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思
い
出
と
い
う
言
葉
に
は
な
ん
と
な
く
優
し
い
楽
し
い
明
る
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
。
で
は
記
憶
と
な
る
と
思
い
出
と
似
て
い
る
よ
う
で

ま
っ
た
く
違
う
内
容
だ
。
記
憶
さ
れ
て
い
る
事
象
に
は
必
ず
風
景
が

現
れ
、
そ
の
背
景
に
は
辛
い
よ
う
な
悲
し
い
よ
う
な
、
ど
こ
か
に
痛

み
を
伴
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
場
面
が
甦
る
。

　

私
の
初
め
て
の
記
憶
と
思
わ
れ
る
風
景
の
シ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
古
い
8 mm
映
画
の
よ
う
な
音
と
映
像
の
中
で
、
自
分
が
自
分
を

俯
瞰
し
て
い
る
よ
う
な
客
観
的
な
場
面
が
あ
る
。
群
馬
県
桐
生
市
に

足
尾
鉱
毒
事
件
の
渡
良
瀬
川
が
流
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
（
一
九

四
九
）
年
キ
テ
ィ
台
風
で
堤
防
が
決
壊
し
錦
櫻
橋
の
下
の
河
原
に
仮

設
さ
れ
た
木
橋
を
女
の
子
が
一
人
で
渡
っ
て
い
た
。
足
元
が
危
う
く

て
必
死
で
歩
い
て
い
る
。
そ
の
と
き
、「
ど
こ
へ
行
く
の
」
と
声
を
か

け
ら
れ
た
。
そ
の
瞬
間
ま
で
鮮
明
な
風
景
の
中
に
四
歳
の
私
が
い
た
。

　

記
憶
と
い
っ
て
も
曖
昧
な
過
去
で
あ
り
、
思
い
込
み
か
も
し
れ
な

い
出
来
事
で
も
あ
る
が
、
時
間
が
膨
大
に
通
過
す
る
と
忘
れ
る
こ
と

の
方
が
多
い
中
で
、
記
憶
が
甦
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
た
だ
今
、

現
在
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
、
過
去
に
な
れ
な
い
こ
だ
わ
り
が
現

在
を
照
ら
し
出
す
、
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
記
憶
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
の
記
憶
の
風
景
を
後
に
し
て
、
小
学
校
入
学
の
た
め

に
桐
生
か
ら
横
須
賀
へ
。
海
の
な
い
土
地
か
ら
海
岸
線
の
あ
る
町

へ
。
海
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
隣
町
に
小
さ
な
島
が
あ
り
、
そ

の
海
岸
で
初
め
て
見
た
海
は
想
像
の
全
て
を
裏
切
っ
た
風
景
だ
っ

た
。
青
い
海
原
も
白
い
砂
浜
も
な
く
、
海
の
中
に
は
竹
竿
が
全
面
に

刺
さ
っ
て
い
て
、
暗
い
浜
辺
は
雑
多
な
も
の
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い

る
、
東
京
湾
の
入
江
に
あ
る
島
の
海
岸
だ
。

　

そ
し
て
横
須
賀
の
海
側
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
国
境
が
あ
っ
た
。
今

ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
空
気
と
匂
い
の
あ
る

景
色
、
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
と
い
う
異
国
の
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
戸

惑
い
と
恐
れ
、
思
春
期
の
不
安
と
共
に
横
須
賀
の
町
は
嫌
悪
感
と
、
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光
輝
く
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
憧
れ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
絡
み

合
っ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
初
め
て
見
た
海
の
近
く
横
浜
へ
移
り
、
写
真
を
始
め
る
。

偶
然
、
暗
室
道
具
一
式
と
一
台
の
カ
メ
ラ
を
手
に
入
れ
た
の
が
キ
ッ

カ
ケ
だ
。
写
真
が
好
き
で
も
な
く
、
撮
り
た
い
も
の
も
な
く
、
写
真

に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
。
た
だ
暗
室
作
業
は
面
白
く
て
暗
室

に
入
る
た
め
に
写
真
を
撮
っ
て
い
た
。
実
は
撮
影
が
苦
手
な
の
で
な

る
べ
く
写
真
を
撮
り
た
く
な
い
。
で
も
撮
影
し
な
け
れ
ば
暗
室
へ
入

れ
な
い
。
で
は
撮
る
も
の
を
決
め
よ
う
。
好
き
な
も
の
を
撮
る
の
は

普
通
な
の
で
嫌
い
な
も
の
、
心
の
ど
こ
か
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
澱

