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は
じ
め
に

彫
刻
を
美
学
的
な
観
点
か
ら
論
じ
る
際
、
彫
刻
一
般
に
認
め
ら
れ
る
特
性
を

体
系
的
に
論
じ
る
こ
と
は
、
想
定
さ
れ
る
よ
り
も
多
く
の
困
難
を
抱
え
て
い

る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
多
く
の
美
学
者
が
彫
刻
を
体
系
的
に
論
じ
る
た
め
の

方
法
論
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
論
文
の
導
入
と
し
て
、
美
学

の
主
題
と
し
て
彫
刻
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
す
く
な
い
だ
と
か
、
彫
刻
は
哲
学
に

閑
却
視
さ
れ
て
き
た
だ
と
か
言
っ
た
主
張
が
、
ほ
と
ん
ど
決
ま
り
文
句
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る

0

。
実
際
、
主
題
と
し
て
彫
刻
を
扱

い
、
方
法
論
を
明
確
に
示
し
つ
つ
、
体
系
的
に
論
述
を
展
開
し
て
い
る
美
学
者

は
多
く
な
い
。

当
然
、
彫
刻
に
関
す
る
美
学
的
な
探
究
が
全
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
姉
妹
芸
術
論
に
お
い
て
、
彫
刻
は
議
論
さ
れ
て

き
た

1

。
ま
た
、
十
七
世
紀
末
に
ロ
ッ
ク
が
『
人
間
知
性
論
』
で
取
り
上
げ
た
モ

リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
は
触
覚
に
対
す
る
議
論
を
巻
き
起
こ
し
、
結
果
と
し
て
、
彫

刻
に
対
す
る
議
論
が
促
進
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
研
究
者
も

い
る

2

。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
十
八
世
紀
以
降
の
触
覚
に
対
す
る
議
論

の
興
隆
と
重
な
る
時
期
に
、
後
の
彫
刻
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ウ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
活
躍
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い

3

。
モ
リ

ヌ
ー
ク
ス
問
題
を
端
緒
と
し
て
彫
刻
が
哲
学
的
に
扱
わ
れ
る
素
地
は
あ
っ
た
と

い
え
る
が
、
絵
画
の
よ
う
に
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
難
し
い
彫
刻
作
品
は
、
十
分
な

資
料
を
欠
い
た
ま
ま
研
究
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
理
論
的
に
精
緻
で
体
系

的
な
議
論
が
行
わ
れ
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
彫
刻
と
古
代
を
結
び
つ

け
る
よ
う
な
言
説
も
、
近
代
以
降
の
彫
刻
論
の
進
展
を
阻
害
し
た
契
機
と
言
え

る
だ
ろ
う

4

。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
美
学
的
な
観
点
か
ら
、
彫
刻
一
般
に

彫
刻
鑑
賞
と
そ
の
美
的
特
殊
性
の
検
討

―
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見
る
」
理
論
を
手
掛
か
り
に
―
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認
め
ら
れ
る
特
性
を
体
系
的
に
論
じ
る
た
め
の
方
法
を
模
索
し
よ
う
と
試
み
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
際
し
、
絵
画
と
彫
刻
を
比
較
す
る
際

の
二
次
元
平
面
と
三
次
元
空
間
に
対
す
る
通
説
を
、
知
覚
経
験
に
基
づ
き
な
が

ら
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
議
論
し
て
い
く
よ
う
に
、
絵
画
の
美
的

経
験
を
説
明
す
る
際
に
も
、
三
次
元
空
間
に
お
け
る
知
覚
経
験
が
一
定
程
度
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
能
と
彫
刻
に
特
有
な
美
的

経
験
に
と
っ
て
の
三
次
元
空
間
に
お
け
る
知
覚
経
験
の
役
割
と
を
、
明
瞭
な
形

で
弁
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
を
通
し
て
、
だ
ま
し
絵
や

厚
塗
り
の
油
絵
な
ど
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
三
次
元
的
な
要
素
と
関
連
し
て

い
る
錯
覚
や
知
覚
と
、
彫
刻
の
知
覚
経
験
を
弁
別
す
る
。
そ
の
際
、
彫
刻
の
三

次
元
的
な
要
素
と
関
連
し
た
美
的
な
特
殊
性
に
関
し
て
も
、
予
備
的
な
考
察
を

行
う
。

第
一
節
で
は
、
美
学
的
に
彫
刻
を
議
論
す
る
際
に
生
じ
る
論
点
を
整
理
す

る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
第
二
節
で
は
彫
刻
的
な
再
現
と
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊

性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
の
際
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見
る
」
経
験

や
ラ
ン
ガ
ー
の
彫
刻
論
か
ら
、
彫
刻
と
絵
画
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
。
三
節
で

は
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
彫
刻
の
定
義
を
紹
介
し
、
二
節
で
展
開
し
た
議
論
と

関
連
し
た
彫
刻
の
定
義
を
示
し
た
い
。

一　

美
学
に
お
け
る
彫
刻
と
、
そ
の
論
点

ホ
プ
キ
ン
ス
に
よ
る
と
、
彫
刻
を
美
学
的
に
論
じ
る
際
の
論
点
は
三
つ
に
大

別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
彫
刻
と
は
何
か
、
二
、
彫
刻
的
な
再
現
／
表
象

と
は
何
か
、
三
、
彫
刻
芸
術
に
お
け
る
美
的
な
特
殊
性
と
は
何
か
、
の
三
点
で

あ
る

5

。
こ
の
分
類
は
、
非
常
に
的
確
で
あ
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
向
が
現
代
美
術
の
中
で
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
き
、
各
芸

術
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
の
特
殊
性
を
追
求
し
て
い
く
中
で
、
彫
刻
も
か
つ
て
の
主
題

を
失
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ル
ゴ
フ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年

代
以
降
、
か
つ
て
主
流
で
あ
っ
た
「
具
象
彫
刻
は
徐
々
に
そ
の
不
在
に
よ
っ
て

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も

「
時
代
を
超
越
し
た
（tim

eless

）」
表
現
よ
り
も
、
時
代
や
文
化
に
よ
っ
て
変

化
す
る
主
題
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

6

。
彫
刻
が
三
次
元
空
間

や
、
媒
体
の
利
用
に
活
路
を
見
出
し
て
い
く
中
で
、
人
体
や
動
物
と
い
っ
た
か

つ
て
の
中
心
的
な
主
題
は
な
り
を
潜
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
・
メ
イ
ド
作
品
や
、
モ
ノ
派
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
た
作
品
群
は
、
彫
刻
以
外
の
三
次
元
空
間
に
存
在
す
る
人
工
物
と
彫

刻
作
品
を
如
何
に
弁
別
す
る
か
、
と
い
う
興
味
深
い
問
題
を
突
き
つ
け
る
。
す

べ
て
の
彫
刻
作
品
に
と
っ
て
、
三
次
元
空
間
に
存
在
す
る
こ
と
は
必
要
な
条
件

で
は
あ
る
が
、
十
分
な
条
件
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
で
は
何
を
以
て
、

あ
る
事
物
が
彫
刻
と
い
う
種
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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一
般
的
な
人
工
物
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
固
有
の
機
能
」
で
あ
り
、
そ
の

「
固
有
の
機
能
」
を
持
っ
た
対
象
が
意
図
的
に
複
製
さ
れ
、
意
図
に
沿
っ
た
形

で
使
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
種
に
属
す
る
人
工
物
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
い
え
る

