
文化庁月報

ロニ］
ウ No.,57 

>
賓
員
員

： アー）レ。ヌーヴォー期のガラスと陶磁器

［表紙］

幼い貴族の肖像

ニコラ・ド・ラルジリエール<•

解説は30ページ

題字テザイン・桑山弥三郎

カット・林美紀子

もくじ
青少年芸術劇場（バレエ）に同行して

•••福田一平 4 

青少年への芸術啓蒙の意味
．．．籐田 洋 6

直□麗l
過去の遺産、未来への遺産••伊藤延男 8 

層

...幅永重樹 10

ジャパンハウス・ギャラリーの法隆寺展

…倉田文作 13

5
 

2
 

7
 

2
 

展テ

展

24
几

26
ニ

ノ

ド

物

・

経

・

宝

ル

ス

院

一

リ

倉

ミ

一

正

工

瓦

モ｀
 
帽直＇厨濯＇馳囀:, 「漠字の読み」に関する問題2□ー□；美術文化振興協会 ....…・・ •23 ： I竿礼歳時品／リニロここー三疇



の
移
動
公
演
だ
け
に
、
公
演
が
終
っ
て
次
の
都
市
へ
着

き
、
夕
食
を
と
る
の
が
十
時
す
ぎ
と
い
っ
た
厳
し
い
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
、
こ
の
公
演
の
趣
旨
を
よ
く
理
解
し
て

協
力
し
て
下
さ
っ
た
日
本
バ
レ
エ
協
会
の
人
達
に
改
め

て
謝
意
を
表
し
た
い
。

私
の
同
行
し
た
奈
良
市
の
文
化
会
館
の
公
演
で
は
、

そ
の
日
の
プ
リ
マ
の
岡
本
佳
津
子
さ
ん
は
、
秀
逸
と
も

い
え
る
オ
テ
ッ
ト
を
踊
り
、
コ
ー
ル
ド
・
バ
レ
エ
の
人

達
も
見
事
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
、
学
生
達
と
の
素
晴
ら

し
い
交
歓
を
み
せ
た
舞
台
だ
っ
た
。
文
化
会
館
側
の
行

き
と
ゞ
い
た
動
員
の
方
法
や
、
学
生
の
鑑
賞
反
応
も
、

東
京
の
一
流
劇
場
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ

の
文
化
普
及
運
動
が
、
よ
う
や
く
実
り
あ
る
も
の
と
な

っ
て
来
た
と
い
え
る
。

日
本
の
バ
レ
エ
は
、
そ
の
発
展
過
程
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
国
と
全
く
異
な
っ
て
い
て
、
は
じ
め
は
民
間
の
興
行

会
社
が
招
聘
し
た
外
国
人
舞
踊
教
師
や
、
海
外
で
バ
レ

工
に
接
し
た
愛
好
家
や
舞
踊
家
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た

か
、
そ
の
本
格
的
な
練
習
技
法
の
伝
達
や
作
品
の
上
演

は
、
三
十
数
年
前
か
ら
と
も
言
え
る
。
国
立
の
バ
レ
エ

学
校
、
劇
場
と
共
に
発
展
し
た
フ
ラ
ン
ス
や
ソ
連
、
ま

た
王
立
の
バ
レ
エ
団
と
し
て
内
容
を
整
え
た
イ
ギ
リ
ス

や
デ
ン
マ
ー
ク
等
の
バ
レ
エ
の
よ
う
に
恵
ま
れ
た
条
件

は
、
皆
無
の
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
一
般
の
愛

好
家
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
芸
術
性
を
知
っ
た
舞
踊
家
に

よ
っ
て
広
く
普
及
さ
れ
盛
ん
に
な
っ
た
舞
台
芸
術
で
あ

る
。
西
洋
の
音
楽
、
絵
画
は
、
い
ち
早
く
日
本
で
も
国

立
の
学
校
か
出
来
て
、
教
育
の
面
か
ら
も
、
芸
術
と
し

て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
が
、
舞
踊
だ
け
は
長
い
間
野

放
し
の
状
態
で
あ
っ
た
。
状
況
だ
け
み
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
舞
踊
界
と
非
常
に
似
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は

