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井

島

勉

脚

　
　
　
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
『
芸
術
に
お
け
る
超
越
と
内
在
』
と
題
す
る
論
文
（
芝
○
凝
ぢ
σ
q
㊤
”
＜
魯
8
建
直
器
目
陰
妻
§
伽
欝
舞
心
月
冒
鮎
臼

　
　
内
書
露
i
》
げ
。
。
学
園
ζ
δ
昌
猛
襲
儀
麟
凶
無
琢
甑
琶
α
q
第
三
版
以
降
に
附
録
と
し
て
収
録
）
に
お
い
て
、
内
在
性
を
特
色
と
す
る
古
典
的
藤
云
術
を
も

　
　
っ
て
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
範
例
と
見
な
し
て
き
た
従
来
の
美
学
思
懇
に
批
判
を
加
え
、
た
と
え
ば
そ
れ
に
先
行
す
る
東
方
的
芸
術
の
よ
う
に
、

　
　
む
し
ろ
超
越
性
を
特
色
と
す
る
芸
術
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
　
「
芸
術
上
の
超
越
主
義
は
、
宗
教
上
の
超
越
主
義
に
対

　
　
応
ず
る
」
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
　
「
芸
術
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
一
切
の
定
義
は
、
結

　
　
局
、
古
典
的
芸
術
に
関
す
る
定
義
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
し
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
　
「
古
典
的
芸
術
は
、
神
と
世
界
と
の
統
一
、
人
間
と
世

　
　
界
と
の
統
一
、
い
き
お
い
世
界
の
徹
底
的
な
擬
人
化
を
特
色
と
す
る
宗
教
上
の
内
在
の
原
理
に
対
応
し
て
成
立
す
る
。
従
っ
て
古
典
的
芸

　
　
術
感
情
は
、
人
闇
と
世
界
と
の
融
合
に
基
礎
を
置
き
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
人
間
的
有
情
化
と
し
て
表
明
さ
れ
る
統
一
の
意
識
に
基
づ
い

　
　
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
象
界
の
あ
ら
ゆ
る
客
体
に
対
し
て
、
墨
黒
の
有
機
的
な
生
命
性
を
感
情
移
入
的
に
転
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
世
界
の
擬
人
化
を
図
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
古
典
的
芸
衛
の
立
場
、
お
よ
び
そ
れ
を
唯
一
の
基
礎
と
す
る
芸
術
の
定
義
に
お
い
て

　
　
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
な
生
産
と
享
受
が
、
ひ
と
し
く
現
世
血
旦
疋
的
な
幸
福
感
、
内
的
な
魂
の
高
揚
を
と
も
な
う
と
い
う
点
に
お
い
て
一
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〇66　
　
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
精
密
に
考
え
て
み
る
と
、
古
典
主
義
と
い
う
も
の
は
、
宇
宙
の
よ
う
に
円
形
を
え
が
く
芸
術
の
発
展
史
に

　
　
お
け
る
一
つ
の
極
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
当
然
、
そ
れ
と
は
反
対
の
極
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
」

　
　
（
Z
Φ
舞
話
ぴ
Q
客
。
お
㎝
P
ω
。
嵩
N
～
㊤
）
◎

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
雰
古
典
的
な
、
即
ち
超
越
的
な
芸
術
の
現
象
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
農
明
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

　
　
た
上
述
の
諸
前
提
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
古
典
主
義
の
彼
岸
に
お
い
て
は
、
魂
の
は
た
ら
き
は
、
現
象
界
の

　
　
敬
命
な
肯
定
か
ら
離
れ
、
む
し
ろ
生
命
あ
る
も
の
の
有
限
性
を
超
え
て
、
必
然
的
な
る
も
の
・
抽
象
的
な
る
も
の
の
地
帯
に
す
ま
っ
て
い

　
　
る
も
の
の
形
象
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
魂
は
、
無
常
な
現
象
の
変
転
の
中
に
ひ
き
こ
ま
れ
な
が
ら
も
、
な
お
現
象
界
を
超

　
　
え
て
、
な
に
か
絶
対
的
な
る
も
の
を
創
造
し
、
そ
こ
に
相
対
的
な
る
も
の
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
て
安
ら
ぐ
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
幸
福
可
能

　
　
性
を
兇
つ
酵
て
い
た
。
け
だ
し
現
象
の
欺
購
と
有
機
的
な
る
も
の
の
恣
意
が
影
を
ひ
そ
め
る
と
こ
ろ
に
の
み
救
済
が
待
っ
て
い
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。
超
越
的
な
世
界
感
覚
に
と
っ
て
は
、
も
の
を
芸
術
約
に
固
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
外
界
と
の
煩
わ
し
い
依
存
性
の
事
実
を
で
き