7

。
芸
術
作
品
に
お
い
て
も
、
意
図
は
重
要
な
機
能
を
果
た

す
が
、
一
般
的
な
人
工
物
ほ
ど
「
固
有
の
機
能
」
は
自
明
で
な
く
、
そ
れ
ら
が

一
般
的
な
人
工
物
の
よ
う
に
「
固
有
の
機
能
」
を
目
的
と
し
て
複
製
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

8

。
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
個
別
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
「
固
有

の
機
能
」
の
達
成
の
た
め
に
制
作
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
特
定
の
芸
術

的
な
価
値
や
美
的
な
価
値
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
美
的
・
芸
術
的
な
達

成
が
、
彫
刻
に
独
自
な
形
で
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彫

刻
的
な
再
現
が
検
討
さ
れ
る
。
理
論
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
彫
刻
的
な
再
現

は
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
説
明
す
る
た
め
の
基
盤
に
あ
る
部
分
だ
と
言
え

る
。そ

れ
で
は
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
が
議
論
さ
れ
る
必
要
は
、
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
、
彫
刻
を
説
明
す
る
場
合
で
あ
る
。
絵
画
と
彫
刻
の
比
較
が
典
型
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
彫
刻
を
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
み
な
す
た
め
に
は
、
他

の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
は
な
い
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
彫
刻
の
美

的
な
特
殊
性
を
積
極
的
に
議
論
す
る
た
め
に
は
、
彫
刻
的
な
再
現
が
達
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
か
つ
そ
の
達
成
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
美
的
な
特
殊

性
が
生
じ
て
い
る
か
が
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彫
刻
作
品
と
し
て
意
図
し
て
制
作
さ
れ
る
場
合
、
彫
刻
的
な
再
現
は
、
彫
刻

の
美
的
な
特
殊
性
に
寄
生
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
。
た
と
え
、
彫
刻
作
品
と
し
て

意
図
さ
れ
ず
に
制
作
さ
れ
た
と
し
て
も
、
彫
刻
の
美
的
特
殊
性
を
有
し
て
い
る

人
工
物
を
指
し
て
、
彫
刻
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
彫
刻
の

定
義
は
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
包
括
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
際
に
参
照
さ
れ
る
の
が
、
個
別
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
彫
刻
的
な

再
現
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
論
点
は
相
関
関
係
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
三
つ
の
論
点
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
て
い

く
か
見
て
い
こ
う
。
次
の
節
で
は
、
最
初
に
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見

る
」
経
験
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
、
彫
刻
と
絵
画
の
差
異
を

物
質
や
空
間
に
即
し
て
説
明
し
て
い
く
。

二　

彫
刻
的
な
再
現
と
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性

（
一
）
絵
画
の
表
象
と
、
空
間
の
知
覚

　
　

─
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」

彫
刻
に
お
け
る
再
現
を
考
え
る
際
に
、
比
較
に
適
し
て
い
る
の
が
絵
画
に
お

け
る
再
現
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
視
覚
芸
術
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
こ
う
し
た

比
較
が
行
わ
れ
る
。
具
体
的
な
対
象
を
再
現
す
る
場
合
、
彫
刻
は
三
次
元
空
間

に
お
い
て
、
絵
画
は
二
次
元
空
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
再
現
す
る
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と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

最
初
に
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
用
い
て
き
た

「
再
現
」（representation

）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
再
現
は
、

再
現
す
る
対
象
を
鏡
写
し
に
す
る
よ
う
な
似
像
（resem

blance

）
で
は
な
い
。

ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
意
図
し
て
対
象
が
描
写
さ
れ
た
場

合
、
描
か
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
現
実
に
存
在
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
似
て
い

る
と
言
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
描
か

れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
似
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
な
い

9

。
そ
の
た
め
、
描
か
れ
た

対
象
は
、
描
か
れ
た
も
の
と
対
称
関
係
に
は
な
い
。
我
々
は
普
通
、
描
か
れ
た

対
象
が
対
象
と
ど
の
よ
う
に
似
て
い
る
か
と
い
う
一
方
向
的
な
説
明
を
行
う
。

こ
こ
で
い
う
描
か
れ
た
対
象
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
「
再
現
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
再
現
と
再
現
さ
れ
た
内
容
と
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
絵
画
の
再
現
を
理
解
す
る
際
、
絵
画

表
面
の
色
彩
の
配
置
を
見
て
、
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
理
解
す
る
。
絵
画
も

物
質
的
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
物
質
か
ら
知
覚
さ
れ
る
情
報
を
通
し
て
、
再

現
の
内
容
を
理
解
す
る
の
で
あ
る

A

。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
絵
画
を
見
る
経
験
を
、

単
に
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
見
る
「
と
し
て
見
る
こ
と
」（seeing-as

）
で

は
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
対
象
（
再
現
）
を
見
る
こ
と
と
、
絵
画
の
物
質
的
な

面
を
見
る
こ
と
と
を
包
摂
し
た
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」（seeing-in

）
と
い

う
概
念
を
提
出
し
た
。
彼
は
、
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
読
ん
で
い
る
女
性
が
描
か
れ
て

い
る
絵
画
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
。
彼
は
、
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
読
ん
で
い
る
女

性
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
絵
画
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
言
え

る
が
、
そ
の
女
性
に
つ
い
て
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
読
ん
で
い
る
女
性
「
と
し
て
見

る
」
と
言
う
の
は
奇
妙
で
あ
り
、
女
性
「
と
し
て
見
る
」
と
言
う
の
が
普
通
で

あ
る
、
と
主
張
す
る

B

。

事
情
を
も
う
少
し
複
雑
に
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
絵
画
空
間
の
中
央
に

先
の
女
性
が
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
場
合
、
女
性
が
画
面
中
央
に
い
る
「
よ
う

に
見
る
こ
と
」
よ
り
も
、
画
面
中
央
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」
を
指
摘
す
る
方

が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
得
体
の
し
れ
な
い
空
想
上
の
生
物
が
描
か
れ
て
い
る

場
合
も
、
あ
る
再
現
さ
れ
た
生
物
の
よ
う
な
も
の
を
絵
画
「
に
お
い
て
見
る
こ

と
」
と
い
う
説
明
は
で
き
そ
う
だ
し
、
そ
れ
が
難
し
い
場
合
も
塗
料
の
配
置
に

よ
っ
て
説
明
が
で
き
る
。
し
か
し
、
謎
の
生
物
「
と
し
て
見
る
」
と
い
う
説
明

は
要
領
を
得
な
い
。

こ
う
し
た
議
論
は
、
再
現
さ
れ
た
内
容
が
不
分
明
な
抽
象
絵
画
の
鑑
賞
経
験

を
説
明
す
る
の
に
適
し
て
い
る
し
、
再
現
内
容
を
構
成
す
る
部
分
に
つ
い
て
表

象
世
界
に
立
脚
せ
ず
に
言
及
す
る
際
、
利
便
性
を
有
す
る
。
鑑
賞
者
は
、
絵
画

を
再
現
さ
れ
た
内
容
を
指
し
示
す
も
の
「
と
し
て
見
る
」
だ
け
で
は
な
い
。
そ

う
し
た
情
報
と
同
時
に
、
視
覚
か
ら
得
ら
れ
る
知
覚
情
報
を
用
い
て
、
意
味
の

あ
る
形
で
絵
画
の
再
現
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
布
の
表
面
か
ら
得
ら

れ
る
媒
体
の
触
知
的
（haptic

）

C

な
感
覚
は
、
再
現
さ
れ
た
内
容
を
二
次
元
平

面
上
に
体
現
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゴ
ッ
ホ
の
油
絵
の
筆
触
に
言
及
し
な
が
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ら
、
そ
の
体
現
の
魅
力
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

