
コミュニケーションとしての「画題J考

コミ、
ユ

ニ
ケ

l
シ
ョ

ン
と
し
て
の
「
画
題
」
考

は
じ
め
に

絵
画
の
題
名
、

つ
ま
り
画
題
は
、

い
か
な
る
意
味
と
価
値
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
制
作
す
る
画
家
た
ち
は
い
か
に
し
て
画
題
を
付
け
、

画
題
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
観
賞
者
は
画
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を

抱
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
半
面
で
画
家
た
ち
は
画
題
に
対
し
て
、

い
つ
も
こ
う
し
た
緊
張
感
を
持

ち
続
け
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
深
い
意
味
を
持
た
そ
う
と
は
し
て
は
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。
案
外
、
作
品
の
整
理
番
号
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
観
賞
者
も
単
な
る
作
品
の
説
明
の
一
種
程
度
く
ら

い
に
し
か
考
え
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

画
題
へ
の
挑
戦
は
未
知
の
部
分
が
少
な
く
な
い
だ
け
に
、
考
察
方
法
の
選
択

肢
は
多
様
で
あ
る
と
思
え
る
。
し
か
し
、
画
題
に
対
す
る
研
究
が
ど
の
よ
う
な

寺

本

泰

輔

も
の
で
あ
ろ
う
と
、
画
題
は
制
作
し
た
「
画
家
」
と
、
出
来
上
が
っ
た
「
作
品
」
、

そ
れ
を
見
る
「
観
賞
者
」
の
三
者
聞
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

の
一
種
の
記
号
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
い
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
記
号
と
か
た
づ
け
る
に
は
、
画
題
は
多
様
性
が
あ
り
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過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
。

一
つ
の
画
題
は
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、
受
け
取
り
方
と

意
味
が
違
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
画
題
は
画
家
に
と
っ
て
、
作

品
に
と
っ
て
、
ま
た
観
賞
者
に
と
っ
て
、

い
か
な
る
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
ろ

旨っかこ
こ
で
は
、
画
題
を
三
者
聞
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
要
素

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
ま
ず
画
家
に
と
っ
て
画
題
と
は
い

か
な
る
存
在
な
の
か
を
、
調
査
・
分
析
し
た
デ

l
タ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
基

礎
資
料
に
考
え
て
み
る
。
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画
題
調
査

調
査
対
象
と
し
た
も
の
は
、

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
い
た
る
広
島

県
美
展
の
日
本
画
・
洋
画
の
二
部
門
に
入
選
・
入
賞
し
た
全
て
の
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
絵
画
作
品
の
画
題
の
全
部
を
書
き
取
っ
て
分
析
し
た
。
こ
の
五
年
間

に
わ
た
る
広
島
県
美
展
の
開
催
回
数
は
、
第
四
十
三
回
展
か
ら
第
四
十
七
回
展

に
至
る
五
回
展
で
あ
る
。

一
日
う
ま
で
も
な
く
、

い
か
な
る
絵
画
作
品
を
調
査
対
象
に
す
る
か
は
重
要
な

課
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
分
析
結
果
が
違
っ
て
く
る
と
思
え
た
か
ら
で
あ

を
対
象
と
し
た
。
仮
に
地
域
性
が
顕

る
。
こ
こ
で
は
、
広
島
県
美
展
と
い
う
敢
え
て
親
近
感
の
持
て
る
身
近
な
作
品

著
と
な
っ
た
場
合
、
身
近
で
あ
る
だ

け
に
、
そ
の
分
析
結
果
に
説
得
力
を

持
た
せ
易
い
と
判
断
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
日
本
近
代
絵
画

史
に
残
る
名
画
群
を
調
査
・
分
析
し

た
場
合
、
恐
ら
く
、
収
拾
が
つ
か
な

く
な
る
ほ
ど
、
問
題
点
と
課
題
が
浮

上
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
つ

て
、
ご
く
身
近
な
範
囲
に
お
い
て
の

調
査
で
あ
る
。
し
か
し
、

よ
り
多
く

(表一1)調査対象とした広島県美展の作品内訳

年・回数 日本函 洋画 言十

1991年 43回展 59 364 423 

1992年 44回展 58 364 422 

1993年 45回展 45 147 192 

1994年 46回展 48 184 232 

1995年 47回展 45 182 227 

言十 255 1241 149里」
」

い
れ
て
の
研
究
は
、

の
調
査
対
象
を
得
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
日
本
近
代
絵
画
の
歴
史
を
視
野
に

い
ず
れ
挑
戦
し
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
て
は
じ

め
と
し
て
、
広
島
県
美
展
を
対
象
と
し
た
。

広
島
県
美
展
の
こ
の
五
年
間
は
、

ち
ょ
う
ど
同
展
の
主
会
場
と
な
る
広
島
県

立
美
術
館
が
全
面
改
築
さ
れ
る
工
事
期
間
に
相
当
し
て
お
り
、
広
島
市
内
の
複

数
の
デ
パ
ー
ト
で
の
分
散
開
催
で
あ
り
、

五、、
A

、

し
カ

一応、

1
4
9
6
点
と
い
う
点
数
は
調
査
・
分
析
す
る
に
お
い
て
少
な

ま
ず
い
え
る
こ
と
は
「
同

い
と
は
言
え
な
い
と
判
断
し
た
。
分
析
し
て
み
て
、

そ
れ
以
前
に
比
べ
て
作
品
数
も
少
な

一
画
題
が
多
い
は
ず
だ
」
と
い
う
、
事
前
の
予
想
が
大
き
く
は
ず
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
単
純
に
、
例
え
ば
「
瀬
戸
の
島
々
」
と
か
「
庭
の
一
隅
」
と
い
っ
た
、

し
か
し
、
実
際
に
調
べ
て
み
る
と
、
そ
う
し

ど
こ
で
も
い
つ
で
も
見
た
と
思
え
る
画
題
が
多
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
予
想
は
完
全
に
は
ず
れ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
以
上
の
作
品
に
同
一
画
題
が
付
け

ら
れ
た
ケ

l
ス
は
、

わ
ず
か
に

1
0
3
例

に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

5
点
以
上
の

作
品
に
付
け
ら
れ
た
同
一
画
題
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
み
る
。

(表
l
2
)
の
叩
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

従
っ
て
1
0
3
例
か
ら
叩
例
を
引
く
と
、

同
一
画
題
は
残
り
回
例
と
な
る
が
、
そ
れ
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(表-2)