早
く
か
ら
州
、
市
又
は
公
共
団
体
、
財
団
が

r

そ
の
芸

術
性
を
高
く
評
価
し
、
大
き
な
経
済
援
助
を
行
っ
て
普

及
に
つ
と
め
て
い
る
。

こ
の
青
少
年
芸
術
劇
場
、
こ
ど
も
芸
術
劇
場
が
、
文

化
庁
、
各
県
の
教
育
委
員
会
と
文
化
会
館
の
共
催
で
、

学
生
を
対
象
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
は
、
舞
踊
関
係
者

に
と
っ
て
本
当
に
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
地
方
へ

呼
び
か
け
る
文
化
運
動
の
少
な
い
日
本
の
現
状
で
は
、

広
い
芸
術
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
特
筆
に
値
す

る
好
企
画
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
回
の
、
こ
ど
も
芸
術
劇
場
に
は
同
行
し
な
か
っ
た

が
、
二
年
前
国
際
児
童
年
の
こ
ど
も
芸
術
劇
場
で
、
ア

ジ
ア
各
国
の
民
族
芸
能
団
を
招
い
て
公
演
し
た
時
の
事

で
あ
る
。
日
本
の
小
学
生
を
対
象
に
、
ア
ジ
ア
各
回
の

風
土
や
生
活
の
姿
を
伝
え
、
そ
の
芸
能
の
発
生
と
形
態

を
説
明
し
な
が
ら
、
な
ご
や
か
な
文
化
交
流
を
行
っ
て

い
る
の
を
見
て
爽
や
か
な
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
来
日
し
た
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

マ
レ
ー
シ
ア
の
芸
能
団
の
人
々
も
、
日
本
の
地
方
都
市

の
子
供
達
と
身
近
に
交
歓
出
来
た
こ
と
が
何
よ
り
も
大

き
な
感
激
だ
と
言
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

海
外
と
の
文
化
交
流
と
い
え
ば
、
外
国
へ
公
演
旅
行

に
出
た
時
、
ど
こ
の
国
で
も
公
演
後
、
現
地
の
人
達
と

賢；
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か
っ
て
西
洋
の
舞
踊
か
、
我
か
国
に
移
入
さ
れ
て
間

も
な
い
頃
、
そ
の
新
振
付
に
よ
る
創
作
舞
踊
の
芸
術
性

を
提
唱
し
て
、
故
石
井
漠
氏
は
地
方
の
小
学
校
や
（
旧
）

女
学
校
の
講
堂
や
公
民
館
な
ど
で
公
演
し
、
日
本
に
於

け
る
西
洋
舞
踊
の
文
化
普
及
運
動
を
活
発
に
行
っ
て
い

た
。
西
洋
の
踊
り
と
い
え
ば
、
ま
だ
地
方
で
は
レ
ビ
ュ

ー
・
ダ
ン
ス
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。

数
年
前
、
地
方
の
あ
る
文
化
会
合
の
席
で
、
初
老
の

婦
人
か
、
そ
の
頃
観
た
と
言
う
石
井
漠
氏
の
舞
踊
の
話

か
ら
、
当
時
文
化
の
尖
端
を
行
く
と
思
わ
れ
る
西
洋
の

新
し
い
タ
ン
ス
と
は
、
こ
ん
な
に
身
近
な
言
葉
を
持
ち
、

深
い
内
容
を
秘
め
て
い
る
も
の
か
と
、
未
知
の
も
の
に

初
め
て
触
れ
た
時
の
強
い
感
動
を
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い

出
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

現
在
で
は
テ
レ
ビ
の
普
及
で
、
と
ん
な
地
方
へ
行
っ

て
も
バ
レ
エ
と
い
え
ば
ト
ウ
（
つ
ま
先
）
で
立
っ
て
踊

る
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
か
ら
伝
わ
っ
た
舞
踊
て
あ
る
こ
と
位
は