D

。
こ
の
理
論
を
受
け

入
れ
る
場
合
、
絵
画
に
お
け
る
単
純
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
は
棄
却
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

E

。

右
記
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、
現
実
空
間
に
依
拠
し
た
視
覚
的
な
知
覚
情
報

を
活
用
す
る
こ
と
は
、
絵
画
の
鑑
賞
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
も
っ
ぱ
ら
三
次
元
空
間
の
利
用
に
よ
っ
て
美
的
な
特
殊
性
を
説
明
さ
れ
て

き
た
彫
刻
の
再
現
す
る
空
間
と
、
絵
画
の
再
現
す
る
空
間
と
に
は
、
ど
の
よ
う

な
点
で
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
媒
体
と
内
容
の
関
係
を
彫
刻
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」

彫
刻
の
再
現
す
る
空
間
が
絵
画
の
再
現
す
る
空
間
と
異
な
る
こ
と
を
議
論
す

る
に
は
、
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
作
品
の
中
で
再
現
さ
れ
た
形
と

関
連
し
た
議
論
の
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
作
品
外
部
の
空
間

F

と
関
連
し
た

方
法
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
前
者
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ロ
ペ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
純
粋

に
形
式
的
な
要
素
に
関
し
て
の
み
い
え
ば
、
絵
画
も
再
現
す
る
対
象
の
輪
郭
の

形
（outline-shape

）
を
作
品
内
部
の
空
間
で
再
現
し
て
い
る
た
め
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
再
現
内
容
は
視
覚
的
な
経
験
に
よ
っ
て
も
触
覚
的
な
経
験
に
よ
っ

て
も
鑑
賞
さ
れ
う
る

G

。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彫
刻
と
絵
画
の
美

的
な
経
験
に
は
、
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
コ
ー
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
媒
体
の
芸
術
的
な
使
用
に
相

違
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る

H

。
典
型
的
な
絵
画
の
場
合
、
用
い
ら
れ
る
媒
体
そ

の
も
の
が
有
し
て
い
る
触
知
的
な
要
素
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
絵
画
に
と
っ

て
、
塗
料
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
形
が
生
み
だ
す
触
知
的
な
要
素
は
、
美
的
な

特
殊
性
に
貢
献
し
う
る
。
し
か
し
、
塗
料
そ
の
も
の
が
有
し
て
い
る
触
知
的
な

要
素
が
美
的
な
特
殊
性
に
貢
献
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
着
彩
さ
れ
て
い
る
彫
刻

I

は
そ
の
限
り
で
な
い
が
、
彫
刻
は
素
材
そ
の
も
の
の
重
量
や
硬
度
が
再
現
さ
れ

て
い
る
内
容
と
連
関
し
、
芸
術
的
な
達
成
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ

の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ン
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い

て
見
る
」
経
験
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
「
ご
っ
こ
遊
び
」
理
論

J

は
、
彫
刻
を
再
現
さ

れ
て
い
る
内
容
に
即
し
て
鑑
賞
す
る
限
り
有
用
で
あ
る
が
、
媒
体
に
よ
っ
て

喚
起
さ
れ
た
知
覚
情
報
と
再
現
さ
れ
た
内
容
と
の
連
関
を
分
析
す
る
場
合
は
、

ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見
る
」
経
験
の
方
が
適
切
に
鑑
賞
経
験
を
説
明

可
能
で
あ
る

K

。
た
と
え
ば
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
ダ
ビ
デ
像
》
を
想
起
さ
れ

た
い
。
ダ
ビ
デ
像
の
鑑
賞
に
よ
っ
て
、
ダ
ビ
デ
が
あ
る
空
間
に
い
る
こ
と
ま
で

は
、「
ご
っ
こ
遊
び
」
に
よ
る
想
像
で
虚
構
的
に
真
た
り
え
る
。
ヴ
ァ
ン
ス
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
再
現
の
内
容
の
み
を
想
像
し
て
い
る
限
り
、
鑑
賞
者

は
自
身
を
ダ
ビ
デ
で
あ
る
と
想
像
す
る
必
要
が
な
く
、
像
の
虚
構
的
な
世
界
に

参
入
す
る
こ
と
な
く
想
像
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

L

。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
我
々

の
空
間
に
立
脚
し
な
が
ら
、
ダ
ビ
デ
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
想
像
で
き
る
。

一
方
で
、
ダ
ビ
デ
像
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
大
理
石
で
で
き
た
作
品
以
外
に
、
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各
地
に
銅
製
の
レ
プ
リ
カ
が
存
在
す
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
同
形
で
あ
っ

て
も
、
仄
か
に
外
光
を
吸
収
し
な
が
ら
白
く
輝
く
大
理
石
の
ダ
ビ
デ
と
、
風
雨

に
耐
え
て
緑
青
に
光
る
ダ
ビ
デ
は
、
我
々
に
異
な
っ
た
鑑
賞
経
験
を
与
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
伝
統
的
な
彫
刻
を
鑑
賞
す
る
場
合
、
単
に
人
の
輪
郭
を

模
写
し
た
作
品
と
し
て
鑑
賞
せ
ず
、
彫
刻
さ
れ
た
人
の
形
と
し
て
鑑
賞
し
、
媒

体
か
ら
得
ら
れ
る
触
知
的
な
感
覚
と
再
現
内
容
と
の
連
関
を
通
し
て
鑑
賞
を
行

う

M

。
こ
れ
は
、
作
品
の
媒
体
が
有
す
る
あ
る
触
知
的
な
属
性
が
、
視
覚
を
通
じ

た
類
推
に
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
に
触
知
的
な
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
彫
刻
の
三
次
元
空
間
に
お
け
る
芸
術
的
な
達
成
は
、
媒
体
が
有
し

て
い
る
三
次
元
上
の
触
知
的
な
属
性
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
参
照
し

て
説
明
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
属
す
る

作
品
群
は
、
媒
体
と
再
現
内
容
の
連
関
を
示
す
だ
け
で
は
、
彫
刻
に
特
有
の
美

的
な
特
殊
性
を
説
明
し
が
た
い
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
は
、
彫
刻
が
三
次
元
空

間
に
存
在
す
る
こ
と
の
意
義
を
部
分
的
に
し
か
説
明
で
き
て
い
な
い
。
で
あ
れ

ば
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手

段
を
講
じ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
古
典
的
な
問
題
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
こ
の

問
い
に
取
り
組
ん
で
い
こ
う
。

（
三
）
三
次
元
空
間
で
作
品
の
内
容
を
彫
刻
「
に
お
い
て
見
る
こ
と
」

伝
統
的
に
、
彫
刻
と
絵
画
が
比
較
さ
れ
る
際
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
ら
れ
る
視
点
（perspective

）
で
あ
る
。
絵
画
は
単

一
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
、
彫
刻
は
複
数
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う
議

論
が
通
説
で
あ
る

N

。
そ
こ
で
、
絵
画
と
彫
刻
の
視
点
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て

い
る
ラ
ン
ガ
ー
と
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
議
論
を
彫
刻
に
敷
衍
し
た
ホ
プ
キ
ン
ス

の
議
論
を
整
理
し
な
が
ら
、
彫
刻
と
絵
画
に
向
け
ら
れ
る
視
点
に
つ
い
て
考
察

を
進
め
て
い
こ
う
。

彫
刻
作
品
を
鑑
賞
す
る
際
の
視
点
の
複
数
性
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察