函題 点数 画題 点数

静物 11 卓上の静物 8 

ひととき 10 祈り 6 

時 9 回想 6 I 

想 9 号主市弓主王子主王 ~J 
刻 9 絵馬 5 J 



コミュニケーションとしての「画題」考

ら
は
、

い
ず
れ
も
4
点
以
下
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に

4
点
代
の
同
一
画

題
に
は
「
赤
い
部
匡
」
「
初
夏
」
「
対
岸
」
「
夏
の
終
り
に
」
な
ど
が
あ
っ
た
。

他
に
「
魚
拓
の
詩
」
と
か
「
G
E
T

B
A
C
K
」
と
い
っ
た
個
性
的
な
画

題
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
氏
名
を
調
べ
、

い
ず
れ
も
同
一
人
が
シ
リ
ー
ズ
作
品

と
し
て
毎
回
出
品
し
て
、
入
選
し
て
い
る
も
の
と
分
か
っ
た
た
め
に
、
分
析
的

に
は
1
点
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。

な
お
、
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
「
ひ
と
り
」
「
一
人
」
「
独
り
」
や
「
秋
」

「
あ
き
」
、
「
思
う
」
「
お
も
う
」
な
ど
漢
字
と
平
仮
名
の
書
き
分
け
は
別
物
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
後
述
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
製
作
者
の

中
に
は
「
文
字
選
ぴ
」
に
相
当
に
気
を
使
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
述
の
ご
と
く
、
同
一
画
題
は
少
な
い
う
え
、
最
も
多
い
画
題
で

も
日
点
ど
ま
り
、

と
い
う
実
態
を
み
る
と
、
画
題
は
極
め
て
独
創
的
に
付
け
ら

れ
て
い
る
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
通
常
、
作
品
に
は
類
型
・
類
似
が
多
い

だ
け
に
、
「
同
じ
よ
う
な
画
題
が
多
い
」
と
漠
然
と
思
っ
て
い
た
が
、
画
題
は
作

品
の
類
型
・
類
似
に
反
し
て
、
独
創
的
で
あ
り
個
性
的
で
あ
る
。

画
題
分
析

さ
て
、
同
一
画
題
が
複
数
の
作
品
に
付
け
ら
れ
た
も
の
の
内
、

5
点
以
上
の

作
品
に
付
け
ら
れ
た
結
果
(
表
|
2
)

か
ら
、
あ
る
種
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

同
一
画
題
が
日
点
も
あ
っ
て
最
多
の
「
静
物
」
は
、
ご
く
一
般
に
よ
く
見
ら
れ

る
画
題
で
あ
り
、
プ
ロ
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
に
至
る
ま
で
、

と
り
わ
け
小
品
に
多

く
付
け
て
い
る
。
特
に
意
味
が
あ
っ
て
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記
号

に
近
い
感
覚
で
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
以
下
の
「
ひ
と
と
き
」
「
時
」
「
想
」
「
刻
」
あ
る
い
は
「
回
想
」
と

い
っ
た
画
題
は
、
極
め
て
内
面
的
要
素
が
強
い
印
象
を
与
え
、
作
品
も
恐
ら
く

抽
象
的
で
心
象
描
写
の
強
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
画
題
は
、
画
題

そ
の
も
の
の
解
釈
が
幅
広
い
た
め
、
心
象
的
な
作
品
に
は
付
け
や
す
い
の
で
あ

ろ
う
。
広
島
県
美
展
に
限
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
機
会
の
少
な
く
な
い

画
題
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
画
題
の
解
釈
が
多
様
で
あ
り
、
作
品
も
心
象

的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
画
題
は
観
賞
者
の
、

い
わ
ゆ
る
「
分
か

る
」
「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
作
品
解
釈
の
手
助
け
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
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わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
の
画
題
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

「
青
の
と
き
」
「
あ
し
た
」
「
韻
」
「
生
き
る
」
「
気
」
「
期
待
」
「
赫
」
「
間
」
「
風
」

「
現
象
」
「
再
生
」
「
期
」
「
慈
」
「
白
映
」
「
巡
る
」
な
ど
が
あ
っ
た
。

(表
|
2
)

の
残
り
の
画
題
で
あ
る
「
卓
上
の
静
物
」
「
祈
り
」
「
雪
景
」
「
絵

馬
」
は
、
逆
に
分
か
り
ゃ
す
い
画
題
で
あ
り
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
の

ス
ト
レ
ー
ト
な
説
明
と
言
え
よ
う
。

今
回
、
調
べ
た
1
4
9
6
点
の
作
品
の
う
ち
、
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
具
体
的
で
ス
ト
レ
ー
ト
な
、
従
っ
て
、
説
明
的
な
画
題
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
い
て
同
一
画
題
が
予
想
に
反
し
て
少
な
か
っ
た
の
は
、
制
作
者
が
そ
れ

ぞ
れ
に
、
具
体
的
な
題
材
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
個
性
的
な
モ
チ
ー
フ
を
で
も
つ
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て
、
独
創
的
な
シ

l
ン
を
描
い
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
画
題
と
な
る
文
字
そ
の
も
の
の
使
わ
れ
方
、
組
み
合
わ

せ
に
よ
っ
て
多
様
な
意
味
を
有
す
る
、

と
い
う
本
来
的
な
文
字
機
能
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
恐
ら
く
、

そ
の
両
方
の
組
み
合
わ
せ

で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
例
と
し
て
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
。
ま
ず
、
画
家
た
ち
が
好
ん
で
描

く
海
。
今
回
の
調
査
で
も
海
を
題
材
と
し
た
作
品
は
多
か
っ
た
が
、
画
題
は
1

点
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
画
題
を
例
記
し
て
み
る
。
「
海
浜
の

街
」
「
海
浜
」
「
海
浜
の
家
」
「
海
浜
の
集
落
」
「
海
浜
の
一
隅
」
「
海
の
回
想
」
「
雨

後
の
海
浜
」
「
漁
村
」
「
漁
港
」
「
漁
港
の
一
隅
」
「
潮
風
の
譜
」
「
潮
の
香
」
「
潮

風
」
「
潮
路
」
「
島
の
港
」
「
島
の
家
」
な
ど
の
画
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