の
よ
う
な
も
の
を
撮
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
横
須
賀
で
あ
る
。

　

自
分
の
足
元
を
し
っ
か
り
見
る
こ
と
で
し
か
こ
の
先
は
な
い
。
写

真
で
な
く
て
も
何
で
も
よ
か
っ
た
。
自
分
の
原
点
を
は
っ
き
り
意
識

す
る
た
め
に
「
絶
唱
・
横
須
賀
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
生
ま
れ
た
。

　

六
歳
か
ら
十
九
歳
と
い
う
人
格
形
成
の
時
期
の
風
景
は
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
ま
し
て
や
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
の
町
だ
。
戦
後
の
オ
キ

ュ
パ
イ
ド
ジ
ャ
パ
ン
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
生
々
し
い
風
景
が
息
づ
い

て
い
た
時
代
は
、
日
本
の
戦
後
史
と
個
人
史
が
リ
ン
ク
し
て
い
た
。

私
は
敵
討
ち
を
す
る
つ
も
り
で
横
須
賀
を
撮
り
、
横
須
賀
の
全
て
を
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白
い
印
画
紙
に
黒
々
と
吐
き
出
す
よ
う
に
プ
リ
ン
ト
し
た
。
思
い
残

す
こ
と
な
く
や
り
切
っ
た
初
め
て
の
個
展
で
あ
る
。
こ
れ
で
写
真
は

や
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
写
真
は
撮
り
続
け
、
瞬
く
間
に
時
間
が
通
り

過
ぎ
、
四
十
二
年
間
使
っ
て
い
た
暗
室
の
あ
る
家
を
処
分
し
て
、
今

桐
生
に
い
る
。
生
ま
れ
た
場
所
に
帰
る
と
い
う
気
持
ち
は
ま
っ
た
く

な
く
、
ひ
と
つ
の
清
算
と
し
て
横
浜
を
離
れ
る
。
ど
こ
で
も
よ
か
っ

た
。
生
ま
れ
た
土
地
と
育
っ
た
土
地
は
自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な

い
、只
々
受
け
身
の
場
所
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
風
景
に
身
を
任
せ
、

受
け
止
め
た
感
情
や
感
覚
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
感
受
性
に
個
性
が
育

ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
横
須
賀
は
思
春
期
の
痛
み
そ
の
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
を
写
真
と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
で
痛
み
は
時
間
と

共
に
薄
れ
変
化
す
る
。
記
憶
か
ら
記
録
へ
、
写
真
の
本
質
に
近
づ
い

て
い
く
。

　

今
年
に
な
っ
て
横
須
賀
を
久
し
ぶ
り
に
歩
い
た
。
通
り
す
が
り
の

寄
り
道
だ
。
街
中
は
暗
い
影
の
よ
う
な
場
所
は
き
れ
い
に
な
く
な
り

横
須
賀
中
央
駅
前
が
再
開
発
で
ビ
ル
が
壊
さ
れ
、
大
き
な
空
洞
が
で

き
て
い
る
。
そ
の
前
の
道
を
ひ
と
つ
入
る
と
四
十
年
前
に
通
っ
て
い

た
横
町
が
あ
る
。
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。

以
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
飲
み
屋
街
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
昼
間

の
白
っ
ち
ゃ
け
た
灯
の
と
も
ら
な
い
飲
み
屋
の
看
板
が
ズ
ラ
リ
と
並

び
、
私
を
迎
え
て
く
れ
た
の
だ
。
行
き
つ
け
の
飲
み
屋
は
様
変
わ
り

し
て
い
た
が
、
思
い
も
寄
ら
な
い
光
景
だ
っ
た
。
カ
メ
ラ
を
持
っ
て

こ
な
か
っ
た
私
は
し
ば
ら
く
立
ち
止
ま
り
、
ド
ブ
板
通
り
に
は
寄
ら

ず
横
須
賀
を
後
に
す
る
。

　

そ
し
て
桐
生
は
ジ
ワ
ジ
ワ
と
栄
枯
盛
衰
の
道
を
辿
り
、
昭
和
二
十

七
（
一
九
五
二
）
年
に
ワ
ー
レ
ン
ト
ラ
ス
の
錦
櫻
橋
が
改
設
さ
れ
、

平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
老
朽
化
の
も
と
に
取
り
壊
さ
れ
て
、
な

ん
の
特
徴
も
な
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
に
建
て
替
え
ら
れ
た
。
鉄
橋