を
進
め
た
一
人
が
ラ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
ラ
ン
ガ
ー
は
、
絵
画
が
「
虚
の
場
面
」

（virtual scene

）
を
再
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
彫
刻
は
量
感
を
再
現
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
彫
刻
的
な
量
感
は
彫
刻
を
包
み
込
ん
で
い
る
空
間
と
も
関

わ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

O

。
彼
女
は
「
虚
の
場
面
」
を
単
一
で
自
己
完
結

的
な
知
覚
空
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
己
完
結
的

な
空
間
は
本
質
的
に
視
覚
と
関
連
し
て
お
り
、
視
覚
的
な
幻
影
を
生
じ
さ
せ

る
。
対
し
て
、
彫
刻
は
触
覚
的
な
空
間
の
再
現
を
視
覚
的
に
行
う
と
さ
れ
る
。

こ
の
彫
刻
的
な
再
現
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
虚
の
運
動
的
量
感
」（virtual 

kinetic volum
e

）
と
「
運
動
の
量
感
」
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
は
、
ピ
グ
マ

リ
オ
ン
神
話
の
ガ
ラ
テ
ア
や
マ
ゾ
ッ
ホ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う

な
現
象

P

で
、
彫
像
そ
の
も
の
が
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
生
命
を
有
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
量
感
で
あ
る

Q

。
彼
女
は
、
制
作
者
の

感
情
に
よ
っ
て
壺
な
ど
の
無
機
物
も
こ
う
し
た
量
感
を
持
ち
う
る
と
主
張
す
る

が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
後
者
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、

実
際
に
我
々
が
動
き
回
っ
て
感
じ
る
彫
刻
作
品
の
量
感
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
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巻
く
空
間
に
言
及
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
絵
画
を
取
り
巻
く
空
間
が
窮
屈

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
適
切
な
場
所
に
立
っ
て
絵
画
が
再
現
し
て
い
る
空
間
を

鑑
賞
す
る
限
り
に
お
い
て
、
作
品
の
鑑
賞
そ
の
も
の
に
大
き
な
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
彫
刻
の
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
主
張
を
行
う
人
々
は
、
ラ
ン
ガ
ー
に
依
拠
し
な
が
ら
三
次
元
空
間

を
取
り
上
げ
て
論
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
こ
の
事
例
は
、
彫
刻
を

二
次
元
平
面
に
還
元
し
た
際
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
美
術
カ
タ

ロ
グ
の
よ
う
な
絵
画
作
品
と
彫
刻
作
品
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
書
物
を
考

え
て
み
る
と
良
い
。
絵
画
の
場
合
、
額
装
や
周
囲
の
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
再

現
さ
れ
た
空
間
の
み
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
て
い
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
は
ず

だ
。
彫
刻
作
品
を
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
す
る
際
に
、
彫
刻
作
品
が
再
現
し
て
い
る

対
象
の
み
が
鑑
賞
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
加
工
処
理
を
な
し

て
も
奇
妙
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
も
そ
の
よ
う
な
加
工
が
施
さ
れ
て
い

れ
ば
、
我
々
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
窮
屈
さ
を
理
解
し
う
る
。
彫
刻
が
再

現
し
て
い
る
も
の
の
全
体
を
映
し
た
写
真
は
、
我
々
が
前
提
し
て
い
る
彫
刻
の

作
品
経
験
を
暗
黙
の
裡
に
物
語
っ
て
い
る

T

。
我
々
は
、
明
ら
か
に
彫
刻
が
再
現

し
て
い
る
対
象
と
そ
の
輪
郭
の
み
を
見
て
は
い
な
い
し
、
鑑
賞
し
て
い
な
い
。

彫
刻
を
包
み
込
む
空
間
や
、
彫
刻
作
品
が
再
現
し
て
い
る
空
間
内
部
の
空
隙

は
、
我
々
の
彫
刻
経
験
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る

U

。

こ
の
こ
と
は
、
彫
刻
の
量
感
が
彫
刻
を
中
心
と
し
た
周
囲
の
空
間
と
関
連
し

て
い
る
、
と
い
う
ラ
ン
ガ
ー
の
指
摘
が
正
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
の
ト

触
知
的
感
覚
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
皮
膚
感
覚
や
知
覚
情
報
に
限
定
せ

ず
、
現
象
学
的
な
経
験
を
も
包
摂
し
て
触
覚
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
彫
刻
は

触
覚
に
よ
る
知
覚
を
通
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
で
き
ず
と
も
、
触
知
的
な
経
験

を
通
じ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、

ロ
ペ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
触
覚
は
我
々
の
身
体
が
占
め
て
い
る
位
置

と
関
連
し
た
、
部
分
的
で
漸
次
的
な
作
品
経
験
と
関
連
し
て
い
る

R

。

こ
の
議
論
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
（H

ans H
olbein the Y

ounger, 

1497–1543

）
が
描
い
た
《
大
使
た
ち
》（
一
五
三
三
）
も
、
鑑
賞
者
が
占
め
て

い
る
位
置
に
よ
っ
て
漸
次
的
な
変
化
を
産
む
。
こ
の
よ
う
な
だ
ま
し
絵
も
、
彫

刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
反
論
に
、

い
か
に
応
答
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

右
記
の
反
論
に
応
答
す
る
た
め
に
有
用
な
の
が
、
ホ
プ
キ
ン
ス
の
議
論
で
あ

る
。
ま
ず
は
、
絵
画
と
彫
刻
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
空
間
の
違
い
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
こ
う
。
先
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
ラ
ン
ガ
ー
が
単
一
で
自
己
完
結

的
な
知
覚
空
間
と
整
理
し
た
絵
画
の
空
間
と
、
彫
刻
を
包
み
込
む
空
間
と
と
も

に
経
験
さ
れ
る
量
感
と
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

ホ
プ
キ
ン
ス
は
、彫
刻
と
絵
画
を
鑑
賞
す
る
際
に
「
窮
屈
さ
（cram

pedness

）」

に
言
及
す
る
事
例
を
挙
げ
て
議
論
を
行
っ
て
い
る

S

。
絵
画
と
彫
刻
を
鑑
賞
す
る

際
、
そ
れ
ら
が
窮
屈
だ
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
の
は
、
前
者
は
再
現
さ
れ
た

空
間
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
再
現
さ
れ
た
も
の
を
取
り
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リ
ミ
ン
グ
の
例
を
絵
画
作
品
に
適
切
な
形
で
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
再
現
さ

れ
た
空
間
の
中
に
存
在
す
る
余
白
を
す
べ
て
取
り
除
く
こ
と
に
等
し
い
。

彫
刻
と
写
真
の
関
係
か
ら
、
さ
ら
に
議
論
を
進
め
よ
う
。
ホ
プ
キ
ン
ス
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彫
刻
を
鑑
賞
す
る
際
に
無
数
の
視
点
が
選
択
可
能
だ
と

言
っ
て
も
、
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
適
切
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
視
点
が
存

在
す
る

V

。
通
常
、
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
視
点
か
ら
撮

影
さ
れ
た
作
品
だ
。
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
視
点
が
通
常
の
絵

画
と
同
様
、
再
現
さ
れ
た
場
面
を
一
つ
の
視
点
か
ら
捉
え
る
よ
う
な
視
点
と

同
質
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
だ
。
ホ
プ
キ
ン
ス
は
、
ジ
ャ
ン
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