尾
道
を
描
い
て
い
て
も
同
一
画
題
は
な
か
っ
た
。
「
尾
道
風
景
」
「
尾
道
の
郊

外
」
「
尾
道
夕
景
」
「
尾
道
水
道
」
「
尾
道
の
匡
根
」
「
尾
道
の
風
景
」
。
続
い
て
は

夏
風
景
で
「
夏
の
終
り
」
「
夏
の
終
り
に
」
「
夏
の
花
」
「
夏
の
自
の
肖
像
」
「
夏

の
夜
」
「
夏
の
風
景
」
「
夏
め
き
て
」
な
ど
。
ま
る
で
各
人
が
同
一
画
題
を
避
け

る
た
め
に
、
ど
こ
か
で
申
し
合
わ
せ
で
も
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
せ
る

ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
ま
だ
あ
る
。
「
花
」
「
春
」
「
赤
」
「
朝
」
な
ど
も

さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
っ
て
画
題
と
さ
れ
て
い
る
。

上
記
の
よ
う
に
類
型
的
題
材
・
同
一
テ
l
マ
を
対
象
に
し
て
い
な
が
ら
、
類

型
的
な
画
題
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

四

少
な
い
地
名

分
析
の
過
程
に
お
い
て
、
特
徴
的
な
結
果
が
も
う
一
つ
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は

地
域
性
を
最
も
端
的
に
現
す
と
思
え
る
地
域
の
地
名
を
付
け
た
画
題
も
極
め
て

少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
名
が
付
け
ら
れ
た
同
一
画
題

が
一
例
も
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
地
域
(
中
国
地
方
)

の
地
名
を

つ
け
た
画
題
を
全
て
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
よ
う
(
「
尾
道
」
は
既
述
)
。

「
厳
島
」
「
厳
島
想
」
「
厳
島
の
想
」
「
い
つ
く
し
ま
」
「
糸
崎
駅
」
「
隠
岐
・
国

賀
」
「
御
船
・
音
戸
」
「
山
陰
の
え
己
「
瀬
戸
の
秋
」
「
瀬
戸
内
」
「
瀬
戸
内
の
朝
」

「
大
山
へ
の
道
」
「
中
国
山
峡
」
「
柄
港
」
「
柄
港
の
老
酒
舗
」
「
靭
港
暮
色
」
「
靭

港
風
景
」
「
柄
雪
景
」
「
伯
香
大
山
」
「
三
原
古
浜
に
て
」
。
こ
の
ほ
か
に
、
国
内
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の
地
名
、
例
え
ば
「
京
都
白
川
付
近
」
な
ど
が
7
点
、
海
外
の
地
名
、
例
え
ば

「
プ
ラ
ハ
の
朝
」
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
し
た
も
の
が
国
点
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
地
域
名
を
付
け
た
画
題
は
上
記
の
如
く
少
な
い
。
「
平
和
公

園
」
と
「
宮
島
」
が
1
点
も
な
か
っ
た
の
は
、
不
思
議
で
あ
り
、
驚
き
で
さ
え

あ
っ
た
。
広
島
県
美
展
へ
の
出
品
者
た
ち
は
、
も
う
平
和
公
園
も
宮
島
も
描
き

疲
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

一
般
的
な
知
名
度
に
反
し
て
、
画
題
と

し
て
は
魅
力
が
な
い
の
か
、
相
手
が
大
き
過
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に

し
で
も
。
中
国
地
方
の
地
名
を
付
け
た
作
品
は
、
「
尾
道
」
を
含
め
て
わ
ず
か
お

点
で
あ
る
。

1
4
9
6
点
に
占
め
る
割
合
は

2
%に
も
満
た
な
い
少
な
さ
で
あ

る。
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中
国
地
方
以
外
の
圏
内
の
地
名
、
国
外
の
地
名
は
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
、
ま
た
は

一
般
の
旅
行
で
の
思
い
出
と
い
っ
た
も
の
と
思
え
る
。

こ
の
ほ
か
全
体
の
分
析
で
ア
イ
ウ
エ
オ
の
い
ず
れ
か
ら
始
ま
る
画
題
が
多
い

か
を
調
べ
て
見
た
ら
、

ペ
ス
ト
五
は
「
シ
」
が
幻
点
、
「
ア
」
河
点
、
「
カ
」
円

点
、
「
ハ
」
臼
占
川
、
「
ト
」
町
点
の
順
と
な
っ
た
。

ま
た
、

一
字
の
画
題
は
「
愛
」
「
韻
」
「
円
」
な
ど
印
点
あ
り
、
逆
に
最
も
長

い
画
題
は
「
イ
ス
ラ
ム
ロ

l
ド
・
少
年
の
祝
福
さ
れ
る
日
」
で
十
七
文
字
で
あ
っ

た
。
英
文
で
付
け
ら
れ
た
画
題
が
「
I
n
b
i
s
-
-
b
l
e
T
o
u
c
h
」「
C

o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
」
な
ど
幻
点
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
分
析
は
、

一
見
、
本
題
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
以

下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
画
家
に
対
し
て
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
聞
い
を
出

し
て
い
る
た
め
、
敢
え
て
参
考
ま
で
に
書
き
加
え
た
。

五

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

画
家
は
画
題
を
付
け
る
に
当
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
、

しヨ

か

な
る
思
い
で
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
前
々
か
ら
極
め
て
強

い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト

方
式
に
よ
っ
て
直
接
、
画
家
に
尋
ね
て
み
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
以
下
に

分
析
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
対
象
は
次
の
要
領
に
よ
っ
て
選
ん
だ
。
画
家
の
名
簿
は

広
島
市
文
化
振
興
財
団
が
発
行
し
て
い
る
年
鑑
的
な
美
術
作
品
・
評
論
集
と
い

え
る
「
美
術
ひ
ろ
し
ま
」

の
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
う
ち
、
作

品
掲
載
さ
れ
た
人
達
の
な
か
か
ら
、
洋
画
・
日
本
画
家
1
0
0
人
を
無
作
為
に

選
ん
で
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
を
郵
送
し
、
無
記
名
に
よ
っ
て
回
答
を
求
め
た
。

発
送
か
ら
回
答
ま
で
の
期
間
は
一
九
九
八
年
二
月
の
一
カ
月
を
当
て
幻
。

回
答
者
は
ち
ょ
う
ど
卯
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
つ

た
こ
と
が
な
い
だ
け
に
、
こ
の
回
答
率
、
従
っ
て
「
卯
%
」
が
高
い
か
、
低
い

か
の
判
断
は
、
に
わ
か
に
は
断
言
で
き
な
い
が
、
低
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
無
作
為
に
選
ん
だ
と
は
い
え
、
「
美
術
ひ

