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布
ふ

施
せ

英
ひ で

利
と

評
へ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
の

は
、
あ
る
い
は
「
絵
画
を
言
葉
に
す
る
」
愉

し
み
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
見
て
、
そ
の
絵
画

そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
構
造
・
存
在
感
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
美
術
批
評
と
し
て
「
創

造
」
し
て
き
た
。

　

例
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
も
う
少
し
、
自
分
の
セ
ザ
ン
ヌ
体
験
、

あ
る
い
は
美
術
館
で
の
セ
ザ
ン
ヌ
批
評
の
具

体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
み
た
い
。
例

え
ば
、
シ
カ
ゴ
の
美
術
館
で
セ
ザ
ン
ヌ
を
見

た
と
き
の
こ
と
。
自
分
は
そ
の
美
術
館
に
行

く
前
に
、
ア
メ
リ
カ
五
大
湖
の
湖
畔
に
建
つ

シ
カ
ゴ
の
水
族
館
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
い
ろ

ん
な
海
洋
生
物
を
見
て
、
自
然
が
作
り
出
し

た
生
き
物
の
形
や
色
彩
に
魅
了
さ
れ
た
。「
美

し
い
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
美
術
な
ん

か
よ
り
も
自
然
の
方
が
、
も
っ
と
多
彩
で
驚

き
に
満
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ

た
。
そ
れ
か
ら
美
術
館
に
行
っ
て
、
セ
ザ
ン

ヌ
の
絵
を
見
た
。
そ
こ
に
は
、
水
族
館
で
見

た
よ
う
な
自
然
が
生
み
出
し
た
「
美
し
さ
」

と
は
別
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
自

分
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
言
葉
に
す
れ
ば
、

セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
た
の
は
、
画
家
が
見
た
リ

　

美
術
批
評
、
と
い
う
こ
と
に
取
り
組
ん
で

三
十
五
年
ほ
ど
に
な
る
。

　

最
初
の
著
書
『
脳
の
中
の
美
術
館
』
と
い

う
本
を
出
し
た
の
が
一
九
八
八
年
、
二
十
八

歳
の
時
だ
っ
た
。
そ
の
頃
も
、
そ
し
て
そ
れ

以
後
も
、
世
界
の
美
術
館
に
出
か
け
た
く
さ

ん
の
絵
を
見
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
洞
窟
に

残
さ
れ
た
二
万
年
も
昔
の
壁
画
に
心
を
震
わ

せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
美
術
体
験

を
言
葉
に
し
て
、
何
冊
も
の
本
を
書
い
た
。

　

絵
画
と
い
う
の
は
、
言
葉
に
で
き
な
い
も

の
を
絵
に
す
る
も
の
で
、
絵
画
と
向
き
合
っ

た
時
、
人
は
言
葉
の
な
い
世
界
と
向
き
合
う

こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
美
術
批
評
の
よ
う
な
、

美
術
批
評
を
書
く（
＝
絵
画
を
言
葉
に
す
る
）

愉
し
み
だ
。
美
術
館
に
一
回
行
っ
て
、
二
つ

の
愉
し
み
が
得
ら
れ
る
。

　

あ
な
た
に
も
、「
美
術
批
評
（
と
ま
で
言

わ
な
く
て
も
エ
ッ
セ
イ
や
ブ
ロ
グ
で
も
い

い
）
を
書
く
」
と
い
う
愉
し
み
を
ぜ
ひ
、
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

う
考
え
る
と
、
美
術
批
評
と
い
う
「
絵
画
を

言
葉
に
す
る
」
行
為
は
、
も
っ
と
も
ヒ
ト
的

な
行
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

画
家
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の

リ
ン
ゴ
を
見
て
、
リ
ン
ゴ
の
絵
を
描
い
た
。

そ
こ
で
は
、
リ
ン
ゴ
と
「
リ
ン
ゴ
の
絵
」
が

等
価
に
交
換
で
き
る
も
の
と
な
る
。
美
術
批

評
と
い
う
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
リ
ン
ゴ
を
見

て
絵
を
描
い
た
よ
う
に
、
例
え
ば
「
セ
ザ
ン

ヌ
の
絵
」
を
見
て
、
そ
れ
を
批
評
と
い
う
文

章
に
す
る
作
業
だ
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
リ
ン
ゴ
を

描
い
た
よ
う
に
、
批
評
家
は
言
葉
で
絵
（
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
）
を
描
く
。

　