　
　
る
だ
け
抑
圧
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
現
象
界
の
外
膜
や
紛
糾
し
た
生
命
的
関
連
か
ら
離
脱
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
的
知
覚
の
あ
ら

　
　
ゆ
る
欺
購
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
芸
術
は
、
麿
機
的
な
る
も
の
の
非
有
機
化
、

　
　
換
言
す
れ
ば
、
変
易
し
制
約
さ
れ
た
も
の
を
無
制
約
的
な
必
然
性
の
価
値
へ
転
換
せ
し
め
る
こ
と
に
向
っ
て
行
く
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
、

　
　
こ
の
よ
う
な
必
然
性
を
、
た
だ
生
命
あ
る
も
の
の
世
界
の
彼
方
、
即
ち
無
機
的
な
る
も
の
の
中
に
の
み
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

　
　
結
果
、
人
間
は
生
硬
な
線
や
、
生
命
の
な
い
結
晶
的
な
形
を
見
幽
す
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
、
恒
常
不
変
で
無
制
約
的

　
　
な
価
値
の
こ
と
ば
へ
転
化
し
た
。
と
い
う
の
は
、
一
切
の
有
限
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
の
抽
象
的
な
形
式
は
、
野
宮
が
そ
こ
に
お
い
て
の

　
　
み
世
界
像
の
混
沌
に
当
面
し
て
し
か
も
や
す
ら
ぎ
を
見
賊
し
得
る
唯
一
最
高
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
く
σ
q
ピ
ω
」
δ
～
轡
G
。
H
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
「
こ
の
よ
う
な
無
機
的
世
界
の
合
法
悪
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
も
っ
て
感
性
的
な
依
存
性
を
克
服
す
る
器
官
、
即
ち
人

　
　
間
悟
性
の
合
法
則
性
の
中
に
反
映
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
源
を
発
し
て
、
悟
性
が
そ
の
母
体
で
あ
る
本
能
か
ら
し
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だ
い
に
自
己
を
解
放
し
信
頼
し
て
、
従
来
、
芸
術
活
動
が
い
と
な
ん
で
い
た
知
覚
の
永
遠
化
と
い
う
仕
事
を
ひ
き
う
け
る
よ
う
に
な
る
と
、

あ
ら
た
に
科
学
が
勃
興
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
超
越
的
芸
術
は
そ
の
地
盤
を
喪
失
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
　
「
古
い
芸
術
の
超

越
的
な
意
志
が
科
学
的
な
認
識
の
努
力
に
ひ
き
つ
が
れ
、
芸
術
の
王
国
と
科
学
の
王
国
と
が
分
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
誕
生

し
た
新
し
い
芸
術
が
、
古
典
芸
術
（
換
言
す
れ
ば
内
在
的
芸
術
）
な
の
で
あ
る
（
ω
．
ド
。
。
囲
｛
9
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
論
述
は
、
明
ら
か
に
、
美
術
史
上
に
現
わ
れ
た
魚
礁
的
な
二
つ
の
芸
術
的
世
界
の
特
質
に
関
す
る
、

世
界
観
の
類
型
に
基
づ
く
考
察
で
あ
る
。
芸
術
の
撚
界
観
的
・
類
型
論
的
理
解
は
、
　
一
面
、
独
特
の
根
源
性
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
と
呼

時
に
、
他
面
、
芸
術
史
的
事
象
に
関
す
る
一
種
の
抽
象
性
を
免
が
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
上
の
考
察
が
ど
の
程
度
に
二
つ
の
世
界

を
蔽
い
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
　
一
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
過
程
に
関
す
る
興
味
深
い
説
明
に

つ
い
て
も
、
な
お
多
く
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
追
究
し
な
い
。
た
だ
、
　
一

般
に
密
餅
⑦
瀞
。
財
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
芸
術
の
世
界
に
も
、
何
ら
か
の
超
越
へ
の
道
を
ひ
そ
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と

の
指
摘
が
、
更
に
敷
術
さ
れ
た
視
野
に
お
い
て
示
唆
す
る
美
学
上
の
一
つ
の
問
題
に
注
昌
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ

る
内
在
的
も
し
く
は
霞
然
主
義
的
な
古
典
的
芸
術
の
幽
霊
に
よ
っ
て
超
越
的
な
芸
術
は
終
焉
す
る
と
解
さ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
古
典
的

芸
術
の
誕
生
以
後
に
お
い
て
も
、
芸
術
上
の
超
越
圭
義
的
傾
向
が
随
所
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
り
、
ま
た
、
類
型
論
的
に
は