ろ
し
ま
」
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
人
達
は
、
広
島
市
内
在
住
者
か
同
市
内
へ
の

通
勤
・
通
学
者
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
対
象
と
な
っ
た
少
な
か
ら
ぬ
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画
家
た
ち
と
は
、
個
人
的
に
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
好
意
的
に
回
答
し
て
も
ら
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
と
い
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
回
答
内
容
に
何
ら
か
の

形
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問

は
、
個
人
的
に
知
り
合
い
か
否
か
に
は
全
く
関
係
な
い
か
ら
で
あ
る
。

設
問
は
わ
ず
か
四
聞
に
限
定
し
た
。
回
答
者
が
煩
わ
し
く
な
く
、
簡
単
に
答

え
ら
れ
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
あ
る
か
ら
出
来
る
だ
け

詳
し
く
尋
ね
た
い
と
は
思
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
回
答
率
が
悪
く
な
る
こ
と
を

懸
念
し
て
四
問
に
止
め
た
。
な
お
、
設
問
と
は
別
に
、
回
答
者
の
年
代
を
却
歳

代
以
下
・

ω
i
m歳
代
・
印
歳
代
以
上
の
三
区
分
に
別
け
て
尋
ね
た
。

ま
ず
、
問
1
に
対
す
る
回
答
状
況
を
示
す
(
表
|
3
)
。
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こ
の
表
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
大

き
な
破
綻
は
な
い
と
思
え
る
が
、
私
な
り

に
制
作
者
た
ち
の
心
情
を
分
析
し
て
み
る

と
、
い
く
つ
か
の
現
象
が
見
え
て
く
る
。

と
言
う
よ
り
、
絵
を
描
く
人
た
ち
と
描
か

な
い
者
と
の
差
異
の
よ
う
な
も
の
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
言
え
る
事
は
、

制
作
者
た
ち
は
画
題
に
対
し
て
、
意
外
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
、
「
要
約
・
象

徴
」
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
て
、

番
目
の
「
ム

l
ド
的
」
が
極
端
に
少
な
い

結
果
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
事
前
の
予
測
と
し
て
、
画
家

た
ち
と
の
こ
れ
ま
で
の
付
合
い
な
ど
か
ら
、

画
題
は
あ
る
種
の
思
い
付
き
か
ら
、
簡
単 2 

間1.画題の意義についてのお考え

設 問 回答者数 割合

作品を要約、または象徴するもの 63人 70% 

作品に対するムード的印象 15人 17% 

作品を補完するもの 4人 4% 

単なる記号 6人 7% 

その他(分からない l人・なくてよい l人) 2人 2% 

(表-3)

に
、
ま
さ
に
ム

l
ド
的
に
付
げ
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ

う
し
た
こ
と
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
に
、
以
外
性
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
設
問
の
仕
方
に
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
要
約
・
象

徴
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
「
ム

l
ド
的
」
が
あ
っ
た
の
で
は
、
「
ム

l
ド
的
」

が
感
じ
と
し
て
軽
く
思
え
る
こ
と
か
ら
、
画
題
に
つ
い
て
は
相
当
な
思
い
入
れ

と
思
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
意
味
に
お
い
て
「
要
約
・
象
徴
」
が
多
く
な
っ
た
、

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
差
が
示
さ
れ
る
と
、
こ
ち
ら
の
事
前
予
測
・
分

を
要
約
、

析
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
制
作
者
た
ち
に
と
っ
て
画
題
は
「
作
品

ま
た
は
象
徴
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
は

素
直
に
回
答
者
の
思
い
を
受
け
入
れ
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
厳
密
に
検
討
す
る

な
ら
設
問
の
文
言
、
あ
る
い
は
文
言
の
概
念
に
極
め
て
あ
い
ま
い
さ
が
あ
り
、

思
え
る
。
従
っ
て
、

「
象
徴
す
る
」
と
「
ム

l
ド
的
印
象
」
と
の
聞
に
は
大
差
な
い
の
で
は
な
い
か
と

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
読
み
方
に
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る

可
能
性
も
あ
ろ
う
と
思
う
。
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

い
ら
な
い
」

1
人
い
た
こ
と
も
気
に
と
め
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
方
で
、
「
単
な
る
記
号
」
が
6
人
、
「
分
か
ら
な
い
」

1
人
、
「
画
題
は
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(表
1
4
)
は
三
つ
に
大
き
な
差
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
制
作
者
た
ち

は
い
つ
の
場
合
で
も
絵
を
描
く
以
上
、
主
題
・
狙

い
・
テ
l
マ
な
ど
、

つ
ま
り
モ
チ
ー
フ
は
事
前
に
決

め
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
結
果
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、

チ
ー
フ
は
決
め
て
い
た
と
し
て
も
、
画
題
ま
で
決
め

て
制
作
に
は
い
る
人
は
意
外
に
少
な
く
、

お
%
ど
ま

り
で
あ
っ
た
。

モ
チ
ー
フ
に
続
い
て
、
画
題
ま
で
決
め
て
と
り
か モ

間2.画題を決める時期

設 問 回答者数 割合

制作の後 34人 38% 

制作途中 31人 34% 

制作の前 25人 28% 

(表ー4)
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か
る
の
は
、
制
約
が
多
い
と
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
表
現
が
画
題
に

後
」
に
、

引
き
づ
ら
れ
て
い
く
危
険
性
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
制
作
の

(問
1
)
の
回
答
の
ご
と
く
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
を
「
要
約
・
象
徴
」

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
後
」
「
途
中
」
「
前
」
の
い

ず
れ
も
大
き
な
差
は
な
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
3
等
分
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

(
表
|
5
)
の
シ
リ
ー
ズ
制
作
が
多
い
と
い
う
の
は
、

一
つ
の
傾
向
と
し
て
よ

く
見
掛
け
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
一
画
題
に
な
り
や
す
い
こ
と
は
や
む