そ
ん
な
理
屈
を
捏こ

ね
て
ば
か
り
で
も
い
け

な
い
の
で
、
で
は
具
体
的
に
、
美
術
批
評
と

い
う
行
為
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
絵
を
言
葉
に

す
る
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
リ
ン

ゴ
の
絵
を
み
て
、
美お

い味
し
そ
う
な
リ
ン
ゴ
だ

と
か
、
形
や
色
が
美
し
い
と
か
、
あ
る
い
は

そ
う
い
う
静
物
が
置
か
れ
て
い
る
セ
ザ
ン
ヌ

の
ア
ト
リ
エ
の
部
屋
に
つ
い
て
言
葉
に
す
る

や
り
方
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
ふ
う

に
し
て
絵
画
を
語
っ
て
も
い
い
が
、
そ
れ
は

リ
ン
ゴ
や
ア
ト
リ
エ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

だ
け
で
「
絵
画
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
自
分
が
、
こ
れ
ま
で
美
術
批

ン
ゴ
の
形
や
色
や
食
感
や
味
覚
で
は
な
く
、

そ
の
リ
ン
ゴ
を
見
て
い
る
画
家
の
眼ま

な

差ざ

し
そ

の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た

の
だ
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
ま
ず
リ
ン
ゴ
を
見
る
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
段
階
上
が
っ
て
、
そ
の

リ
ン
ゴ
を
見
て
い
る
自
分
の
眼
差
し
を
、
さ

ら
に
遠
く
か
ら
見
る
。
そ
れ
を
絵
画
に
す
る

と
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
が
生
ま
れ
る
。
絵
画
と

は
、
画
家
の
目
の
中
、
脳
の
中
の
世
界
を
描

く
も
の
だ
。
そ
れ
は
絵
画
を
描
く
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
以
外
に
、
こ
の
世
界
に
存
在
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
絵
画
」
と
い
う
存

在
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
は
、
美
術
館
で
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
を
見
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
た
（
感
じ
た
）。
そ
し
て
後
日
、
そ
ん

な
セ
ザ
ン
ヌ
論
を
、
美
術
批
評
の
文
章
と
し

て
発
表
し
た
。

　

自
分
は
、
な
ぜ
美
術
館
に
行
く
の
か
。
そ

れ
は
美
術
が
好
き
で
、
美
術
作
品
を
鑑
賞
す

る
時
間
に
浸
り
た
い
か
ら
だ
。
と
同
時
に
、

自
分
は
美
術
批
評
と
い
う
こ
と
も
好
き
で
、

何
か
美
術
批
評
を
書
く
た
め
に
美
術
館
に
出

か
け
て
行
っ
て
、
話
の
ネ
タ
を
探
し
て
く
る
、

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
美
術
批
評
の
楽
し
み

は
、
そ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
美
術

を
鑑
賞
す
る
愉
し
み
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

絵
画
を
言
葉
に
す
る
の
は
「
ど
ん
な
も
の
な

の
か
？
」
と
思
わ
れ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
絵
画
は
、
言
葉
で
は
な
い
。
言
葉
に

な
ら
な
い
、
と
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
言
葉
と
い
う
の
は
、

言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
を
も
言
葉
に
す
る
、

ヒ
ト
が
生
み
出
し
た
一
つ
の
能
力
、
媒
体

だ
。
絵
画
や
芸
術
に
限
ら
な
い
。
人
は
言
葉

に
よ
っ
て
、
社
会
や
自
然
や
心
を
言
葉
に
し

て
き
た
。
言
葉
を
生
ん
だ
の
は
、
サ
ル
か
ら

進
化
し
た
脳
の
働
き
に
よ
る
が
、
そ
の
「
脳

の
働
き
」
の
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
別
の
二
つ

の
も
の
を
「
交
換
」
す
る
働
き
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
何
か
を
結
び
つ
け
る
、
何
か
を
「
同

じ
」
も
の
と
し
て
扱
う
、
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
例
え
ば
、目
で
見
た
も
の
（
＝
光
）
と
、

耳
で
聞
い
た
も
の
（
＝
音
）
を
結
び
つ
け
て
、

一
つ
の
世
界
を
把
握
す
る
こ
と
な
ど
だ
。
ヒ

ト
の
場
合
、
さ
ら
に
耳
で
聞
い
た
声
（
話
し

言
葉
）
を
、
目
で
見
る
文
字
（
書
き
言
葉
）

に
変
換
で
き
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
声
と
文

字
が
同
じ
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
、
言

語
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
言
葉

と
い
う
の
は
、
別
の
二
つ
の
世
界
を
結
び
つ

け
る
。こ
こ
で
話
そ
う
と
し
て
い
る
の
は「
絵

画
を
言
葉
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ

美
術
批
評
家　

布
施
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