青
少
年
芸

周
知
の
こ
と
A

な
っ
て
い
る
が
、
さ
て
そ
の
実
際
の
舞

台
を
観
た
と
い
う
人
は
、
意
外
に
少
な
い
の
が
実
情
で

あ
る八

月
の
暑
い
日
、
文
化
普
及
課
の
行
っ
て
い
る
青
少

年
芸
術
劇
場
に
解
説
購
師
と
し
て
同
行
し
な
が
ら
、
熱

心
に
話
を
聞
き
、
舞
台
に
興
奮
し
て
拍
手
を
送
る
地
方

都
市
の
高
校
生
の
姿
を
見
て
、
こ
の
入
達
も
十
数
年
後

に
は
、
前
述
の
婦
人
の
よ
う
に
、
自
分
の
幼
い
子
供
た

ち
に
は
じ
め
て
見
た
「
白
鳥
の
湖
」
や
「
ジ
ゼ
ル
」
の

感
想
を
聞
か
せ
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
や
プ
チ
パ
に
つ

い
て
語
る
日
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
勝
手
な
想
い
を

馳
せ
た
り
し
た
。

戦
後
、
バ
レ
エ
や
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
隆
盛
は
、
そ
の

社
会
の
要
求
に
応
え
て
目
を
見
張
る
も
の
か
あ
る
か
、

そ
の
殆
ん
ど
が
東
京
を
中
心
と
し
た
大
都
会
の
み
に
集

中
し
て
い
る
。
地
方
都
市
で
は
、
い
ま
青
少
年
芸
術
劇

場
や
こ
ど
も
芸
術
劇
場
の
よ
う
に
、
本
格
的
な
全
幕
公

福

田

一

平

（
舞
踊
評
論
家

場
（
バ
レ
エ
）
に
同
行
し
て

演
を
生
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
で
観
る
事
は
不
可
能

に
近
い
。
そ
れ
だ
け
に
東
京
の
大
劇
場
そ
の
ま

A

の一

流
ス
タ
ッ
フ
、
キ
ャ
ス
ト
に
よ
る
今
回
の
よ
う
な
地
方

公
演
は
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

事
で
あ
る
。
勿
論
経
済
的
な
理
由
も
あ
る
が
、
時
間
的

に
も
こ
れ
だ
け
の
人
間
の
協
力
を
得
る
こ
と
は
、
大
変

に
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

バ
レ
エ
の
よ
う
な
綜
合
芸
術
で
は
、
振
付
、
舞
踊
、

衣
裳
、
装
置
照
明
、
そ
れ
に
音
楽
、
ど
の
一
っ
が
欠

け
て
も
そ
の
芸
術
的
価
値
を
高
水
準
で
保
つ
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
今
年
の
公
演
内
容
の
よ
う
に

充
実
し
た
陣
容
を
整
え
る
迄
に
は
、
当
事
者
の
大
変
な

骨
折
り
が
あ
っ
た
事
と
思
う
。
舞
踊
界
の
各
団
体
間
の

確
執
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
よ
く
結
集
し
て
こ
の
仕

事
に
当
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
各
団
体
が
、
こ
の

企
画
の
意
義
に
共
鳴
し
た
か
ら
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

当
初
の
企
画
の
第
一
条
件
て
あ
る
、
現
在
の
日
本
で

実
現
出
来
る
最
高
の
バ
レ
エ
を
そ
の
ま
A

地
方
の
小
、

中
、
高
校
生
に
鑑
賞
さ
せ
、
い
ま
国
際
語
と
な
っ
た
バ

レ
エ
の
真
の
内
容
に
触
れ
さ
せ
る
、
と
い
う
目
的
は
一

応
達
せ
ら
れ
て
い
る
様
に
感
じ
取
れ
た
。

個
々
の
点
で
は
、
あ
る
都
市
の
会
場
て
は
舞
台
か
狭

く
間
口
十
メ
ー
ト
庄
奥
行
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
、

「
白
鳥
の
隅
第
三
幕
の
四
十
数
名
の
踊
り
手
か
演
舞

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
事
も
あ
っ
た
か
、
そ

れ
も
演
出
の
苦
心
に
よ
っ
て
本
質
を
失
う
こ
と
な
く
見

事
な
舞
台
を
見
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
暑
い
連
日

の
交
歓
会
が
あ
る
。
そ
こ
に
集
ま
っ
た
日
本
の
在
外
駐

在
員
や
商
社
の
人
の
口
か
ら
「
正
直
な
と
こ
ろ
、
我
々

は
こ
う
し
た
現
代
日
本
の
舞
台
芸
術
や
、
民
族
舞
踊
に

触
れ
る
の
は
初
め
て
で
す
。
よ
く
我
々
に
も
商
売
ば
か

り
で
な
く
、
日
本
の
文
化
や
伝
統
芸
術
も

P
R
し
ろ
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
そ
れ
に
接
す
る
機
会
は
、
学