品
で
あ
っ
て
、
小
型
作
品
な
ど
は

を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
公
募
展
出
品
作
品
、
大
型
作

こ
の
範
鴎
に
は
入
ら
な
い
で
あ
ろ

う
と
、
想
像
で
き
る
。

シ
リ
ー
ズ

作
品
と
は
、

コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
で

公
開
さ
れ
る
作
品
で
、
近
年
多
く

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
個
人
的
な

思
い
か
ら
言
え
ば
、

シ
リ
ー
ズ
作

品
の
た
め
、
同
じ
画
題
を
付
け
、

そ
れ
を
区
別
す
る
た
め
「
1
、

3
」
と
い
っ
た
無
機
質
な
番
号
を

付
け
た
り
、
例
え
ば
「
1
9
9
8
・

8
・
9
」
の
ご
と
く
、

一
見
し
て

意
味
あ
り
そ
う
で
、
実
は
単
な
る 2 

問3.画題の付け方

設 問 回答者数 割合

シリーズ制作などが多いため
39人 43% 

同一函題になりやすい

心情的・抽象的なものが多い 24人 27% 

漢字・仮名・数字・字数・英
14人 16% 

文などにこだわる

地名・事物名・現象名・動植
13人 14% 

名など具体的なものが多い

(表-5)

制
作
年
月
日
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
画
題
は
、
作
品
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

行
お
う
と
し
て
い
る
観
賞
者
に
対
し
て
は
不
親
切
で
あ
る
と
思
う
。

「
心
情
的
・
抽
象
的
が
多
い
」
こ
と
も
、
画
題
は
常
識
的
に
い
っ
て
字
数
に
制

限
が
あ
っ
て
、
具
体
的
表
現
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
う
な
ず
け
る
も
の

が
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、

そ
の
方
が
観
賞
者
に
理
解
の
幅
を
与
え
る
こ
と
に
も

な
り
、
絵
画
に
限
ら
ず
文
芸
・
音
楽
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
絵
画
表
現
そ
れ
自
体
が
極
め
て
「
心
情
的
・
抽
象
的
」
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
に
付
け
ら
れ
た
画
題
が
「
心
情
的
・
抽
象
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
理
解
の
幅
」
が
途
方
も
な
く
広
が
り
過
ぎ
て
、
絵
画
と
し
て
観
賞
者
と
の
コ

ミ
ユ
ニ
ケ

1
シ
ヨ
ン
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
心
配
は
あ
る
。
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「
漢
字
・
仮
名
|
|
|
」
の
問
い
掛
け
は
、
画
題
の
一
種
の
ス
タ
イ
ル
を
尋
ね

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
前
予
想
に
お
い
て
、
相
当
な
数
に
の
ぼ
る
と
考
え

て
い
た
が
、

日
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。
知
り
合
っ
て
い
る

多
く
の
画
家
た
ち
の
画
題
に
は
「
こ
だ
わ
り
」
を
感
じ
る
事
が
少
な
く
な
い
の

で
、
こ
の
設
問
へ
の
回
答
は
、
ま
さ
に
意
外
で
あ
っ
た
。
身
近
な
と
こ
ろ
に
一

字
ま
た
は
二
字
の
漢
字
の
画
題
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、

ロ
ー
マ
字
を
常
に
使
用
し

た
り
、
英
文
で
な
い
と
満
足
で
き
な
い
と
い
っ
た
画
家
が
い
る
だ
け
に
、
こ
の

回
答
の
少
な
さ
は
目
立
っ
た
。

ま
た
、
画
題
に
地
名
を
付
け
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
前
項
の
画
題
調
査
で
も
触
れ
た
通
り
、
全
体
的
に
地
名
を
付
け
た
画
題
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は
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、

国
の
内
外
を
問
わ
ず
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
な
ど
の
、
素
描
作
品
に
は
地
名
を
付
け
る

の
多
く
は
、
自
発
的
に
公
募
展
出
品
作
品
な
ど
、

ケ
ー
ス
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
回
答
者

い
わ
ば
正
式
な
作
品
を
対
象

と
し
て
回
答
し
た
も
の
と
思
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
結
果
を
招
い
た

同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

も
の
と
推
察
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
動
植
物
名
や
諸
々
の
事
物
名
に
し
て
も

に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
描
い
て
お
り
、
ま

さ
ら
に
言
え
ば
、
地
元
画
家
は
「
宮
島
」
を
描
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で

た
、
そ
の
作
品
発
表
の
場
が
地
元
で
あ
れ

ば
、
今
さ
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
宮
島
」
と

は
付
け
に
く
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
例
え

ば
、
宮
島
を
春
に
描
い
た
の
で
あ
れ
ば
「
新

緑
」
く
ら
い
に
し
て
お
く
で
あ
ろ
う
と
思

え
る
。
「
平
和
公
園
」
に
し
て
も
同
様
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
逆
に
、
「
桜
島
」

「
安
曇
野
」
と
い
っ
た
遠
隔
地
の
地
名
は
画

題
と
し
て
抵
抗
な
く
付
け
ら
れ
る
、

と
ち三f
<'l 

え
る
。時

間
を
「
か
け
る
」
「
か
け
な
い
」
が
ほ

問4.画題を付ける時間など

E支 問 回答者数 割合

画題を付ける時、時間をかけ
43人 48% 

て熟慮する場合がある

いつも、あまり時間をかけな
47人 52% 

L、

他人の画題が気になる 0人 0% 

(表-6)

ぽ
半
々
で
あ
る
(
表
|
6
)
。
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
特
徴
は
見
い
だ
せ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
(
問
1
)
か
ら
(
問
3
)

ま
で
の
回
答
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
時
間
に
つ
い
て
は
、

ど
ち

ら
か
の
一
つ
で
あ
る
。
(
問
2
)
で
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
制
作
の
後
」
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
と
こ
の

(問
4
)
の
「
時
間
を
か
け
る
」
を
、
単
純
に
組
み
合
わ

せ
る
と
、
制
作
し
た
後
に
、

さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
画
題
を
考
え
て
い
る
人
が

少
な
く
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
「
他
人
の
画
題
に
気
に
な
る
」
に
つ
い
て
は
、
回
答
は
0
で
あ
っ
た
。

他
人
の
作
品
の
出
来
具
合
を
気
に
す
る
画
家
は
多
い
が
、
画
題
に
関
し
て
は
無

頓
着
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
画
題
が
「
作
品
を
要
約
、
象
徴
」
す
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、

シ
リ
ー
ズ
作
品
の
た
め
同
じ
よ
う
な
画
題
が
付
い
て
い
て
も
、
画
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題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
制
作
者
本
人
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
制
作
者
、

つ

ま
り
画
家
仲
間
は
、

そ
れ
ほ
ど
気
に
は
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
画
家
仲
間
は
例
え
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
観
賞
者
に
と
っ
て
、
画
題

