う
二
手
の
重
さ
や
と
し
の
坂

苦
学
す
る
子
に
賢
母
あ
り
桃
の
里

時
持
た
ぬ
淋
し
さ
を
突
-
手
ま
り
か
な

(
忠
雄
に
は
二
人
の
娘
が
あ
っ
た
｡
)

手
城
の
男
児
生
れ
て
五
月
鯉

(
忠
雑
の
妻
テ
ル
は
大
正
十
四
年
末
子
を
生
み
問

も
な
く
死
去
｡
子
供
達
は
高
政
の
未
亡
人
が
発
育
｡
)

軸
ひ
臥
し
て
酒
類
童
子
に
蚊
の
む
る
る

凍
み
る
夜
や
酒
類
童
子
の
詰
耕

(
こ
の
二
旬
は
大
酒
宴
の
忠
雄
の
こ
と
か
｡
)

一
門
の
写
真
を
と
る
在
り
松
の
内

(
保
型
の
弟
子
坂
田
に
こ
の
写
真
が
あ
る
由
｡
)

古
雛
や
母
の
年
甲
ふ
姉
妹

姉
に
唄
頼
み
て
妹
の
で
ま
り
か
な

(
子
供
達
へ
の
暖
か
い
席
が
伝
わ
っ
て
-
る
｡
)

絵
日
傘
や
小
さ
き
足
に
母
の
下
駄

孔
も
ら
ひ
に
厳
し
で
見
送
る
日
傘
か
を

俳
句
は
大
正
十
二
年
か
ら
十
四
年
頃
ま
で
の
晩
年

の
も
の
が
殆
ど
で
山
の
俳
句
は
見
当
た
ら
な
い
が
'

句
そ
の
も
の
が
絵
か
写
真
を
見
る
よ
う
な
美
し
い
自

然
の
風
景
を
読
ん
だ
も
の
が
多
い
ー
し
そ
う
し
た
も
の

を
次
に
弱
､
げ
ろ
.

雉
子
鴫
-
や
山
の
昭
杉
の
闇

雁
去
て
北
越
の
山
繭
は
む
る

蝶
舞
子
や
写
生
の
絵
具
腸
に
乾
-

=
一
尺
の
麦
千
丈
の
雲
雀
か
な

散
る
や
化
浮
世
は
夢
の
会
者
定
離

宮
林
に
川
一
筋
や
冬
の
H

H
を
闇
で
操
る
詩
境
や
時
烏

分
け
入
､
?
人
道
あ
る
限
り
春
の
山

部
写
す
流
れ
は
痩
せ
て
曇
の
峰

写
真
機
に
搭
ふ
名
所
や
春
の
風

碁
を
囲
む
音
静
か
な
り
斎
藤

碁
敵
の
夜
打
に
雪
の
掠
り
け
り

田
切
や
敦
へ
た
人
の
客
に
な
る

H
切
や
苦
竹
烏
の
友
白
髪

H
切
や
浮
世
を
捨
て
し
顔
そ
ろ
ひ
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(
碁
と
共
に
お
茶
に
も
趣
味
が
あ
っ
た
極
で
あ
る