の
そ
の
姿
は
私
の
記
憶
と
写
真
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。

（
い
し
う
ち
・
み
や
こ　

写
真
家
）

〈
11
時
02
分
〉
の
あ
る
家	
粟
津	

ケ
ン

　

今
、
目
の
前
に
正
方
形
の
木
製
パ
ネ
ル
に
貼
ら
れ
た
ボ
ロ
ボ
ロ
の

写
真
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
僕
が
物
心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
家
の
玄
関
に

飾
っ
て
あ
っ
た
も
の
だ
。
小
学
校
六
年
生
ぐ
ら
い
ま
で
僕
は
こ
の
写

真
の
正
体
を
知
ら
ぬ
ま
ま
そ
れ
を
毎
日
見
て
い
た
の
だ
。

　

東
松
照
明
の
〈
11
時
02
分
〉。

　

実
は
つ
い
先
日
わ
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
作
品
は
一
九
六
二
年
に

東
松
が
富
士
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
で
行
っ
た
展
覧
会
の
後
、
仲
の
良
か
っ

た
粟
津
潔
が
本
人
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

粟
津
潔
は
、
当
時
の
原
水
爆
禁
止
日
本
協
議
会
＝
原
水
協
に
関
わ

っ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
っ
た
。
も
う
一
人
は
杉
浦
康
平
。
詩
人
で
は
谷

川
俊
太
郎
と
関
根
弘
。
写
真
家
は
土
門
拳
、
そ
し
て
ま
だ
無
名
だ
っ

た
東
松
照
明
の
二
人
。『H

iroshim
a-N

agasaki D
ocum

ent 

1961

』
と
い
う
写
真
集
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
こ
の
原
水
協
が
当

時
海
外
向
け
に
英
語
版
で
発
行
し
た
重
厚
な
一
冊
、
こ
れ
は
被
曝
し

た
人
々
、
破
壊
さ
れ
た
街
と
文
化
を
記
録
し
た
「
証
言
」
の
塊
で
あ

る
。
写
真
家
二
名
の
名
前
は
小
さ
く
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

が
ま
た
い
い
。
こ
れ
は
、
だ
れ
か
の
写
真
集
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

原
爆
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
な
の
だ
。
こ
の
無
名
性
が
芸
術
的
迫
力
を
よ

り
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
杉
浦
と
粟
津
、志
村
和
信
の
装
丁
で
あ
る
。

隙
の
な
い
美
し
い
レ
イ
ア
ウ
ト
は
杉
浦
の
技
に
よ
る
も
の
に
違
い
な

い
。
写
真
を
余
白
な
し
の
ア
ド
リ
ブ
で
正
方
形
に
大
胆
に
ト
リ
ミ
ン

グ
を
し
た
の
は
粟
津
な
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
を
知
っ
た
の
は
粟
津
の

作
品
や
資
料
、
三
千
点
以
上
が
金
沢
21
世
紀
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
な
っ
た
二
〇
〇
七
年
の
こ
と
。
僕
は
本
棚
で
眠
っ
て
い
た
こ
の

一
冊
を
取
り
出
し
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
い
く
つ
か
慎
重
に
め
く
っ
て
い

っ
た
。
凄
ま
じ
く
、
痛
ま
し
く
、
モ
ノ
ク
ロ
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
に

引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
あ
る
瞬
間
、
幼
少
期
の
心
に
焼
き
つ

い
た
あ
の
イ
メ
ー
ジ
が
僕
の
目
の
前
に
突
如
鮮
明
に
現
れ
た
の
だ
。

そ
の
時
計
の
針
、
11
時
02
分
で
静
止
し
た
ま
ま
で
。
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人
は
そ
の
人
生
に
お
い
て
様
々
な
風
景
を
胸
に
、
そ
れ
に
支
え
ら

れ
、
助
け
ら
れ
、
時
に
は
侵
さ
れ
、
見
捨
て
ら
れ
、
今
と
い
う
時
を

生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
し
た
ら
、
あ
の
小
さ
な
家
の
玄

関
に
あ
っ
た
正
方
形
の
写
真
も
僕
に
と
っ
て
の
一
つ
の
決
定
的
な
風

景
に
違
い
な
い
。
そ
の
後
一
九
七
二
年
、
東
京
の
ど
こ
ま
で
も
続
く

焼
け
野
原
を
原
風
景
に
持
つ
粟
津
潔
は
、
同
じ
川
崎
市
多
摩
区
生
田

に
あ
っ
た
細
長
い
谷
の
よ
う
な
土
地
に
原
広
司
設
計
の
自
邸
を
建
て

る
。
こ
れ
が
「
粟
津
潔
邸
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
新
し
い
家