（Giam
bologna, 1529–1608

）
の
《
サ
ム
ソ
ン
と
ペ
リ
シ
テ
人
》
を
一
つ
の

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
と
っ
て
、
鑑
賞
者
が
再
現
さ
れ

て
い
る
内
容
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
は
、
組
み
敷
か
れ
た
男

と
腕
を
振
り
上
げ
る
男
を
正
面
か
ら
見
る
位
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
再
現

さ
れ
て
い
る
内
容
が
理
解
さ
れ
る
位
置
が
定
ま
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
彫

刻
と
絵
画
の
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
彫
刻
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
現
実

の
空
間
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
鑑
賞
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ピ
カ
ソ
が
描
い

た
キ
ュ
ビ
ズ
ム
絵
画
も
、
再
現
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
視
点
は
一
つ
だ

が
、
複
数
の
視
点
を
絵
画
の
う
ち
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

絵
画
の
画
布
の
裏
に
は
、
我
々
が
彫
刻
に
期
待
し
て
い
る
よ
う
な
、
物
理
的
な

再
現
は
存
在
し
て
い
な
い
。

当
然
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
我
々
が
彫
刻
の
再
現
を
「
に
お
い

て
見
る
」
経
験
に
よ
っ
て
鑑
賞
す
る
場
合
、
こ
う
し
た
事
柄
は
議
論
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ホ
プ
キ
ン
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
に

お
い
て
見
る
」
経
験
に
よ
っ
て
鑑
賞
経
験
を
説
明
す
る
場
合
、
再
現
さ
れ
て
い

る
内
容
を
視
覚
的
に
知
覚
す
る
こ
と
と
、
彫
刻
の
三
次
元
空
間
上
の
表
現
を
知

覚
す
る
こ
と
の
両
者
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

W

。
先
の
作
品

に
即
し
て
い
え
ば
、
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
に
と
っ
て
適
切
な
位
置
で
鑑
賞
し

て
い
る
場
合
、
ペ
リ
シ
テ
人
の
振
り
上
げ
て
い
る
腕
は
、
彼
の
頭
よ
り
後
ろ
に

あ
る
「
よ
う
に
見
え
る
」
の
で
あ
り
、
同
時
に
物
理
的
に
頭
よ
り
後
ろ
に
あ
る

の
だ
。
彫
刻
で
は
、
絵
画
の
よ
う
に
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
と
物
理
的
な
空
間

と
に
乖
離
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
一
致
し
て
い
る
。
再
現
を
彫
刻
「
に
お
い
て
見

る
」
経
験
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
は
、
こ
う
し
た
物
理
的
な
位
置
関
係
が

我
々
の
経
験
に
と
っ
て
重
要
か
否
か
を
問
う
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
の
彫
刻
を
包
み
込
む
空
間
と
絵
画
の
余
白
と
の
比
較
が

適
切
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彫
刻
が
再
現
し
て
い
る
内
容
を
適
切
に
理
解

す
る
た
め
の
位
置
だ
け
で
な
く
、
物
理
的
に
存
在
す
る
彫
刻
を
鑑
賞
す
る
た
め

の
適
切
な
距
離
が
存
在
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
距
離
に
つ
い
て
説
明
す
る

た
め
に
は
、
ホ
プ
キ
ン
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
特
定
の
再
現
の
部
分

的
な
見
か
け
上
の

4

4

4

4

4

距
離
（apparen

t distances

）」
と
「
に
お
い
て
見
る
位

置
（aspect

）
を
と
ら
え
る
た
め
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
距
離
」
と

の
間
の
不
均
衡
は
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

X

。
絵
画
作
品
に
物
理
的
に
近
づ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
が
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
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な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
説
明
に
よ
っ
て
、
媒
体
の
属
性
に

頼
ら
ず
に
彫
刻
に
特
有
の
美
的
な
特
殊
性
に
言
及
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
問
題

に
な
っ
て
い
る
だ
ま
し
絵
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

だ
ま
し
絵
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
応
答
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
ま
ず
は
要
点
を
簡
潔
に
述
べ
よ
う
。
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
シ
ス
を
用
い
た
絵
画
に
と
っ
て
、
正
像
は
歪
像
の
部
分
で
は
な
く
、
歪

像
も
正
像
の
部
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彫
刻
に
と
っ
て
、
知
覚
さ
れ
て
い
る

部
分
は
作
品
全
体
の
部
分
で
あ
る
。
彫
刻
に
お
け
る
視
点
の
移
動
は
、
再
現
に

と
っ
て
適
切
な
位
置
を
探
る
た
め
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
再
現

に
と
っ
て
適
切
な
位
置
と
そ
う
で
な
い
位
置
と
の
ズ
レ
が
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

シ
ス
絵
画
の
よ
う
な
劇
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
絵
画

の
場
合
、
歪
像
も
正
像
も
初
め
か
ら
全
体
は
見
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
も

鑑
賞
者
が
対
象
の
見
え
て
い
な
い
部
分
に
期
待
し
て
視
点
を
移
動
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
期
待
は
挫
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、《
大
使
た
ち
》
に
描

か
れ
た
髑
髏
の
裏
側
を
眺
め
よ
う
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
は
、
正
し
い
鑑
賞
態

度
と
い
え
な
い
。
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
は
、
正
像
と
歪
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
三
次
元
上
に
浮
か
び
上
が
っ
た
り
、
奥
行
き
が
あ
っ
た
り
し

て
見
え
る
事
物
は
見
か
け
上
の
も
の
で
あ
り
、
鑑
賞
者
と
作
品
と
の
距
離
や
位

置
の
変
化
に
よ
っ
て
、
三
次
元
空
間
に
存
在
す
る
事
物
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
な

知
覚
上
の
変
化
は
生
じ
な
い
。

こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
、
エ
ヴ
ァ
ン
・
ペ
ニ
ー
（Evan Penny, 1953–

）

な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
と
鑑
賞
者
と
の
間
の
距
離
は
変

化
し
な
い
し
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
を
と
ら
え
る
た
め
の
観
点
（a point of 

view
）
も
変
化
し
な
い
。
対
し
て
、
彫
刻
の
場
合
は
「
彫
刻
の
周
囲
を
動
き

回
る
こ
と
で
、
我
々
の
視
点
は
移
り
変
わ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
我
々
が
見

て
い
る
物
質
は
変
化
せ
ず
に
、
そ
の
姿
を
見
せ
る
」

Y

。
彫
刻
は
絵
画
の
場
合
と

違
っ
て
、「
に
お
い
て
見
る
」
た
め
に
視
点
を
移
り
変
わ
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
変
化
は
、
見
か
け
上
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・

カ
テ
ラ
ン
（M

aurizio Cattelan, 1960–

）
の
《
彼
》（
二
〇
〇
一
）
を
取
り

挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
鑑
賞
者
が
彫
刻
の
背
後
か
ら
接
近
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
再
現
さ
れ
た
対
象
の
背
中
か
ら
見
れ
ば
、
ひ

ざ
ま
ず
い
て
祈
り
を
捧
げ
る
敬
虔
な
少
年
が
目
に
入
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
品

の
正
面
に
回
り
込
ん
だ
と
き
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
顔
が
現
れ
る
。
カ
テ

ラ
ン
の
《
彼
》
は
、
物
質
的
に
は
何
も
変
化
が
な
い
が
、
鑑
賞
者
の
立
っ
て
い

る
位
置
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
の
意
味
が
大
き

く
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彫
刻
的
な
再
現
は
、
鑑
賞
者
の
位
置
が
絵
画
の