H
切
と
は
新
茶
を
入
れ
た
つ
ぼ
の
封
を
切
っ
て

行
う
茶
会
を
言
う
｣

∫

ノ

ー

~

以
上
の
旬
を
沢
山
あ
る
中
か
ら
振
替
し
て
未
亡
人

は
送
っ
て
-
れ
　
｢
こ
れ
ら
が
宏
膳
純
一
郎
氏
の
人
柄

を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
れ
は
幸
で
あ
る
∵
妻
に
　
｢
(
宏

膝
氏
が
)
傾
き
か
け
た
体
型
写
眞
飴
を
身
を
点
て
支

え
続
け
た
義
理
大
悟
に
厚
い
誠
実
を
人
柄
で
は
を
か

っ
た
か
と
想
像
い
た
し
ま
す
が
､
反
面
そ
れ
以
上
に

保
里
高
取
が
大
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
と
い
う
こ
と

も
偲
ば
れ
ま
す
へ
､
家
に
背
き
適
し
た
亡
夫
　
へ
博
)
　
が

名
古
屋
で
不
治
の
病
を
宣
告
さ
れ
自
分
の
大
切
な
荷

物
だ
け
整
理
す
る
為
に
病
院
か
ら
外
活
を
許
さ
れ
息

子
の
所
へ
参
り
ま
し
た
そ
の
時
､
安
膳
氏
の
こ
の
葡

物
を
入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
亡
夫
に
と
ー
つ
て
安

藤
氏
は
か
け
が
え
の
な
い
大
忠
人
だ
っ
た
か
ら
だ
と

忠
-
つ
て
い
ま
す
言
と
お
手
紙
に
書
き
添
え
て
あ
っ
た
へ
〕

昭
和
の
初
め
頃
'
傑
出
の
待
合
室
に
は
山
の
写
真

が
沢
山
か
け
て
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
'
安
膝

の
遺
品
の
包
み
に
も
残
念
な
が
ら
山
の
写
真
は
な
か

っ
た
が
､
彼
の
過
さ
れ
た
俳
句
に
よ
り
､
誠
実
を
人

柄
､
愛
憎
の
こ
ま
や
か
を
す
ぼ
ら
し
い
人
間
で
あ
り
､

自
然
に
対
す
る
観
照
の
深
さ
も
偲
ば
れ
て
'
当
時
の

松
本
の
文
化
人
と
し
て
も
一
流
で
あ
り
､
彼
は
単
な

る
保
里
の
使
用
人
で
は
な
く
､
高
取
亡
き
後
は
実
質

的
な
経
営
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
杉
本
誠
氏

が
そ
の
著
書
に
於
て
　
｢
日
本
の
山
岳
写
真
家
第
一
号

は
安
巌
鶴
一
郎
か
と
い
わ
れ
る
と
､
即
座
に
返
答
し

か
ね
る
｡
彼
の
登
山
麿
や
山
の
考
え
方
を
ど
が
､
今
と

な
っ
て
は
は
と
ん
と
わ
か
ら
な
い
の
と
同
時
に
､
主

人
の
要
請
に
従
っ
て
販
売
用
の
写
真
櫨
影
を
第
一
の

目
的
に
し
て
入
山
し
て
い
る
点
な
ど
引
っ
か
か
る
の

た
｡
｢
行
け
｣
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
'
あ
る
い
は
山

に
登
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
｡
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
､
写
真
技
師
で
は
あ
っ
て
も
登
山
家
と
は
い

い
が
た
い
｡
｣
と
指
摘
し
て
い
る
が
､
私
が
今
ま
で

述
べ
た
彼
の
生
き
ざ
ま
遺
品
の
俳
句
な
ど
に
よ
り
､

そ
の
考
え
は
打
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
を
い
か

と
思
う
の
で
.
あ
る
ー
∪
彼
は
主
人
の
命
令
だ
け
で
山
へ

登
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
､
一

役
が
本
当
に
川
が
す
さ
で
な
け
れ
ば
'
前
記
の
高

野
鷹
蔵
の
　
｢
技
手
が
十
八
日
も
自
席
煩
上
に
雛
属
し

た
さ
う
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
筈
は
な
い

の
で
あ
る
｡
彼
は
向
が
心
か
ら
す
さ
を
登
山
客
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
高
政
の
命
令
に
喜
ん
で
山
の
写
真
を

写
し
に
出
か
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
杉
本
誠
氏

は
日
本
山
岳
写
其
の
節
言
寸
は
明
治
三
十
六
年
八
月

一
十
二
日
の
　
｢
赤
石
山
擬
に
於
け
る
高
山
植
物
｣
を

撮
影
し
た
河
野
船
蔵
と
し
て
い
る
が
､
ウ
エ
ス
ト
ン

研
究
家
三
井
嘉
雄
氏
に
よ
れ
ば
､
安
蕗
は
明
治
二
十

巳
年
八
月
､
輸
ガ
岳
に
写
真
撮
影
に
出
か
け
て
い
る
｡

こ
れ
は
河
野
齢
蔵
よ
り
九
年
も
早
い
｡
彼
の
艦
影
し

た
ガ
ラ
ス
乾
板
､
印
画
は
ま
だ
発
見
さ
れ
を
い
が
`

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
著
書
に
印
刷
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
以