超
越
主
義
の
立
場
と
指
定
さ
れ
る
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
美
術
の
内
部
に
も
自
然
主
義
的
内
在
の
一
面
を
見
逃
せ
な
い
よ
う
に
、
内
在
主
義
的

立
場
の
典
型
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
美
術
の
内
部
に
も
理
想
主
義
駒
超
越
の
傾
向
が
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
し

て
芸
術
が
超
越
的
な
る
も
の
と
か
か
わ
り
得
る
か
と
い
う
問
題
は
、
た
ん
な
る
類
型
論
的
な
話
題
を
超
え
た
一
般
美
学
上
の
闘
題
た
る
に

値
い
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
世
界
観
的
類
型
論
の
観
点
に
立
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
わ
、
芸
術
を
、
エ
ジ
プ
ト
的
ま
た
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
的
な
超
越
の
立

場
に
対
立
す
る
内
在
の
立
場
と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る

　
　
　
　
芸
癒
制
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〇8
6
　
芸
術
成
立
に
関
す
る
考
え
方
、
即
ち
平
筆
的
な
主
観
・
客
観
の
関
係
に
固
執
し
て
あ
え
て
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
自
然
主
義

　
　
的
で
も
あ
る
客
観
的
描
写
の
構
造
や
、
従
っ
て
ま
た
人
間
中
心
主
義
的
で
も
あ
る
主
観
的
感
清
移
入
の
構
造
に
立
膵
し
ょ
う
と
す
る
考
え

　
　
方
を
も
っ
て
、
芸
術
上
の
内
在
主
義
の
立
場
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
、
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
の
基
調
の
一
面
に
、
顕
著
に
現
わ

　
　
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
も
と
よ
り
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
観
は
、
決
し
て
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で

　
　
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
グ
ラ
ッ
シ
は
、
古
代
美
学
の
蝕
。
簿
－
鱗
ω
窪
簿
冨
。
げ
な
性
格
に
触
れ
（
○
同
窪
Q
◎
q
◎
一
”
　
】
）
一
Φ
　
8
騨
①
O
吋
一
①
　
山
①
ω
　
ω
O
げ
0
3
添
①
昌
　
卿
づ
　
低
O
困
　
》
昌
樽
臨
（
Φ
）
、

　
　
ペ
ル
ペ
ー
ト
も
プ
ラ
ト
ン
美
学
に
お
け
る
ヨ
①
欝
密
静
簿
岡
ω
o
げ
な
傾
向
を
強
調
し
て
い
る
（
℃
Φ
壱
①
①
ゴ
》
募
捧
Φ
》
の
讐
Φ
け
鱒
）
。
彼
の
解
説

　
　
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
含
、
真
の
美
は
美
の
イ
デ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
他
の
イ
デ
ア
と
同
様
、
色
も
形
も
な
い
も
の
で

　
　
あ
る
か
ら
、
感
覚
的
な
視
覚
の
対
象
と
は
な
り
得
ず
、
む
し
ろ
精
神
的
に
の
み
認
知
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
ヨ
①
露
量
夢
Φ
騨
。
財
な

　
　
思
惟
的
存
在
（
鐸
O
黛
O
欝
）
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
官
の
中
で
最
も
鋭
敏
な
も
の
は
視
覚
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
け
れ

　
　
ど
も
（
代
署
島
◎
ω
b
。
α
O
斜
卜
。
）
、
巴
ω
忠
勇
ω
冴
（
感
性
）
的
な
視
覚
が
現
象
界
に
見
出
す
美
は
、
実
は
美
の
イ
デ
ア
の
仮
象
に
過
ぎ
な
い
。
と

　
　
こ
ろ
が
真
の
存
在
の
世
界
か
ら
可
視
的
世
界
に
盧
接
入
り
こ
ん
で
く
る
イ
デ
ア
が
美
の
イ
デ
ア
な
の
で
あ
る
か
ら
、
現
象
界
が
美
の
イ
デ

　
　
ア
を
映
し
出
し
て
美
し
く
な
る
こ
と
は
、
現
象
界
の
存
在
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
ψ
駆
G
o
～
切
H
）
。
f
こ
の
よ
う

　
　
な
美
の
思
想
は
、
美
の
存
在
論
的
理
解
…
の
一
つ
の
場
合
と
い
え
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
同
様
の
思
想
を
芸
術
の
世
界
に
向
か
っ
て
貫
ぬ
い
て

　
　
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
芸
術
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
追
放
論
が
物
語
る
よ
う
に
、
イ
デ
ア
へ
の
直
接
の
道
を
閉
ざ
し
て
、