の
玄
関
の
壁
に
も
は
や
静
止
し
た
腕
時
計
の
写
真
は
な
か
っ
た
。
僕

は
そ
れ
か
ら
こ
の
家
に
四
年
間
住
み
、
そ
の
間
、
様
々
な
作
家
た
ち

が
そ
の
白
い
階
段
を
降
り
て
く
る
風
景
を
い
く
つ
も
見
て
き
た
の
だ

っ
た
。
僕
は
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
。
そ
こ
で
も
た
く
さ
ん

の
美
し
い
風
景
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
巨
大
な
国
で
十
六

歳
だ
っ
た
僕
は
、
す
ぐ
に
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
魅
せ
ら
れ
、

そ
の
虜
に
な
っ
た
。
は
じ
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
ウ
エ
ス
ト
・
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
レ
ム
の
街
並
み
、
ス
ト
リ

ー
ト
を
ゆ
く
人
々
の
顔
、
姿
、
言
葉
、
音
楽
。
彼
ら
に
し
か
な
い
反

発
す
る
表
現
、
負
け
る
こ
と
の
な
い
表
現
。
僕
の
芸
術
の
価
値
観
の

源
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
生
変
わ
る
こ
と
の
な
い
か
け
が
え
の
な
い

SOUL

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
粟
津
潔
邸
は
二
年
前
に
一
九
七
二
年
当
時
の
姿
に
戻
っ

た
。
長
ら
く
休
眠
し
て
い
た
が
、
こ
の
家
は
こ
こ
に
「
再
誕
生
」
し

た
の
だ
。
家
に
入
る
と
外
に
出
る
。
そ
う
、
こ
の
家
は
街
で
あ
り
路

地
で
あ
り
集
落
で
も
あ
る
。
窓
を
開
け
る
と
自
由
に
風
が
抜
け
て
ゆ

き
、
時
間
と
共
に
光
と
影
が
キ
ラ
キ
ラ
と
動
き
、
音
が
天
か
ら
響
い

て
く
る
。
圧
倒
的
ア
ウ
ラ
に
訪
れ
る
者
は
み
な
息
を
飲
む
。
こ
れ
は

若
き
原
広
司
の
超
傑
作
な
作
品
だ
と
改
め
て
思
う
。
来
れ
ば
わ
か

る
。
彼
の
や
り
た
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い

る
。
世
界
中
か
ら
こ
の
建
築
を
見
る
た
め
人
が
訪
ね
て
く
る
。
建
築

家
は
も
ち
ろ
ん
、
学
生
か
ら
大
学
の
研
究
者
か
ら
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
ら

音
楽
家
か
ら
美
術
家
か
ら
学
芸
員
か
ら
近
所
の
工
事
現
場
で
働
く
ウ

ガ
ン
ダ
人
ま
で
。
今
や
老
朽
化
し
た
こ
の
特
別
な
建
物
を
ど
う
未
来

に
残
し
て
ゆ
く
か
が
現
在
の
僕
の
テ
ー
マ
だ
が
、
こ
れ
が
あ
る
種
の

「
骨
董
品
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
面
白
く
な
い
。
空
間
に
は
魂
が

必
要
だ
。
ど
ん
な
に
立
派
な
建
物
で
も
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か

が
問
題
だ
。
か
つ
て
こ
の
家
は
生
活
と
芸
術
の
境
目
が
な
か
っ
た
粟

津
潔
の
実
践
現
場
だ
っ
た
。
こ
こ
は
、
多
種
多
様
な
人
々
の
交
流
の
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場
、
出
会
い
の
場
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
こ
こ
で
お
互
い
を
感

じ
、
発
見
し
、
そ
こ
に
「
異
種
交
配
」
が
自
然
に
起
こ
り
、
次
々
と

何
か
を
作
り
始
め
た
の
だ
。
優
れ
た
芸
術
は
境
界
を
超
え
る
。
境
界

と
は
権
威
で
あ
り
、保
守
だ
。
芸
術
の
本
質
と
は
本
来
無
縁
で
あ
る
。

粟
津
潔
と
原
広
司
は
そ
の
境
界
を
と
り
の
ぞ
く
た
め
仕
事
を
し
て
き

た
と
も
言
え
る
。

　
「
百
年
た
っ
た
ら
帰
っ
て
お
い
で　

百
年
た
て
ば
そ
の
意
味
わ
か

る
」。
粟
津
と
も
親
交
の
深
か
っ
た
寺
山
修
司
の
残
し
た
言
葉
で
あ

る
。
百
年
に
は
ま
だ
遠
い
が
半
世
紀
以
上
の
時
間
が
過
ぎ
た
今
、
そ

の
意
味
を
僕
は
噛
み
締
め
て
い
る
。
粟
津
潔
は
亡
く
な
り
、
原
広
司

も
今
年
に
入
っ
て
こ
の
世
を
去
っ
た(Rest in pow

er)