生
時
代
に
は
殆
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
か

ら
ね
」
と
聞
か
さ
れ
、
幼
な
い
小
学
生
時
代
か
ら
、
自

国
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
誇
り
あ
る
現
代
芸
術
や
伝
統
芸

能
の
実
体
に
、
直
接
触
れ
さ
せ
る
こ
と
の
大
事
さ
を
何

時
も
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
青
少
年
芸
術
劇
場
、
こ
ど
も
芸
術
劇
楊
で
学
ん

だ
学
生
達
が
、
や
が
て
世
界
的
に
活
躍
す
る
日
に
は
、

自
国
の
文
化
や
伝
統
に
つ
い
て
語
り
、
経
済
に
つ
い
て

の
交
渉
に
も
、
よ
り
深
い
人
間
的
な
交
わ
り
を
持
つ
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は

経
済
優
先
に
な
り
勝
ち
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
に
と

っ
て
の
根
っ
子
づ
く
り
で
も
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
情
操
面
か
ら
の
人
間
づ
く
り
に

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地

味
な
仕
事
だ
が
、
長
い
年
月
を
か
け
て
も
、
こ
の
学
生

へ
の
文
化
普
及
運
動
の
重
要
さ
を
認
識
し
て
、
更
に
充

実
し
た
も
の
に
し
て
欲
し
い
と
思
う
。
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の
日
本
を
担
う
若
い
世
代
に
、
芸
術
を
鑑
賞
す
る
心
の

豊
か
さ
を
植
え
つ
け
る
仕
事
が
大
切
だ
と
認
識
さ
れ
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
ど
も
や
学
生
た
ち
に
そ
ん
な
”
意
識
“
は
な
く
て

い
い
。
む
し
ろ
、
あ
っ
た
ら
お
か
し
い
く
ら
い
の
も
の

だ
。
面
白
い
、
楽
し
い
、
美
し
い
モ
ノ
に
接
し
て
、
数

時
間
を
芸
術
の
な
か
に
体
を
あ
ず
け
る
と
い
っ
た
こ
と

で
い
い
わ
け
だ
。
そ
の
体
験
が
、
や
が
て
成
人
し
た
暁

に
、
過
去
の
好
も
し
い
記
憶
と
し
て
甦
っ
て
く
れ
ば
、

成
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
自
身
、
小
学
校
時
代
に
学
校
か
ら
引
率
さ
れ

て
い
っ
た
の
は
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
記
録
映

画
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
が
小
学
校

（
当
時
は
国
民
学
校
と
呼
ん
で
い
た
）
時
代
だ
っ
た
わ

た
し
の
幼
い
頃
に
く
ら
べ
る
と
、
今
の
子
は
幸
せ
だ
。

そ
し
て
、
贅
沢
だ
。
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
設
備
の
い

い
会
館
が
あ
っ
て
、
居
な
が
ら
に
し
て
東
京
か
ら
や
っ

て
き
た
一
流
の
芸
術
が
み
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
台
風
の

な
か
を
傘
も
さ
せ
ず
に
（
さ
さ
ず
に
、
で
は
な
い
）
濡

れ
鼠
に
な
っ
て
く
る
生
徒
は
、
そ
の
辛
さ
よ
り
得
た
も

の
の
ほ
う
か
よ
り
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
、

幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
る
c

こ
と
し
の
「
青
少
年
芸
術
劇
場
」
と
「
こ
ど
も
芸
術

劇
場
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
月
号
に
記
載
さ
れ
て

い
る
か
ら
繰
り
返
え
さ
な
い
。
お
お
む
ね
、
各
ジ
ャ
ン

ル
の
名
作
・
名
曲
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
い
の

だ
と
思
う
。
”
芸
術
“
と
い
う
言
葉
は
い
か
め
し
い
が
、

じ
つ
は
誰
れ
彼
れ
と
な
く
親
し
め
る
要
素
が
な
け
れ
ば
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こ
ん
ど
「
青
少
年
芸
術
劇
場
」
の
解
説
講
師
と
し
て
、