は
作
品
に
対
す
る
唯
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拠
り
所
で
あ
る
。
「
他
人
の

画
題
は
気
に
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、
観
賞
者
を
大
い
に
気
に
し
て
ほ

し
い
も
の
で
あ
る
。

.... ーノ、

年
代
別
の
同
異

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
年
代
的
な
差
異
を
求
め
る
た
め
、
設
問
の
最
後
で
年
代



コミュニケーシヨンとしての「画題」考

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
表
中
で
の
表
現
は
簡
略
化
し
た
。

を
尋
ね
た
。
改
め
て
そ
れ
を
表
に
し
て
掲
載
す
る
。
設
問
は
同
じ
も
の
で
あ
る

な
お
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
者
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
ご
と
く
、
無
作
為

に
選
ん
だ
た
め
年
代
へ
の
配
慮
は
行
つ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
回
答
者
卯
人

の
中
で
の
年
代
別
バ
ラ
ン
ス
は
偏
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ

て
も
一
応
パ
ー
セ
ン
ト
に
よ
る
割
合
を
出
し
て
み
た
。
年
代
区
分
は
細
か
く
は

分
け
ず
、
大
き
く
三
区
分
し
た
。
区
分
と
人
数
は
「
却
歳
代
以
下
・

6
人
」
「
判

初
歳
代
以
下
が
わ
ず
か
6
人
し
か
い
な

-m歳
代
・
岨
人
」
「
印
歳
代
以
上
・
犯
人
」
と
な
っ
た
。

い
た
め
、

ほ
と
ん
ど
出
た
結
果
に
説
得
力

は
な
い
と
思
え
る
(
表
1
7
)
。
こ
の
こ
と

は
以
下
全
て
の
問
い
に
あ
て
は
ま
る
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
い
ず
れ
に
お
い

て
も
「
却
歳
代
以
下
」
に
つ
い
て
は
、

メ
ン
ト
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
を
除
く
と

(表
|
7
)

の
両
者
ほ

ぽ
同
じ
傾
向
で
あ
り
、

そ
れ
は
当
然
な
が

ら
既
述
の
ご
と
く
全
体
の
回
答
と
同
じ
傾

向
で
あ
る
。
た
だ
、
「

ω歳
代
以
上
」
に
お

い
て
、
「
要
約
・
象
徴
」
が
少
な
い
分
だ
け

「ム

1
ド
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
補 コ

画題の意義についてのお考え(年代別)

設問 30歳代以下 40"-'50歳代 印歳代以上

要約・象徴 100% 69% 61% 

ムード 0% 17% 22% 

補完 0% 8% 8% 

記号 0% 6% 8% 

その他 0% 0% 1% 

(表一7)

完
」
「
記
号
」
に
回
つ
て
は
い
な
い
。

次
に
(
表
|
8
)

に
移
る
と
、
「
刊

i
m歳
代
」
と

「
印
歳
代
以
上
」
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
差
が
生
じ
て
い

る
。
な
か
で
も
「
制
作
の
前
」
は
か
な
り
差
が
は
っ

き
り
と
し
て
い
る
。
「
印
歳
代
以
上
」
つ
ま
り
年
配
者

は
制
作
の
前
か
ら
「
判

i
m歳
代
」
の
壮
年
者
に
比

較
し
て
画
題
を
決
め
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
壮
年
者
の
M
%
は
「
制
作

の
後
」
「
制
作
中
」
に
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
年
配
者
に
は
迷
い
が
少
な
く
当
初
の
方
針
通
り

進
み
、
壮
年
者
に
柔
軟
性
が
あ
る
と
い
う
見
方
は
性

急
に
す
ぎ
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
年
配
者
の
三
割
は
「
制

作
の
後
」
に
画
題
を
付
け
る
と
、
回
答
し
て
い
る
か

ら
、
決
め
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

画題を決める時期(年代別)

設問 30歳代以下 40"-'50歳代 印歳代以上

制作の後 50% 44% 31% 

制作中 17% 40% 27% 

制作の前 33% 16% 42% 

57 

(表-8)

こ
の
調
査
結
果
の
中
で
、
壮
年
者
の
「
シ
リ
ー
ズ
」
の
回
答
者
叩
%
は
、
人

え
た
人
は
却
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

数
に
し
て
M
人
に
当
た
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
全
体
の
回
答
で
「
シ
リ
ー
ズ
」
と
答

M
人
は
そ
の
臼
%
に
相
当
す
る
。
従
っ
て
、

全
体
の
「
シ
リ
ー
ズ
」
回
答
の
多
く
は
、
こ
の
壮
年
者
層
が
占
め
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
(
表
l
9
)
。

川
切

i
m歳
代
の
制
作
者
は
、
確
か
に
年
来
の
モ
チ
ー
フ
を
追
及
し
て
い
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
反
映
し
た
回
答
と
言
え
よ
う
。
彼
ら
の
多
く
は
シ
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に
な
っ
て
い
る
。
壮
年
者

の
多
く
は
、
時
間
を
か
け
な
い
で
画
題
を
付
け
る
こ
と
が
多
く
、
時
間
を
か
け

リ
1
ズ
で
作
品
を
制
作
し

て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、

わ
ゆ
る
画
家
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
で
あ
り
、
公
募
展

な
ど
へ
積
極
的
に
出
品
し

て
全
国
的
な
土
俵
で
実
力

を
競
っ
て
い
る
人
た
ち
で

あ
る
。(

表
!
日
)

の
「
時
間
」

に
つ
い
て
み
る
と
、
大

ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
壮
年

者
と
高
齢
者
の
回
答
が
逆

る
人
は
少
な
い
、

し3

画題の付け方(年代別)

設問 30歳代以下 40""50歳代 60歳代以上

シリーズ 67% 50% 36% 

心情 33% 31% 25% 

具体名 0% 9% 19% 

こだわる 0% 10% 20% 

画題を付ける時間など(年代別)

(表-9)

(表一10)

E支

時間をかける

問

かけない

と
い
う
結
果
で
あ
る
。
高
齢
者
は
そ
の
逆
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
高
齢
者
層
内
に
お
け
る
差
は
、