上
､
安
藤
鶴
一
郎
を

日
本
山
岳
写
真
家
第

二
Y
.
勺
と
し
て
も
差
支

え
な
い
の
で
は
な
か
)

ろ
う
か
｡

話
は
余
談
に
在
る

が
､
安
膝
亡
き
後
も

保
里
写
真
館
を
守
っ

た
も
う
一
人
の
人
物
､

浜
野
英
行
へ
明
治
囲

て
帰
る
頃
､
保
里
写
真
館
は
完
全
に
聞
鎖
さ
れ
て
い

た
の
で
､
地
元
の
新
聞
社
の
製
版
へ
ぼ
職
し
た
｡
昭

和
二
十
年
間
月
ま
で
保
里
に
い
た
浜
野
未
亡
人
に
よ

る
と
､
倉
庫
に
は
カ
ラ
ス
乾
板
が
沢
山
整
理
さ
れ
て

あ
っ
た
と
言
う
が
､
そ
の
後
建
物
が
人
手
に
渡
っ
た

の
で
そ
の
行
方
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
｡
私
は
各
方
面
に
問
い
合
わ
せ
た
が
､
保
里
規
影

の
人
物
写
真
松
本
市
内
の
風
景
掌
典
な
ど
は
あ
っ
て

も
両
の
写
典
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
見
当
た
ら
を
い
｡

T
･
H
O
R
I
の
写
真
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
本
以
外
に

も
各
種
の
出
版
物
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
､

そ
の
掘
影
音
名
の
表
示
が
な
い
の
で
は
っ
き
り
し
な

い
の
で
あ
る
｡

三
井
語
姓
氏
に
よ
る
と
`
最
近
英
国
山
岳
会
の
蔵

書
の
中
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
日
記
が
保
管
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
｡
そ
の
中
に
'

暮

募

れ

　

　

　

　

　

　

明

治

二

十

七

年

ウ

エ

ス

ト

ン
が
笠
ケ
岳
に
登
頂
後
上

高
地
に
入
り
､
徳
本
峠
を

越
え
て
下
山
の
途
中
､
島

々
谷
の
風
呂
平
で
｢
私
の

た
め
穏
甫
山
と
槍
ガ
岳
の

風
景
を
捕
り
に
行
く
写
眞

屡
の
保
里
に
道
で
会
っ
た
｣

十
四
年
生
ま
れ
昭
和
五
十
年
死
亡
)
が
い
る
｡
彼
は

癌
等
小
字
校
を
卒
業
し
て
直
に
保
里
に
弟
子
入
り
し

て
人
物
披
影
の
他
に
写
真
製
版
を
習
い
､
大
平
洋
戦

争
が
激
化
し
た
昭
和
十
九
年
､
徴
用
さ
れ
て
日
本
鋼

管
に
入
る
ま
で
保
里
で
働
い
た
｡
こ
れ
ま
た
誠
実
勤

勉
の
人
で
よ
-
保
里
の
た
め
尽
力
し
た
の
で
､
｢
は

ま
｣
は
写
真
館
の
東
隣
り
の
持
ち
家
一
軒
を
浜
野
に

与
え
て
い
る
｡
浜
野
の
未
亡
人
は
健
在
で
､
当
時
の

模
様
を
こ
ま
ご
ま
聞
-
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
れ
に
よ

る
と
高
政
の
未
亡
人
は
ま
は
孫
の
幸
彦
と
住
み
'
彼

を
大
変
可
愛
が
っ
て
い
た
が
､
武
家
の
出
ら
し
く
言

き
ち
A
.
,

葉
遣
い
が
丁
寧
で
礼
儀
正
し
く
､
ま
た
大
変
に
几
張

畷
幽面

の
人
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
終
日
長
火
鉢
の
前
に
姿

勢
正
し
-
座
っ
て
い
た
姿
を
思
い
出
す
と
､
当
時
を

な
つ
か
し
み
話
を
さ
れ
た
｡
浜
野
が
終
戦
後
複
興
し

.
更
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
常
念

岳
に
登
っ
て
松
本
に
掃
っ
て
か
ら
｢
私
の
た
め
に
穂

高
な
ど
の
景
色
を
写
し
に
行
っ
て
い
る
写
真
屋
の
保

里
を
訪
ね
た
｣
｡
と
い
う
詰
事
が
あ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の
当
時
安
藤
は
三
十
才
､
保
里
は
四
十
七