劇
団
青
年
座
の
「
ブ
ン
ナ
よ
木
か
ら
お
り
て
こ
い
」
に

同
行
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
感
想
を
も
っ
た
。
そ
の
見
聞

の
一
端
を
書
き
留
め
て
お
こ
う
。

八
月
二
十
三
日
は
暗
い
日
曜
日
で
あ
っ
た
。
男
鹿
市

は
秋
田
か
ら
約
一
時
間
男
鹿
半
島
の
観
光
ル
ー
ト
の

入
口
に
あ
た
る
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い
町
で
あ
っ
た
。

そ
の
駅
前
の
、
ほ
ん
と
う
に
真
ん
前
に
三
階
建
の
ビ
ジ

ネ
ス
ホ
テ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
泊
っ
て
い
た
の
だ
か
、

ロ
ビ
ー
の
テ
レ
ビ
は
台
風
十
五
号
の
通
過
経
路
を
刻
々

と
伝
え
て
い
た
。
ど
う
も
、
昼
頃
に
は
甚
大
な
影
響
を

お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
ら
し
い
。
事
実
、
そ
の
通
り
に

な
っ
た
。

開
演
は
一
時
半
で
あ
る
。
男
鹿
市
文
化
会
館
は
、
海

岸
ぷ
ち
を
埋
立
て
た
湾
岸
道
路
ぞ
い
に
、
つ
い
最
近
つ

く
ら
れ
た
設
備
の
い
い
ホ
ー
ル
で
あ
る
。
設
備
は
い
い

か
、
周
囲
に
は
建
物
が
い
く
つ
か
の
工
場
を
除
い
て
は

ま
る
で
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
雨
や
風
が
ま
と
も
に

ー

こ

と

し

ふ
つ
か
っ
て
く
る
台
風
て
も
こ
よ
う
も
の
な
ら
最
悪

の
場
所
だ
。
タ
ク
シ
ー
で
会
場
に
乗
り
つ
け
た
わ
た
し

は
、
途
中
、
傘
を
畳
ん
で
歩
く
生
徒
た
ち
に
出
会
っ
て
、

一
瞬
気
の
毒
と
も
、
恥
し
い
と
も
思
っ
た
。

薄
田
勇
治
館
長
は
、
今
日
は
半
分
ぐ
ら
い
し
か
集
ま

り
そ
う
も
な
く
て
、
と
申
し
わ
け
な
が
っ
た
。
そ
う
い

う
う
ち
に
も
、
電
話
が
は
い
る
。
学
校
か
ら
バ
ス
を
仕

立
て
た
か
、
道
路
が
不
通
に
な
っ
て
引
き
か
え
し
た
と

い
う
の
だ
。
こ
う
し
た
不
参
加
が
三
校
あ
っ
た
。
友
達

と
連
れ
立
っ
て
歩
い
て
く
る
組
の
ほ
か
に
、
家
族
が
章

で
送
（
，
て
く
る
入
も
い
る
。
本
来
な
ら
満
員
な
の
に
、

気
の
毒
な
こ
と
に
空
席
が
目
立
っ
た
。

「
み
ん
な
楽
し
み
に
し
と
っ
た
の
で
す
が
」
と
い
っ

た
。
今
年
の
新
劇
の
場
合
、
七
月
二
十
日
か
ら
二
十
七

日
、
八
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
、
計
二
十
二
日
間
で
二

十
回
公
演
、
ほ
と
ん
ど
連
日
移
動
す
る
旅
で
、
台
風
か

き
た
か
ら
雨
天
順
延
と
は
い
か
な
い
。
ま
た
移
動
の
関

係
で
時
間
変
更
も
難
し
い
。
た
っ
た
一
回
の
チ
ャ
ン
ス

ク
芸
術
”
と
は
い
え
な
い
か
ら
だ
。

前
日
の
青
森
市
民
会
館
も
、
雨
の
な
か
満
貝
だ
っ
た
。

北
海
道
の
江
別
市
は
、
川
向
う
が
決
壊
し
て
、
ま
だ