。
二
つ
の

異
な
る
魂
と
才
能
は
一
九
六
五
年
に
出
会
い
、
共
鳴
し
た
の
だ
。
そ

の
結
果
が
こ
のAW

AZU H
OUSE

で
あ
る
。
一
九
六
七
年
に
原
広

司
は
『
建
築
に
何
が
可
能
か
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
る
。
装
丁
は

粟
津
潔
。
そ
の
二
年
後
、
彼
は
『
デ
ザ
イ
ン
に
な
に
が
で
き
る
か
』

と
題
し
た
本
を
世
に
送
り
だ
し
た
。

　

僕
は
思
う
。
戦
争
、
格
差
、
人
種
民
族
問
題
、
こ
の
激
変
す
る
世

界
に
芸
術
に
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
と
。
二

〇
二
五
年
、
そ
の
試
み
を
実
践
す
る
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、

AW
AZU H

OUSE ART CENTER 

を
開
始
す
る
。
未
来
の
子
供
た

ち
の
た
め
に
。
こ
の
特
別
な
空
間
に
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
可
能

性
に
満
ち
た
風
景
を
作
る
た
め
に
。

私
は
総
て
の
表
現
の
分
野
に
、
そ
の
表
現
の
境
界
を
と
り
の
ぞ
く

だ
け
で
は
な
く
、
階
級
・
分
類
・
格
差
・
芸
術
に
現
わ
れ
た
上
昇

と
下
降
の
表
現
も
、
と
り
の
ぞ
い
て
し
ま
い
た
い
と
決
断
す
る
。

そ
れ
を
、「
マ
ク
リ
ヒ
ロ
ゲ
ル
」
！　

 ﹇
粟
津
潔
／
註
﹈

　

爆
心
地
か
ら
お
よ
そ
０
・
７
㎞
の
上
野
町
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
腕

時
計
の
写
真
が
帰
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
今
、数
十
年
の
時
間
を
超
え
、

原
広
司
の
元
祖
反
射
性
住
居
＝
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ス
の
ア
ト

リ
エ
の
丁
度
中
心
で
、
そ
の
静
止
し
た
時
間
を
示
し
て
い
る
。
静
か

に
、
叫
び
な
が
ら
。

　

世
界
中
の
み
な
さ
ん
、
ぜ
ひ
、
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
！

（
あ
わ
づ
・
け
ん　

A
W

A
ZU

 H
O

U
SE A

RT C
EN

TER 

主
宰

／
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）

﹇
註
﹈ 

粟
津
潔
「
バ
ラ
・
バ
ラ
・
バ
ラ 　
　
　
　

―
俺
た
ち
に
明
日
は
な
い
」『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
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イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の《
こ
け
し
》の
こ
と
な
ど	
酒
井	

忠
康

　

自
分
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
、
他
人
か
ら
訊
か
れ

て
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か

―
な
ど
と
惚
け
て
い
る
う
ち

は
い
い
。
け
れ
ど
も
原
稿
を
依
頼
さ
れ
て
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
の

で
、
些
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

煎
じ
詰
め
る
と
、
こ
う
い
う
話
だ
。

　

年
の
瀬
に
久
し
ぶ
り
に
葉
山
館
を
訪
ね
た
。
館
長
室
で
用
を
済
ま

せ
た
あ
と
、
長
門
佐
季
さ
ん
と
雑
談
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
中
庭
の

こ
と
に
話
が
お
よ
ん
だ
と
き
だ
っ
た
。
長
門
さ
ん
が
、
こ
ん
な
こ
と

を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
葉
山
館
の
設
計
段
階
の
打
合
せ
で
、
佐
藤
総

合
計
画
の
作
製
し
た
図
面
を
見
な
が
ら
、
わ
た
し
が
図
面
の
中
庭
の

と
こ
ろ
に
鉛
筆
で
円
を
描
い
て
、
何
か
提
案
ら
し
き
こ
と
を
い
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
竣
工
（
二
〇
〇
三
年
）
の
一
、
二
年