鑑
賞
と
異
な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
四
）
再
現
の
全
体
と
、
再
現
の
理
解
に
直
接
寄
与
し
な
い
部
分

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彫
刻
作
品
を
中
心
と
し
た
周
囲
の
空
間
が
作

品
の
鑑
賞
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
点
や
、
鑑
賞
者
の
物
理
的
な
立
ち
位
置

が
彫
刻
的
な
再
現
と
関
連
し
て
い
る
点
で
、
油
画
の
鑑
賞
と
彫
刻
の
鑑
賞
は
異
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の
《
セ
ル
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
》（
二
〇
一
二
）
の
よ
う
な
立
体
的
な
錯
視
を
も
た

ら
す
彫
刻
作
品
を
挙
げ
て
、
反
論
を
行
う
人
物
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

作
品
は
、
特
定
の
位
置
か
ら
見
た
と
き
に
正
像
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
位

置
か
ら
作
品
の
見
え
て
い
な
い
部
分
を
知
覚
し
た
際
に
、
作
品
の
物
理
的
な
薄

さ
が
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
場
合
も
、
三
次
元

空
間
に
存
在
す
る
一
般
的
な
事
物
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
知
覚
上
の
変
化
は
起

こ
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
際
に
生
じ
る
変
化
は
、
鑑
賞
者

と
作
品
と
の
距
離
や
位
置
の
変
化
に
よ
っ
て
、
作
品
の
見
え
て
い
な
か
っ
た
部

分
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。
だ
ま
し
絵
に
よ
っ
て
錯
覚
さ

れ
て
い
る
三
次
元
空
間
上
で
の
目
に
見
え
て
い
な
い
部
分
は
、
三
次
元
空
間
上

に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
実
際
に
存
在
す
る
の
は
支
持
体
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
次
元
空
間
上
で
の
部
分
と
全
体
と
の
関
係
は
、
丸
彫
り
彫
刻
と
絵

画
と
の
比
較
に
お
い
て
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

彫
刻
に
存
在
す
る
再
現
に
寄
与
し
な
い
視
点
は
、
鑑
賞
者
に
期
待
を
生
じ
さ

せ
、
そ
の
期
待
が
満
た
さ
れ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
カ
テ
ラ
ン
や
ペ
ニ
ー
の

作
品
の
よ
う
な
形
で
挫
か
れ
た
り
す
る
。
両
者
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
方
法
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
製
作
者
の
未
熟
さ
に
よ
っ
て
発
生
し
た
鑑
賞
者
の
期
待
へ

の
応
答
不
可
能
性
は
、
作
品
の
美
的
な
価
値
を
縮
減
す
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
彫
刻
に
お
け
る
再
現
の
全
体
と
再
現
の
理

解
に
直
接
寄
与
し
て
い
な
い
部
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
美
学
的
に
厳
密
に
議

論
を
行
う
こ
と
は
本
稿
の
手
に
余
る
。
し
か
し
、
右
記
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、

私
見
に
よ
る
予
備
的
な
定
式
化
を
行
っ
て
お
こ
う
。
丸
彫
り
彫
刻
が
三
次
元
空

間
と
関
わ
り
つ
つ
、
そ
の
美
的
特
性
を
発
揮
し
う
る
の
は
、
三
次
元
的
な
空
間

に
お
い
て
、
一
、
鑑
賞
者
の
位
置
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
う
る
、
あ
る
事
物
の
知

覚
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
存
在
す
る
。
二
、
そ
の
部
分
と
現
に
知
覚
さ
れ
て
い

る
部
分
は
、
三
次
元
上
の
空
間
的
な
要
素
と
関
連
し
て
、
そ
の
事
物
の
全
体
を

構
成
す
る
部
分
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。
三
、
そ
の
部
分
が
、
そ
の
知
覚
さ
れ
て

い
る
事
物
が
構
成
し
て
い
る
再
現
／
表
象
全
体
を
構
成
す
る
一
部
と
し
て
了
解

さ
れ
る
。
と
い
う
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
場
合

Z

で
あ
る
。

こ
の
条
件
は
、
今
ま
で
議
論
し
て
き
た
、
だ
ま
し
絵
と
彫
刻
と
の
三
次
元
的

な
鑑
賞
の
違
い
を
説
明
で
き
る
。
絵
画
の
見
え
て
い
な
い
部
分
は
、
典
型
的
に

は
絵
画
の
再
現
／
表
象
を
構
成
し
て
い
る
部
分
と
は
認
識
さ
れ
な
い
。
彫
刻
の

場
合
は
、
現
に
見
え
て
い
な
い
部
分
も
再
現
を
構
成
す
る
部
分
と
み
な
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
テ
ラ
ン
や
ペ
ニ
ー
の
作
品
は
、
同
時
に
存
在
し
え
な
い
と

思
わ
れ
る
印
象
が
同
一
の
事
物
か
ら
三
次
元
上
の
要
素
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
作
品
の
彫
刻
的
な
美
的
特
性
を
発
揮
し
て
い
る
、
と

説
明
で
き
る
。
前
節
で
検
討
し
た
媒
体
の
三
次
元
上
の
要
素
も
、
二
に
よ
っ
て

包
括
さ
れ
て
い
る
。
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三　

彫
刻
の
定
義

（
一
）
ア
ー
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
彫
刻
の
定
義

こ
こ
ま
で
は
、
彫
刻
的
な
再
現
と
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
に
つ
い
て
分
析
を

行
っ
て
き
た
。
三
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
受
け
て
、
彫
刻
の
定
義
に
つ

い
て
議
論
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
管
見
の
限
り
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
彫
刻
の
定

義
は
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

 　

彫
刻
と
は
、
空
間
的
な
面
（
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
時
間
的
な
面
）

で
の
鑑
賞
を
中
心
に
据
え
て
調
整
さ
れ
た
物
体
の
相
互
関
係
、
ま
た
は
提
示

を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
芸
術
形
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
や
、
生
き

て
い
る
人
体
を
含
む
作
品
に
よ
っ
て
実
質
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
定
義
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
《
折
れ
た
腕
の
前
に
》（
一
九
一
五
）
を
常4

に4

彫
刻
と
し
て
認
め
な
い
。
と
い
う
の
も
、《
折
れ
た
腕
の
前
に
》
に
つ
い
て
、

三
次
元
的
で
の
鑑
賞
に
向
け
て
調
整
さ
れ
て
お
ら
ず
、
芸
術
の
境
界
に
目
を
向

け
る
よ
う
制
作
さ
れ
て
い
る
作
品
だ
と
見
な
す
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
彫
刻

の
中
に
組
み
込
む
よ
り
も
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
組
み
込
む
方

が
適
当
だ
か
ら
で
あ
る

b

。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
《
自
転
車
の
車
輪
》

（
一
九
一
三
）
や
エ
ミ
ン
（T

racey Em
in, 1963–

）
の
《
マ
イ
・
ベ
ッ
ド
》

（
一
九
九
八
）
を
例
に
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
が
彫
刻
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
彫
刻
と
し
て
見
な
さ
れ
う
る
の
は
、
た
と
え
ば

自
転
車
の
車
輪
や
ベ
ッ
ド
の
ま
わ
り
に
散
乱
し
て
い
る
事
物
が
、
作
品
の
中
で

実
際
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
物
以
外
の
も
の
を
再
現
／
表
象
し
た
り
、
記
号
化

し
た
り
し
て
い
る
場
合
で
あ
る

c

。
こ
う
し
た
説
明
は
、
先
に
見
た
ラ
ン
ガ
ー

の
「
虚
の
運
動
的
量
感
」
と
「
運
動
の
量
感
」
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
自
身
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、《
折
れ
た
腕
の
前