水

害
が
治
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
の
館
長
は
、
ゴ
ム

長
に
ジ
ャ
ン
パ
ー
姿
で
災
害
復
旧
に
奔
走
し
な
が
ら
、

観
客
動
員
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
そ
の
日
も
雨
が
降
っ
て

オ
ト
ナ
は
脅
え
て
い
た
が
、
生
徒
た
ち
は
約
七
割
、
楽

し
そ
う
に
見
物
し
て
い
た
。

各
地
方
に
よ
っ
て
、
関
係
者
の
熱
の
入
れ
か
た
に
も

若
干
の
気
風
の
ち
か
い
が
あ
る
。
わ
た
し
の
担
当
し
た

北
海
道
か
ら
東
北
の
一
部
は
、
ど
こ
も
熱
心
で
誠
実
だ

っ
た
。
雨
が
多
い
の
が
困
っ
た
。
こ
れ
は
昨
年
行
っ
た

九
州
で
も
同
じ
だ
っ
た
。

困
る
の
が
雨
と
高
校
野
球
で
あ
る
。
地
元
の
チ
ー
ム

か
勝
ち
す
す
ん
で
当
日
か
試
合
に
ぶ
つ
か
る
と
、
＂
芸
術
＂

ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。
会
場
は
た
ち
ま
ち
ガ
ラ
ン
と

す
る
と
い
う
。
こ
の
事
業
に
も
泣
き
ど
こ
ろ
は
あ
る
の

だ
な
、
と
思
っ
た
。

「
プ
ン
ナ
よ
木
か
ら
下
り
て
こ
い
」
は
、
前
に
は
「
こ

ど
も
芸
術
劇
場
」
の
巡
業
に
も
選
ば
れ
て
い
る
。
三
年

半
の
あ
い
だ
に
四
百
回
近
い
上
演
回
数
を
重
ね
て
い
る
。

劇
団
で
は
ほ
か
の
作
品
が
上
演
で
き
な
く
な
る
か
ら
、

今
回
の
「
青
少
年
芸
術
劇
場
」
で
一
時
打
切
り
に
す
る

と
い
う
。

し
か
し
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
は
そ
う
簡
単
に
う
み

出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
新
劇
は
、
こ
の
と
こ
ろ
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ベ
ニ
ス
の
商
人
」
（
劇
団
四
季
）
、
ブ

レ
ヒ
ト
の
「
コ
ー
カ
サ
ス
の
白
墨
の
輪
」
（
劇
団
仲
間
）

と
、
翻
訳
劇
か
続
い
て
い
た
。
創
作
劇
で
も
繰
り
返
す

に
価
す
る
名
作
は
、
な
ん
ど
で
も
繰
り
返
す
の
が
い
い

と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
方
で
あ
る
。

「
ブ
ン
ナ
よ
木
か
ら
下
り
て
こ
い
」
は
、
俳
優
は
た

い
へ
ん
重
労
働
だ
か
、
一
座
は
十
七
、
八
人
で
す
む

C

こ
れ
ま
で
も
五
チ
ー
ム
に
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
し
て
き
た

作
品
で
あ
る
。
こ
れ
を
年
中
巡
演
で
き
る
よ
う
に
拡
充

す
る
と
い
う
考
え
方
は
で
き
な
い
か
。
日
本
の
古
典
で

あ
る
歌
舞
伎
・
文
楽
・
能
に
し
て
も
、
小
編
成
で
一
年

中
い
つ
も
ど
こ
か
で
公
演
す
る
く
ら
い
の
啓
蒙
は
必
要

で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
一
回
干
人
動
員
し
て
一
ヵ
月
で
三
万
人
、