り
大
き
な
違
い
と
は
言
え
な
い
。

七

お
わ
り
に

日
%
と
叫
%
と
で
あ
る
か
ら
余

二

O
年
余
り
に
わ
た
っ
て
美
術
報
道
・
評
論
に
携
わ
り
、

そ
の
な
か
で
最
も

多
く
か
か
わ
っ
た
の
は
絵
画
で
あ
る
。
そ
の
日
々
に
お
け
る
絵
画
鑑
賞
・
評
論

で
の
大
き
な
課
題
は
、
作
品
を
通
し
て
制
作
者
の
モ
チ
ー
フ
へ
の
か
か
わ
り
を

理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
良
否
の
判
定
も
行
う
が
、
こ
れ
は
極
め
て
主

観
的
で
あ
り
、
絶
え
ず
作
品
と
接
触
し
て
の
訓
練
と
、
比
較
の
問
題
で
あ
り
、

そ
ん
な
に
多
く
の
苦
労
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
モ
チ
ー
フ
へ
の
か
か
わ
り
」
は
、
相
当
に
苦
労
を
伴
う
も

の
で
あ
る
。

一
枚
の
絵
画
に
制
作
者
は
「
な
ぜ
、
こ
れ
を
描
い
た
か
」
「
何
を
主

張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
の
答
え
を
投
入
し
、
あ
る
い
は
投
入
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
絵
画
を
鑑
賞
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
場
合
、
対
象
が
絵
画
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
も
絵
画
表
現
の
な

か
か
ら
、
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
実
に
は
、
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画
題
の
確
認
が
行
わ
れ
て
後
に
、
絵
画
表
現
の
読
み
取
り
作
業
に
入
る
こ
と
が

多
い
の
で
あ
る
。
画
題
に
よ
っ
て
、

ま
ず
、
概
略
を
頭
に
入
れ
て
お
く
の
で
あ

る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
画
題
は
絵
画
作
品
の
理
解
に
相
当
役
立
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

従
っ
て
、
画
題
は
「
単
な
る
記
号
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
付
い
て
お
れ

ば
そ
れ
で
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
ま
い
、

と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
半

面
で
、
制
作
者
は
知
る
限
り
に
お
い
て
、

い
と
も
簡
単
に
付
け
て
い
る
現
実
も

少
な
か
ら
ず
見
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

一
体
、
画
題
と
は
制
作
者
に
と
っ
て
、

観
賞
者
に
と
っ
て
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
調
べ
て
お
こ
う
と
長
年
の

思
い
を
、

そ
の
ご
く
一
部
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
み
た
。



コミュニケーションとしての「画題」考

た
だ
、
知
る
範
囲
に
お
い
て
、
画
題
に
つ
い
て
の
研
究
書
は
見
あ
た
ら
ず
、

従
っ
て
、
手
作
業
に
よ
っ
て
デ
l
タ
を
と
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
の
で
あ

る
。
結
果
は
決
し
て
説
得
力
の
あ
る
資
料
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

一
応
の
基

礎
的
な
、
概
略
的
な
方
向
性
は
見
え
て
き
た
、

と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。

広
島
県
美
展
に
お
け
る
1
4
9
6
点
の
画
題
調
査
の
結
果
、
予
想
に
反
し
て
、

同
一
画
題
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
調
査
で
の
最
も
大
き
な
特

徴
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
予
想
」
は
、
し
か
る
べ
き
根
拠
が
あ
っ
て
の
も
の
で
は

な
く
、
日
常
に
お
い
て
目
に
す
る
絵
画
作
品
に
類
型
的
・
類
似
的
な
も
の
が
多

く
、
そ
の
た
め
に
画
題
も
同
じ
よ
う
な
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
h

つ

極
め
て
漠
然
と
し
た
思
い
込
み
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
類
型
的
・
類
似
的
作
品
と
は
一
体
、

い
か
な
る
定
義
に
よ
っ
て

呼
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
大
辞
林
」
の
解
釈
に
よ
る
と
、
類
型
と
は
「
共

通
の
質
性
・
特
徴
を
も
つ
も
の
ど
う
し
を
、

ま
と
め
て
く
く
っ
た
一
つ
の
型
」

で
あ
り
、
類
似
と
は
「
二
つ
以
上
の
も
の
の
聞
に
互
い
に
似
か
よ
っ
た
点
が
存

在
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
敢
え
て
短
絡
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
類
型
的
作
品
と

は
、
同
じ
傾
向
・
範
障
の
作
品
で
あ
り
、
類
似
的
作
品
と
は
、
限
り
な
く
同
じ

作
品
に
近
い
も
の
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ

う
し
た
作
品
は
多
い
の
で
あ
る
。
先
輩
や
師
匠
・
指
導
者
の
作
風
、
あ
る
い
は

表
現
・
図
柄
そ
の
も
の
を
真
似
る
ケ
l
ス
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
を
世
間
も
ま
た
、

一
定
の
評
価
を
与
え
る
傾
向
に
あ

り
、
ま
す
ま
す
「
同
じ
よ
う
な
作
口
巴
が
出
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
実
を
見
て
い
る
と
、
画
題
に
至
っ
て
も
、
限
り
な
く
同
じ
も
の

が
多
い
は
ず
で
あ
る
、

と
の
思
い
込
み
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違

い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
回
の
広
島
県
美
展
の
作
品
調
査
に
よ
る
と
、
同
一
画
題
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
述
の
ご
と
く
「
静
物
」
が
日
点
、
「
ひ
と
と
き
」

が
叩
点
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
表
現
的
に
は
、
も
っ
と
短
絡
的
に
言
え
ば
「
絵
画
」
的
に

は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
画
題
は
違
う
ケ

1
ス
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
も
の
を
描
い
て
も
、
画
題
は
独
創
的
で
あ
る
と
も
い
え

よ〉つ。

モ
チ
ー
フ
の
選
択
肢
は
狭
く
て
も
、
画
題
の
そ
れ
は
広
い
、

と
も
言
え
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ょ
う
か
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
造
型
的
創
造
・
造
型
的
表
現
に
は
類
似
的
に
な

り
や
す
く
て
も
、
画
題
、

つ
ま
り
文
字
に
よ
る
表
現
は
相
当
に
多
様
で
あ
り
、

そ
の
用
い
方
と
組
み
合
わ
せ
は
複
雑
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
造
型
的
表
現

と
文
字
表
現
の
違
い
と
で
も
言
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
常
的
に
幾
人
か
の
人
た
ち
が
、
同
じ
よ
う
な
作
品

を
制
作
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
作
へ
の
発
想
・
動
機
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う

と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
相
当
に
微
妙
な
違
い
と
も
言
え
る
。