に
》
で
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ャ
ベ
ル
の
動
的
な
可
能
性
は
、
我
々
の
普
段
の
生

活
か
ら
推
し
量
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ワ
イ
ヤ
ー
で
吊
る

さ
れ
て
い
る
シ
ャ
ベ
ル
は
、
日
常
的
な
動
作
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
鑑

賞
者
が
周
囲
を
動
き
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
か
ら
で
あ
る

d

。
こ
う
し
た

空
間
的
な
鑑
賞
が
促
さ
れ
る
点
で
、《
折
れ
た
腕
の
前
に
》
は
彫
刻
な
の
で
あ

る
。
彫
刻
に
お
い
て
時
間
的
な
面
で
の
鑑
賞
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
例
だ

け
で
な
く
、
モ
ビ
ー
ル
や
光
を
用
い
た
彫
刻
作
品
の
動
き
が
、
我
々
の
空
間
的

な
鑑
賞
に
と
っ
て
意
味
を
な
す
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
こ
れ
ま
で

の
議
論
を
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
彫
刻
の
鑑
賞
は
、
再
現
／
表
象

と
知
覚
経
験
の
双
方
を
と
も
に
満
た
す
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、「
に
お
い
て

見
る
」
経
験
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
彫
刻
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
い

な
い
ケ
ー
ス
は
、
知
覚
経
験
を
度
外
視
し
て
い
る
点
で
、
彫
刻
的
な
鑑
賞
と
は

み
な
さ
れ
な
い
。
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も
う
一
つ
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
は
定
義
の

中
で
「
鑑
賞
に
向
け
て
調
整
さ
れ
た
（geared tow

ard appreciation

）」

と
い
う
言
葉
を
用
い
、「
鑑
賞
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
（intended for 

appreciation
）」
を
用
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
芸
術
作
品
の
機
能

や
目
的
を
決
定
す
る
の
が
、
作
家
の
意
図
で
あ
る
か
、
他
の
要
素
─
鑑
賞
者
の

反
応
、
芸
術
の
慣
習
─
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
中
立
な
定
義
を
求
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る

e

。
こ
の
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
当
該
作
品
が
達
成
し
た
成
果
を
芸
術
の
定
義
に
組
み
込
む
立
場
を
採

用
し
、
か
つ
そ
の
成
果
の
成
否
を
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て
判
定
す
る
と
い
う
方

針
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、「
鑑
賞
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
」
と
す
る
の
が
適

当
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
針
を
採
っ
た
場

合
、
元
来
は
儀
式
や
祭
儀
を
目
的
に
制
作
さ
れ
た
宗
教
彫
刻
を
彫
刻
と
し
て
扱

う
こ
と
は
難
し
く
な
る

f

。
芸
術
作
品
は
、
作
者
の
意
図
や
作
品
の
目
的
に
よ
っ

て
の
み
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
作
品
が
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す

る
か
は
、
制
度
や
歴
史
、
文
化
に
よ
っ
て
も
変
化
し
う
る

g

。
個
別
の
芸
術
作
品

の
所
属
や
価
値
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
に
限
り
、
作
者
の
意
図
や
作
品
の
目

的
を
参
照
す
る
の
は
適
当
で
あ
ろ
う
が
、
彫
刻
の
ジ
ャ
ン
ル
一
般
を
指
す
定

義
に
組
み
込
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
避
け
る
た
め
に
も
、

「
鑑
賞
に
向
け
て
調
整
さ
れ
た
」
と
い
う
緩
や
か
な
表
現
の
方
が
適
当
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
定
義
は
、
こ
こ
ま
で
本
稿
が
議
論
で
き
て
い
な
い
対
象
を
議
論

す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
作
品
の
鑑
賞
の
上
で
三
次
元
上
の

空
間
が
重
要
な
の
は
、
建
築
や
ダ
ン
ス
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関

し
て
は
、
今
回
は
紙
幅
の
関
係
で
詳
細
に
議
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
議
論
し
て
き
た
彫
刻
的
な
再
現

や
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
彫
刻
と
見
な
さ
な
い
理
由
を
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
建
築
の
場
合
、
建
物
の
外
側
に
つ
い
て
は
彫
刻

「
に
お
い
て
見
る
」
議
論
と
同
様
の
議
論
を
行
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
が
、
建

物
の
内
部
に
関
し
て
は
別
様
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
建
物
内
部

の
経
験
を
分
析
す
る
場
合
は
、
作
品
が
包
ま
れ
て
い
る
空
間
が
問
題
に
な
る
の

で
は
な
く
、
我
々
が
包
ま
れ
て
い
る
空
間
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ダ
ン

ス
の
場
合
は
、
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
と
い
う
対
象
と
再
現
／
表
象
さ
れ
て
い
る
内

容
と
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
定
の
ダ

ン
サ
ー
の
身
体
が
、
彫
刻
作
品
の
特
定
の
媒
体
の
よ
う
な
形
で
「
に
お
い
て
見

る
」
経
験
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
は
、
定
か
で
な
い
。
特
定
の

ダ
ン
サ
ー
の
身
体
は
、
別
の
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
と
置
換
可
能
だ
が
、
こ
の
置
換

は
彫
刻
に
お
け
る
媒
体
の
置
換
と
は
異
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ー
ヴ
ィ
ン
の
定
義
は
彫
刻
が
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
ど
の

よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
る
か
に
着
目
し
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
定
義
は
様
々

な
ト
ピ
ッ
ク
を
包
括
し
て
お
り
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
彼
女
の
議
論
で
は
、
ほ
と
ん
ど
レ

リ
ー
フ
が
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
レ
リ
ー
フ
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
点
で
空
間
的

な
鑑
賞
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
物
体
の
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相
互
関
係
、
ま
た
は
提
示
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
他
の
論
者
に
お
い
て
も
判
然
と
し
な
い
部

分
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
プ
キ
ン
ス
も
自
身
が
議
論
し
て
い
る
対
象
を
丸
彫

り
彫
刻
に
限
定
し
て
い
る

h

。
ホ
プ
キ
ン
ス
は
、
一
貫
し
て
彫
刻
の
再
現
に
関
心

を
示
し
て
お
り
、
定
義
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
彫
刻
の

典
型
は
丸
彫
り
彫
刻
で
あ
り
、
彼
は
こ
う
し
た
典
型
的
な
彫
刻
と
絵
画
の
間
の

再
現
と
美
的
な
特
殊
性
の
差
異
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た

限
定
を
設
け
て
も
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
彫
刻
一
般
の
定
義
を
試
み
よ
う

と
し
て
い
る
ア
ー
ヴ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
、
一
定
程
度
の
説
明
を
要
す
る
課
題
で

あ
る
。

最
も
簡
便
な
の
は
、
レ
リ
ー
フ
を
彫
刻
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
極
端
な
方
法
を
採
用
し
な
い
。
レ
リ
ー
フ
に

は
、
絵
画
と
異
な
っ
た
空
間
的
な
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
レ
リ
ー
フ
と
絵
画
作
品
を
光
の
下
で
視
覚
的
に
鑑
賞
す
る
場
合
、
明

ら
か
で
あ
る
。
絵
画
の
場
合
は
、
光
の
当
た
り
方
に
よ
っ
て
画
布
上
の
色
彩
の

彩
度
が
変
化
す
る
。
色
相
を
含
ま
な
い
黒
や
白
の
場
合
は
、
明
度
が
変
化
す
る

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
変
化
に
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
上
に
配