一
年
で
三
十
六
万
人
。
次
々
に
育
っ
て
く
る
青
少
年
の

世
代
が
わ
り
を
考
え
に
い
れ
る
と
、
常
時
繰
り
返
し
て

も
、
ま
だ
全
員
が
文
化
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
。

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
夏
の
恒
例
行
事
と
い
う
限
定

の
仕
方
は
、
正
し
く
は
な
い
気
も
す
る
。

男
鹿
は
、
終
演
の
頃
に
は
台
風
一
過
、
す
っ
か
り
睛

れ
上
っ
て
い
た
。

「
見
ら
れ
ん
か
っ
た
子
は
、
残
念
か
る
で
し
ょ
う
よ
」

と
館
長
は
い
っ
た
。
三
々
五
々
散
っ
て
い
っ
た
子
の
表

惰
に
は
満
足
感
が
あ
っ
た
。

文
化
の
普
及
は
、
芸
術
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、
送
り
手

の
大
き
な
犠
牲
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
受

け
手
が
ま
っ
た
く
関
知
し
な
く
て
も
、
や
は
り
犠
牲
は

払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
実

感
を
改
め
て
も
っ
た
の
で
あ
る
。

青
少
年
へ
の
芸
術
啓

藤

田

意
味

羊、、

（
演
劇
評
論
家
）

の
青
少
年
芸
術
劇
場
に
同
行
し
て
_
~

が
、
天
候
の
都
合
で
ダ
メ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

地
方
で
は
中
央
の
芸
術
を
鑑
賞
す
る
機
会
は
、
近
年

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
三
十
年
前
ま
で
は
各
地
に
興
行

師
が
い
て
、
映
画
館
や
劇
場
も
あ
り
地
方
巡
業
が
あ
っ

た
が
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た

C

「
昔
は
こ
こ
に
も
映
画
館
か
あ
り
ま
し
た
が
、
客
か

入
ら
ん
で
閉
め
て
し
ま
い
ま
し
た
な
」
、
と
い
う
市
や
町

か
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
れ
に
代
っ
て
、
り
っ
ぱ
な
市
民

会
館
や
文
化
会
館
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
た
。

最
近
、
ば
ら
ま
き
福
祉
が
見
直
さ
れ
た
ら
文
化
さ
ま

の
お
通
り
か
、
な
ど
と
い
う
記
事
を
み
て
こ
う
い
う
程

度
の
低
い
論
調
か
出
る
こ
と
を
悲
し
ん
だ
。
確
か
に
、

東
京
に
も
な
い
よ
う
な
設
備
の
い
い
会
館
が
、
人
口
の

さ
し
て
多
く
な
い
市
に
建
て
ら
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、

そ
こ
で

h芸
術
”
と
接
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
心
の
糧

に
な
っ
て
い
る
か
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
は
ず

だ
。
が
芸
術
“
の
精
神
的
効
用
に
つ
い
て
は
、
与
え
て
即

反
応
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
目
に
み
え
る
数
値
で
答

え
は
出
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
の
人
の
人
生
に
、
い
つ

効
果
が
出
た
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

爆
弾
一
箇
で
、
何
百
何
千
と
殺
傷
し
た
と
い
う
の
な

ら
答
え
か
出
る
。
文
化
は
、
答
え
か
出
な
い
の
で
あ
る
。

が
、
答
え
か
出
な
い
こ
と
か
、
逆
に
い
う
と
大
き
な
答

え
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
詭
弁
で
い
う
の
で
は
な
い
。

真
面
目
な
話
．
そ
う
な
の
で
あ
る
。

文
化
庁
で
行
っ
て
い
る
「
青
少
年
芸
術
劇
場
」
「
こ
と

も
芸
術
劇
場
」
か
、
十
五
年
間
続
け
て
き
て
、
そ
の
間

基
本
的
に
す
く
れ
た
事
業
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
次
代
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定

価

年
間
購
読
料

編

集

後

記

0
芸
術
の
秋
を
彩
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
文
化
関

係
の
行
事
か
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
文

化
庁
主
催
の
恒
例
の
芸
術
祭
は
十
月
一
日
に
閣

硲
し
ま
し
た
か
、
今
年
は
主
催
公
涼
四
種
目
十

公
涼
、
協
投
公
飢
五
種
目
二
十
四
公
油
、
参
加
公

樅
と
な
っ
て
い
ま
す
。

文
化
庁
で
は
、
優
れ
た
芸
術
鑑
裳
の
機
会
を

充
実
し
、
青
少
年
の
梢
操
の
か
ん
登
と
芸
術
活

動
へ
の
参
加
の
気
運
を
醸
成
す
る
た
め
、
奎
国

各
地
に
一
流
の
水
準
に
あ
る
舞
台
芸
術
を
派
遣

し
て
、
青
少
年
芸
術
劇
楊
（
十
四
歳
1
十
九
歳

対
象
）
、
こ
ど
も
芸
術
剌
場
（
六
歳

1
十
三
歳
対

象
）
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

幸
い
に
も
、
こ
の
事
業
は
関
係
者
の
御
協
力

に
よ
り
好
評
を
得
て
い
ま
す
か
、
企
画
委
貝
で

も
あ
り
、
各
地
の
公
油
て
解
説
講
師
を
お
顎
い

し
て
い
る
舞
踊
評
論
家
の
福
田
一
平
氏

r

祇
測

評
飴
家
の
藤
田
洋
氏
の
お
二
人
に
、
今
年
度
の

公
派
の
模
様
な
ど
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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