前
の
会
議
で
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
ま
る
で
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。

　

た
し
か
に
当
初
の
図
面
で
は
、
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ー
の
中
庭
だ
っ
た
。

そ
れ
が
い
ま
で
は
、
円
形
に
芝
山
の
よ
う
な
恰
好
と
な
っ
て
実
現
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
上
に
旧
鎌
倉
館
か
ら
移
設
し
た
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ

の
《
こ
け
し
》（
一
九
五
一
年
）
が
、ち
ょ
こ
ん
と
乗
っ
か
っ
て
い
る
。

　

こ
う
な
っ
た
経
緯
を
ふ
く
め
て
本
誌
へ
の
寄
稿
を
頼
ま
れ
た

―

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

＊

　

ノ
グ
チ
の
《
こ
け
し
》
に
は
、
ち
ょ
う
ど
い
い
按
配
の
大
き
さ
だ

が
、
わ
た
し
の
鉛
筆
で
描
い
た
円
は
も
っ
と
大
き
な
も
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
地
下
構
造
と
の
関
係
で
い
ま
の
大
き
さ
が
限
度
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　

ま
た
《
こ
け
し
》
を
見
て
思
い
出
す
の
は
設
置
の
方
角
で
あ
る
。

設
置
さ
れ
た
最
初
は
、
旧
鎌
倉
館
が
オ
ー
プ
ン
し
た
（
一
九
五
一
年
）

翌
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
入
口
へ
の
階
段
を
望
む
西
向
き
の
方
角
に
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
後
、大
規
模
改
修
（
一
九
九
一
年
）
の
際
に
、

平
家
池
を
望
む
南
向
き
の
方
角
に
か
わ
り
、
中
庭
も
ま
た
玉
砂
利
を

敷
い
て
あ
っ
た
の
が
、
改
修
後
に
は
ス
レ
ー
ト
敷
き
と
な
っ
て
、
気
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分
も
ち
が
う
も
の
と
な
っ
た
。

﹇
図
1
・
2
﹈
そ
し
て
葉
山
館
で

は
、
海
を
背
に
し
て
、
ふ
た
た

び
来
館
者
を
迎
え
る
北
向
き
の

方
角
と
な
っ
て
い
る
。﹇
図
3
﹈

　

そ
の
つ
ど
風
水
説
な
ど
を
恃た
の

み
に
し
た
、
と
い
う
話
も
聞
い

て
い
な
い
の
で
、
ま
あ
成
り
行

き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か

し
成
り
行
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
《
こ
け
し
》
自
体
の
作

品
だ
っ
て
、
そ
う
し
た
命
運
を
た
ど
っ
て
、
い
ま
に
至
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
わ
た
し
の
憶
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
書
い
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　

旧
鎌
倉
館
の
大
規
模
改
修
を
し
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
日
、
和
泉
正
敏
氏
（
ノ
グ
チ
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
か
ら
の
電

話
で
、《
こ
け
し
》
を
牟
礼
の
仕
事
場
に
あ
ず
か
っ
て
い
ま
す
が
、

ど
う
さ
れ
ま
す
か

―
と
。
そ
う
い
え
ば
修
復
を
頼
ん
で
ず
い
ぶ
ん

経
つ
な
と
思
っ
た
。
そ
し
て
和
泉
さ
ん
は
ど
ち
ら
に
致
し
ま
す
か

―
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
首
が
折
れ
て
毀こ

わ

れ
た
《
こ
け
し
》
を
、
同
じ
万ま
ん
な
り成

石
で
毀

れ
た
首
の
と
こ
ろ
だ
け
を
修
復
し
た
も
の
と
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

に
万
成
石
で
原
寸
大
に
複
製
し
た
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
。
館
長
の

弦
田
平
八
郎
氏
と
相
談
し
て
決
め
た
の
が
首
の
と
こ
ろ
だ
け
修
復
さ

れ
た
ほ
う
だ
っ
た
。

　
《
こ
け
し
》
は
男
と
女
の
像
の
二
体
が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
。
題

名
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
シ
ン
プ
ル
な
フ
ォ
ル
ム
の
作
品
で

あ
る
。
制
作
の
時
期
を
考
え
る
と
、
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
と
山
口
淑
子

の
像
だ
と
も
い
え
る
が
、
そ
こ
ま
で
し
ぼ
り
こ
ま
な
く
て
も
い
い
。

　