才
で
あ
っ
た
｡
ウ
エ
ス
ト
ン
自
身
も
写
真
を
掘
っ
た

の
で
'
そ
の
現
像
を
保
里
に
依
頼
し
て
い
た
よ
う
で

あ

る

｡

一

方

ウ

ェ

ス

ト

ン

に

同

行

し

た

ハ

ミ

ル

ト

ン

は
杉
浦
写
真
館
を
利
用
し
て
い
た
｡
ウ
ェ
ス
ト
ン
は

笠
ケ
岳
登
頂
の
前
に
糸
魚
川
か
ら
白
馬
岳
に
登
っ
て

松
本
の
信
濃
屋
に
来
た
時
｢
杉
浦
に
よ
っ
て
感
謝
の

表
現
と
し
て
菓
子
を
出
さ
れ
た
｡
H
(
ハ
ミ
ル
ト
ン
)

が
昨
日
写
寅
を
現
像
に
出
し
た
写
真
屋
で
(
中
略
)

ス
ラ
イ
ド
を
写
真
に
す
る
の
か
聞
き
に
来
た
｡
｣
と

の
記
載
も
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
杉
浦
写
真
館
(
館

主
は
杉
浦
平
一
)
　
は
松
本
の
最
初
の
写
真
館
で
あ
り
､

古
い
写
真
に
は
杉
浦
艦
影
の
も
の
が
数
多
く
残
さ
れ

て
い
る
｡
明
治
三
十
八
年
､
松
本
の
高
美
書
店
か
ら

発
行
さ
れ
た
｢
椎
が
嶽
乃
美
観
｣
に
も
梓
川
を
渡
渉

の
写
真
｢
米
人
渓
流
を
渉
る
｣
を
ど
杉
浦
撮
影
の
写

真
が
あ
る
｡

ア
ル
プ
ス
の
玄
関
口
松
本
に
は
明
治
時
代
近
代
登

山
の
実
践
者
と
し
て
数
多
-
の
外
国
人
が
訪
れ
た
の

で
､
松
本
に
も
登
山
の
気
風
が
興
り
､
早
く
も
山
岳

写
真
に
関
心
を
抱
-
保
里
幕
政
の
よ
う
を
大
人
物
が

出
現
し
た
の
で
あ
る
｡
癌
政
は
安
藤
を
山
岳
写
真
家

と
し
て
育
て
た
｡
十
分
な
登
山
用
具
も
を
く
泊
る
山

小
屋
も
な
い
仝
-
不
便
を
時
代
に
､
重
い
写
真
機
材

を
背
負
っ
て
山
へ
入
る
こ
と
は
大
変
を
苦
労
で
あ
っ

た
が
'
安
藤
は
ど
ん
を
苦
難
に
も
耐
え
て
山
岳
写
真

捉
影
の
た
め
度
々
登
山
し
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
度
の
調
査
で
T
･
H
O
R
I
の
山
岳
写
真
を

発
掘
す
る
こ
と
は
残
念
を
が
ら
で
き
な
か
っ
た
が
､

私
に
は
い
ろ
い
ろ
と
得
る
所
が
あ
り
､
幸
に
思
っ
て

い
る
｡
そ
の
第
一
に
､
人
情
紙
よ
り
も
薄
い
と
い
わ

れ
る
現
代
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
明
治
の
人
の
義

理
人
情
の
厚
さ
'
誠
実
さ
を
安
嫌
鶴
一
郎
､
浜
野
英

行
ら
の
人
生
を
通
し
て
心
に
し
み
て
知
っ
た
こ
と
は

誠
に
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
｡

今
回
保
里
高
政
の
子
孫
高
橋
家
の
深
い
御
理
解
や

浜
野
未
亡
人
な
ど
関
係
者
か
ら
貴
重
な
お
話
を
聞
-

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
｡

T
･
H
O
R
I
の
山
岳
写
真
の
印
画
が
今
後
発
掘
で

き
る
こ
と
を
祈
っ
て
筆
を
お
-
｡
(
文
中
敬
称
を
略

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
)

(
槍
岳
山
荘
･
槍
沢
口
ッ
ヂ
経
営
)

山
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