置
さ
れ
た
再
現
に
多
少
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
レ
リ
ー
フ
の
場
合

は
、
凸
面
が
作
り
出
す
影
が
、
光
の
当
た
り
方
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
彫
り
が

深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
上
方
か
ら
光
が
当
た
る
の
と
下
方
か
ら
光
が
当
た
る
の

で
は
、
彫
刻
「
に
お
い
て
見
る
」
経
験
が
大
き
な
変
化
を
被
る
。
彫
り
が
浅
い

場
合
は
、
光
の
角
度
や
強
さ
に
よ
っ
て
は
、
再
現
さ
れ
た
対
象
の
輪
郭
を
と
ら

え
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
説
明
も
、
作
品
内
で
再

現
さ
れ
た
見
か
け
上
の
距
離
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
リ
ー

フ
の
鑑
賞
も
、
鑑
賞
者
の
視
点
の
変
化
で
は
な
く
、
周
囲
の
環
境
の
変
化
か

ら
「
に
お
い
て
見
る
」
経
験
に
即
し
て
説
明
で
き
る
。
こ
う
し
た
説
明
が
行
え

る
の
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彫
刻
が
三
次
元
空
間
に
存
在
す
る
か

ら
で
あ
り
、
三
次
元
空
間
に
お
い
て
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彫
刻
の

再
現
や
美
的
な
特
殊
性
を
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
リ
ー
フ

の
説
明
が
適
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
ラ
ン
ガ
ー
の
彫
刻
を
中
心
と
し
た
空
間
が
鑑

賞
経
験
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
指
摘
は
、
彫
刻
そ
の
も
の
の
動
的
な
可
能
性

や
鑑
賞
者
の
位
置
の
変
化
に
の
み
還
元
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ホ
プ
キ
ン
ス
や

ア
ー
ヴ
ィ
ン
が
適
切
に
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
彫
刻
が
包
ま
れ
て
い
る
空
間

や
、
周
囲
の
状
況
も
、
彫
刻
の
鑑
賞
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
。

結
語本

稿
の
主
眼
は
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
成
立
さ
せ
る
際
の
基
盤
と
な
る

要
素
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彫
刻
の
三
次
元
的
な
特
性
を
把
握
す
る
こ

と
は
、
彫
刻
の
美
的
な
特
殊
性
を
検
討
す
る
際
の
基
礎
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
に
お
い
て
見
る
」
理
論
を
用
い
て
、
彫
刻
と
絵
画
の
比
較

を
知
覚
上
の
情
報
と
、
再
現
と
の
相
関
か
ら
行
い
、
彫
刻
の
三
次
元
的
な
特
性
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を
検
討
し
た
。
本
稿
で
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
こ
と
を
新
た
な
観
点
か
ら
示

し
た
。
一
、
再
現
さ
れ
て
い
る
内
容
の
周
囲
に
あ
る
空
間
が
、
彫
刻
に
特
有
な

鑑
賞
経
験
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
。
二
、
再
現
の
理
解
に
直
接
寄
与
し
な
い
視

点
に
つ
い
て
、
物
理
的
に
存
在
す
る
媒
体
の
部
分
と
全
体
と
、
再
現
の
部
分
と

全
体
と
い
う
観
点
を
導
入
し
、「
に
お
い
て
見
る
」
理
論
を
応
用
す
る
こ
と
で

彫
刻
に
特
有
の
美
的
な
特
殊
性
を
説
明
で
き
る
こ
と
。

二
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
。
本
稿
を
貫
く
前
提
は
、
彫
刻

に
お
い
て
再
現
の
理
解
に
直
接
寄
与
し
な
い
視
点
は
、
再
現
な
い
し
作
品
全
体

の
部
分

i

と
し
て
知
覚
的
な
側
面
か
ら
処
理
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
具
体
的

な
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
厳
密
に
議
論
が
行
え
て
い
な
い
。
作
品
を
構
成
す

る
部
分
と
全
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
レ
リ
ー
フ
の
彫
刻
的
な
特
性
も
考
慮
に

入
れ
つ
つ
、
美
的
経
験
の
面
か
ら
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
必
要
と
す
る
も
の
の
、

作
品
を
構
成
す
る
全
体
に
つ
い
て
、
知
覚
情
報
と
再
現
と
の
相
互
関
係
を
示
し

な
が
ら
議
論
す
る
た
め
の
方
法
論
を
提
示
し
て
い
る
点
に
、
本
稿
の
特
色
は
あ

る
。
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あ
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。
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表
象
の
構

成
要
素
の
一
部
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
瑕
疵
は
、
レ
リ
ー
フ

を
彫
刻
の
範
疇
か
ら
除
外
す
る
か
、
レ
リ
ー
フ
に
お
け
る
三
次
元
上
の
要
素
が
彫

刻
的
な
鑑
賞
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
省
察
を
深
め
る
こ
と
で
、
解
消
で
き
る
。

（
37
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の
拙
訳
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）　Ibid., 607-608.

（
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）　Ibid., 609.

（
40
）　Ibid., 612.

（
41
）　Id.

（
42
）　

本
稿
は
必
ず
し
も
成
果
を
定
義
に
組
み
込
む
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
本
稿
が
否

定
す
る
の
は
、
作
者
が
芸
術
作
品
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

制
作
す
る
意
図
を
定
義
に
組
み
こ
む
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
作
者
が
当
該
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
意
識
せ
ず
に

制
作
し
、
の
ち
の
人
々
が
芸
術
作
品
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
か
ら
だ
。

原
始
芸
術
な
ど
を
芸
術
作
品
の
一
種
と
し
て
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
で
、
成

果
を
定
義
に
組
み
込
む
こ
と
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
う
る
。

　
　
　

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
制
作
さ
れ
た
人
工
物
の
起
源
に
必
ず
し
も
依
拠
し
な

い
「
鑑
賞
に
向
け
て
調
整
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
を
支
持
す
る
。

（
43
）　

こ
う
し
た
芸
術
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
に
関
し
て
は
、K

endal L. W
alton, 
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を
中
心
と
し
た
議
論
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
実
際
に
日
本
で
は
明
治
期
に
「
美

術
」
制
度
が
輸
入
さ
れ
た
際
、
西
洋
の
美
術
概
念
と
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
、
北
澤
憲
明
『
眼
の
神
殿
─
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
─
』

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
を
参
照
の
こ
と
。

（
44
）　H

opkins, (2004) 164. 

やH
opkins, (2010) 358.

を
参
照
の
こ
と
。

（
45
）　
「
作
品
全
体
」
と
い
う
断
り
を
入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彫
刻
の
台
座

な
ど
を
考
え
る
と
分
か
り
良
い
。
直
接
的
に
は
再
現
に
寄
与
し
て
い
な
い
が
、
作

品
全
体
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
存
在
し
、
鑑
賞
者
を
睥
睨
す
る
よ
う
な
位
置
に

再
現
さ
れ
た
事
物
を
押
し
上
げ
る
部
分
と
し
て
、
台
座
が
機
能
す
る
こ
と
は
あ
る
。

こ
の
場
合
、
高
さ
は
再
現
を
構
成
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
台
座
は
再
現
を

構
成
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
高
い
位
置
に
居
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

透
明
な
素
材
に
よ
っ
て
該
当
部
分
を
満
た
し
て
作
品
が
浮
い
て
い
る
よ
う
な
印
象

が
生
じ
る
こ
と
は
、
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
避
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
作
品
の

部
分
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。