例
え
ば
、
一
般
的
に
は
同
じ
よ
う
に
思
え
る
画
題
で
、
既
述
し
て
い
る
「
海
浜
」

と
「
浜
辺
」
と
は
、

ど
う
違
う
の
か
、
「
漁
港
」
と
「
漁
港
の
一
隅
」
、
「
潮
の
香
」

と
「
潮
風
」
な
ど
に
違
い
は
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常
的
な
知
識
か
ら
す
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れ
ば
、
こ
れ
ら
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
海
辺
を
描
い
て
も
、
そ
の
作

品
に
「
海
浜
」
と
画
題
を
つ
け
る
か
、
「
浜
辺
」
と
付
け
る
か
で
は
、
感
覚
的
に

大
き
な
相
違
が
あ
る
と
思
え
る
。

そ
の
感
覚
は
、

そ
の
人
そ
の
人
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

画
題
表
現
が
違
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
逆
に
、

そ
の
人
を
し
て
海

浜
を
描
か
せ
る
発
想
・
動
機
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
う
。
そ
う
考
え
る
な
ら

ぱ
「
海
浜
」
と
「
海
辺
」
と
の
違
い
に
、
こ
ち
ら
も
感
覚
的
に
理
解
で
き
そ
う

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
風
景
作
品
以
上
に
心
象
的
な
作
品
に
付
け

ら
れ
た
画
題
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
幾
つ
か
あ
っ
た
。
「
一
人
」
「
ひ
と
り
」

「
独
り
」
「
ヒ
ト
リ
」
な
ど
と
付
け
ら
れ
た
画
題
に
は
、
制
作
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
例
え
同
じ
よ

う
な
、
と
言
う
よ
り
類
似
的
作
品
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
描
く
こ
と
へ
の
思
い

入
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
、

と
い
う
こ
と
を
「
そ
う
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
い
う
期
待
を
こ
め
て
、
こ
の
調
査
の
一
つ
の
結
論
と
し
て
お
き
た
い
。

一方、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
、
最
も
特
徴
的
な
「
現
象
」
は
、
画
題

を
「
作
品
を
要
約
、

ま
た
は
象
徴
す
る
も
の
」
と
認
識
し
て
い
る
人
た
ち
が
全

体
の
叩
%
も
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
こ
れ
ほ
ど
の

高
い
数
値
の
出
た
回
答
は
他
に
な
い
。
こ
の
項
目
の
他
の
設
問
が
「
作
品
に
対

す
る
ム

l
ド
的
印
象
」
「
作
品
の
補
完
」
「
単
な
る
記
号
」
と
い
う
軽
い
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
設
開
設
定
と
し

て
は
大
き
な
誤
謬
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
設
問
を
厳
密
に
検
討
す
る
と
、
「
要
約
」
と
「
象
徴
」
と
を
同

一
の
設
問
の
中
に
入
れ
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
意
味
あ
い
が

違
う
か
ら
で
あ
る
。
「
要
約
」
は
全
体
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
象
徴
」
は
、

あ
る
一
部
分
で
も
中
核
と
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
取
り
立
て
る
こ
と
で

も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念
を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
か

ら
高
率
の
回
答
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
絵
を
描
く

人
た
ち
の
画
題
に
対
す
る
「
思
い
」
を
知
る
一
つ
の
て
が
か
り
に
は
な
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
、
後
日
、
も
つ

と
多
く
の
人
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

八，

遊
び
」

「
画
題
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「
遊
び
」
と
い
っ
て
は
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
岡
山
県
立
美
術
館
が

聞
い
た
、
画
題
を
中
心
に
し
て
絵
画
作
品
の
、

一
種
の
系
譜
を
た
ど
る
講
座
の

紹
介
で
あ
る
。
美
術
へ
の
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で

あ
る
。
と
い
う
と
堅
く
な
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
遊
び
な
の
で
あ
る
。
正
式
な

名
称
は
「
画
題
館
蔵
品
を
中
心
に
し
て
」
と
い
う
も
の
で
、
平
成
九
年
三
月
二

十
二
日
に
聞
か
れ
た
。

ど
う
い
う
遊
び
か
と
い
う
と
、

一
つ
の
作
品
の
画
題
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
。

そ
の
画
題
に
使
わ
れ
た
地
名
・
人
名
な
ど
か
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
た
次
の
作
品

を
引
っ
張
り
出
す
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
と
い
う
も
の
で
「
関
連
」
に
は
や
や
強
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引
な
も
の
も
あ
っ
た
が
、
実
に
面
白
い
試
み
で
あ
っ
た
。
取
り
上
げ
た
作
品
の

多
く
は
館
蔵
品
で
あ
り
、

そ
の
質
量
の
多
様
さ
の

P
R
に
も
な
っ
て
い
た
。

最
初
の
作
品
は
玉
澗
筆
の
「
唐
山
図
」
。
こ
の
名
峰
に
関
連
し
て
拙
宗
等
揚
の

「
虎
渓
三
笑
」
へ
、
こ
れ
と
関
連
す
る
向
淵
明
に
因
ん
で
、
伝
周
文
の
「
陶
淵
明

へ
。
さ
ら
に
菊
か
ら
長
谷
川
等
伯
「
四
愛
図
座
扉
」

展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の
日
は
日
点
の
古
画
・
日
本
画
が
登
場
し
て
、
そ
れ
ぞ

菊
賞
図
」

へ
と
、
次
々
と

れ
の
作
品
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説
も
行
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
試
み
に
参
加
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
が
、
遊
び
ゃ
親
し
み
を

持
た
せ
る
意
味
か
ら
面
白
い
講
座
で
あ
っ
た
。
画
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
と

思
っ
て
い
る
現
在
、
画
題
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
紹
介
し
た
。
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、迂(
1
)

開
催
各
年
に
わ
た
っ
て
広
島
県
立
美
術
館
が
発
行
す
る
「
出
品
目
録
」
を
資
料

と
し
た
。

(
2
)

広
島
市
文
化
振
興
事
業
団
が
発
行
す
る
「
美
術
ひ
ろ
し
ま
」
の
作
品
掲
載
者
一

覧
を
資
料
と
し
た
。
全
お
ぺ

1
ジ
で
あ
っ
た
た
め
、

1
ペ
ー
ジ
か
ら
4
人
を
全
て

上
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
。

(3)

発
表
者
は
岡
山
県
立
美
術
館
の
高
田
あ
ゆ
み
学
芸
員

(
て
ら
も
と
・
た
い
す
け

比
治
山
大
学
)