一
九
五
〇
年
代
の
後
半
に
、
中
庭
で
子
ど
も
が
抱
き
つ
い
て
倒
さ

れ
、
そ
の
と
き
に
首
が
折
れ
た
と
い
う
説
と
、
倒
さ
れ
た
け
れ
ど
も

首
が
折
れ
た
の
は
、
美
術
館
の
倉
庫
へ
運
ぶ
途
中
、
自
然
な
成
り
行

き
で
首
が
折
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

　

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
毀
さ
れ
た
像
は
倉
庫
に
し
ま
い
、
そ
う
で
な
い

ほ
う
の
一
体
は
池
の
傍
の
テ
ラ
ス
の
隅
に
仮
置
き
に
し
て
あ
っ
た

が
、
何
か
の
理
由
で
、
そ
れ
も
倉
庫
に
し
ま
っ
た
。

　
《
こ
け
し
》
の
か
わ
り
に
中
庭
に
は
ブ
ー
ル
デ
ル
や
マ
イ
ヨ
ー
ル

な
ど
の
作
品
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、《
こ
け
し
》

を
ふ
た
た
び
設
置
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
改
修
工
事
に
関
連

し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
気
ど
っ
た
言
い
方
を
す
る
と
、
入
魂
の
意
味

も
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
に
か
く
和
泉
さ
ん
に
修
復
を
頼
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

で
牟
礼
の
仕
事
場
ま
で
運
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
倉
庫
に
入
っ
て
び
っ
く
り
し
た
。
大
丈
夫
だ
っ
た
は
ず

の
像
も
、
毀
れ
た
像
の
ほ
う
と
同
じ
く
首
が
折
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
厚
い
布
団
で
厳
重
に
梱
包
し
保
管
し
て
あ
っ
た
の
で
、
ど
う
し

て
な
の
か
、
い
ま
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
ま
る
で
謎
だ
。
こ
れ
も
ま

た
成
り
行
き
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

そ
の
頃
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
財
団
が
、
ノ
グ
チ

の
遺
し
た
作
品
の
本
格
的
な
調
査
を
は
じ
め
た
時
期
に
も
か
さ
な
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
《
こ
け
し
》
の
所
蔵
を
裏
付
け
る
資
料
が
な
い

の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
東
京
支
社
の
庭
園
の
仕

事
（
一
九
五
一
年
）
を
受
け
た
ノ
グ
チ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
石
の

直
掘
り
で
は
な
く
、
石
膏
像
の
《
こ
け
し
》
を
二
人
で
運
ん
で
い
る

写
真
や
何
か
を
見
た
憶
え
が
あ
る
て
い
ど
で
、
わ
た
し
は
作
品
の
プ

ロ
ブ
ナ
ン
ス
な
ど
い
っ
こ
う
に
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

当
時
、
ノ
グ
チ
美
術
館
の
館
長
の
任
に
あ
っ
た
、
旧
知
の
シ
ョ
ー

ジ
・
サ
ダ
オ
氏
へ
手
紙
を
送
っ
て
、《
こ
け
し
》
に
つ
い
て
問
い
合

わ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

詳
細
は
省
く
が
、
結
局
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
側
に
も
当
方
に
も
歴
と

し
た
資
料
が
な
い
と
判
明
し
た
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
件
を
ど
う
す
す
め
た
も
の
か
と
、
わ
た
し
が
思
案
し

て
い
る
と
、
暫
く
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
財
団
と
相
談
し
た
サ
ダ
オ

氏
か
ら
返
事
が
と
ど
い
た
。
そ
こ
に
は
何
と
新
し
く
正
式
の
資
料
を

用
意
し
て
交
わ
せ
れ
ば
い
い

―
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
さ
か
い
・
た
だ
や
す　

元
当
館
館
長
、
前
世
田
谷
美
術
館
館
長
）

図 1　旧鎌倉館中庭　ル・コルビュジエと坂倉準三
 1955年11月8日

図 2　旧鎌倉館 2 階テラスから中庭を見下ろす　2015年
 ［撮影：新 良太］

図 3　葉山館中庭　2023年 [撮影：内田亜里］
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表紙作品解説

若林	奮《	足	》
1965年　水彩、 インク、 紙　26.5×37.0cm

　空間を横切る二本の足。地面に垂直に立つはずが、足の裏を露わに水平に傾き、捻子
か釘が刺さった機械仕掛けの足のようにも見える。
　彫刻家、若林奮（1936–2003）は素描家でもあった。大学在学中の 1955 年頃から
描き始めた彫刻のドローイングは、今日確認できるだけでも 1 万点を超える。その多く
は完成作品のための下図ではなく、作家が創作の発想を留めた日々のノートである。若
林は描くことで独自の思索を深めていった。
　この奇妙な《足》を読み解く手がかりを制作された 1965 年に求めるならば、同年の
作には〈残り元素〉や〈熱変へ〉がある。いずれも初期彫刻の特徴―鉄を削り、叩き、
熱し、冷やして変容させた具象とも抽象ともつかぬ黒々とした「量塊」を有するが、作
家の関心はその後、「量塊」から「面」へと向かった。面とは彫刻とそれが置かれる空
間との境界にある表面のことである。そして、上空の大気や水蒸気、飛翔といった形無
きものへの志向が高まるにつれ、地上と地下を仕切る地表面が彫刻の機軸をなしてい
く。その転回点となったのが 1969 年の国際鉄鋼彫刻シンポジウムに出品した《3.25m
のクロバエの羽》であろう。この彫刻は現在も大阪万博記念公園に残るが、見えるのは
地表面の大きな鉄板だけで、ハエの姿は地下に埋め隠されていると想像される。あたか
も周囲に並んだ巨大な発注彫刻に抗うかのように。
　当館では 1973 年、「若林奮デッサン・彫刻展」を開催した。同年秋の渡欧を経て、
若林が独自の彫刻概念である「振動尺」に至ったことは夙に知られるが、「自分が自然
の一部であることを確実に知りたい」という考えも、人間と自然の境界を知ることにほ
かならない。作家はその確認のために地表面に立つ。そして「いつでも足の裏から伝わ
ってくる自分のバランスへの注意と、傾斜している周囲からの圧力に対し、何かしらの
複雑な対応をしていなければならないのである。」［註］《足》は、未知なる「地表面」へ
の繋がりを予感させる一枚である。

朝木 由香（当館学芸員）
［註］若林奮「傾斜について」『三彩』307号、1973年9月、49頁
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今
号
で
は
、
二
〇
〇
五
年
発
行
の
第
四
号
以
来
三
十
回
に
わ
た

る
各
号
テ
ー
マ
・
特
集
の
設
定
を
離
れ
、
誌
名
に
立
ち
戻
る
「
風

景
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ご
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

粟
津
氏
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
東
松
照
明
作
品
の
パ
ネ
ル
と
粟
津

邸
の
写
真
を
拝
見
し
、
大
川
美
術
館
で
昨
年
開
か
れ
た
石
内
氏
の

個
展
「STEP TH

R
O

U
G

H
 TIM

E

」
の
記
憶
が
奇
し
く
も
重
な
り

ま
し
た
。
か
つ
て
発
表
さ
れ
た
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
・
プ
リ
ン
ト
が
、

当
時
の
解
説
パ
ネ
ル
等
も
含
め
て
「
現
物
」
で
展
示
さ
れ
た
多
く

の
空
間
は
、
被
写
体
だ
け
で
な
く
媒
体
の
物
質
性
を
も
含
め
て
イ

メ
ー
ジ
の
在
り
処
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
示
唆
に
富
む
も

の
で
し
た
。

　

大
川
美
術
館
の
複
雑
な
建
築
を
活
か
し
た
全
館
展
示
の
記
憶
も

ま
た
、
高
低
差
と
回
遊
性
の
う
ち
に
内
外
の
風
景
が
交
錯
す
る
粟

津
邸
の
記
憶
に
連
な
り
ま
す
。
酒
井
氏
に
追
想
い
た
だ
い
た
よ
う

に
、
作
品
鑑
賞
と
並
び
、
作
品
と
出
会
う
場
と
し
て
の
建
築
や
立

地
を
重
視
し
、
来
館
の
記
憶
が
実
感
を
伴
う
風
景
で
あ
る
よ
う
望

ん
で
き
た
当
館
も
、
所
蔵
品
の
物
質
性
、
空
間
の
身
体
性
と
、
そ

こ
に
降
り
積
む
時
間
へ
の
澄
ん
だ
意
識
を
持
ち
続
け
た
い
と
思
う

の
で
す
。

　

末
尾
な
が
ら
、
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
石
内
都
氏
、
粟
津
ケ
ン
氏
、

酒
井
忠
康
氏
を
は
じ
め
、
今
号
の
制
作
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆

様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
編
集
子
）