　
　
す
ご
ぶ
る
消
極
的
で
あ
っ
た
場
合
さ
え
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
芸
術
を
蝕
ω
汗
需
δ
的
な
模
倣
の
技
術
と
見
な
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
由
来

　
　
す
る
イ
デ
ア
的
欠
陥
の
故
に
こ
れ
を
斥
け
よ
う
と
す
る
傾
き
が
強
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
、
詩
や
音
楽
が
い
く
ら

　
　
か
で
も
8
宮
（
理
性
）
的
な
真
理
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
場
合
に
は
賞
讃
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
（
菊
二
宮
爵
＄

　
　
①
q
①
～
勺
ダ
⑦
。
。
b
。
斜
怠
り
。
）
、
必
ず
し
も
常
に
芸
術
全
般
に
た
い
す
る
拒
否
的
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
美
に
つ
い
て



　
　
指
摘
さ
れ
た
の
と
類
似
の
構
造
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
種
類
の
芸
術
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
容
認
す
る
用
意
が
あ
っ
た
も
の

　
　
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
し
て
現
に
古
代
ギ
リ
シ
瀞
、
の
美
術
観
の
内
部
に
も
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
～
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ク
セ
ノ
フ

　
　
ォ
ン
が
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
談
話
や
（
×
窪
。
℃
｝
δ
貸
ζ
①
ヨ
。
屋
び
ヨ
鋤
H
H
回
し
O
）
、
彫
刻
家
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
カ
ノ
ー
ン
」
論
（
比

　
　
例
理
論
）
や
（
○
く
Φ
笹
①
。
ぎ
蒙
①
§
鼻
露
○
。
夢
無
ε
環
亀
魯
翼
磐
㊤
＄
）
、
画
家
ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
制
作
態
度
に
間
す
る
伝
説
（
震
鉱
霧
“
2
藪
田
寧

　
　
取
口
蜂
。
鳳
器
図
×
×
＜
”
黛
）
な
ど
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
（
詳
し
く
は
拙
著
『
芸
術
の
創
造
と
歴
史
賑
一
三
～
頁
以
下
参
照
）
、
細
部
の
選
択

　
　
と
統
合
に
よ
る
理
想
的
な
美
へ
の
鋼
達
と
い
う
思
想
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
見
ひ
ら
か
れ
た
美
に
お
け
る
イ
デ
ア
へ
の
道
に
匹
敵
す
る

　
　
も
の
を
、
美
術
家
の
手
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
と
も
受
け
と
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
ん
な
る
自
然
の
模
倣
で
は

　
　
な
く
、
選
択
と
統
合
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
選
択
と
統
合
の
イ
デ
ア
的
な
規
準
が
存
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
ず
、
そ
れ
は
鉱
ω
夢
禽
鑓
　
の
対
象
か
ら
来
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
鉱
の
普
密
同
ω
の
次
元
を
超
え
た
精
神
的
内
面
に
見
出
さ
れ
る

　
　
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ウ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
ギ
リ
シ
ャ
美
術
の
秀
作
の
中
に
「
美
な
る
自
然
を
超
え
た
高
次
の
理
想
美
」
を

　
　
注
目
し
た
と
き
に
も
、
こ
の
理
想
美
の
原
型
を
「
惜
性
の
中
に
見
出
さ
れ
る
精
神
的
自
然
」
に
帰
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

　
　
の
で
あ
る
（
≦
ヨ
。
冨
ぎ
窪
『
O
。
量
準
①
口
喜
段
山
。
2
蓉
匿
び
ヨ
き
α
q
9
σ
q
戦
一
Φ
c
｝
ピ
≦
①
鱒
。
）
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
世
界
観
の
類
型
の
上
か
ら
内
在
の
立
場
と
規
定
さ
れ
た
古
典
的
芸
術
に
お
い
て
も
、
芸
術
的
に
は
い

　
　
わ
ば
一
種
の
超
越
へ
の
道
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
「
た
ん
な
る
形
而
上
学
的
概
念
で
は
な
い
理
想
美
」

　
　
が
、
　
「
自
然
の
最
も
美
し
い
部
分
の
選
択
と
、
全
体
と
し
て
の
一
つ
の
形
態
へ
の
調
和
的
な
結
合
か
ら
産
出
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
た
り

　
　
（
霜
陣
昌
O
一
《
O
一
ヨ
鋤
⇔
け
“
　
○
①
も
り
O
ザ
一
〇
び
瞥
①
　
飢
．
　
剛
（
¢
づ
も
。
け
　
瓢
」
　
〉
一
酢
の
附
｛
¢
ヨ
局
つ
）
、
ギ
リ
シ
わ
、
の
美
術
家
た
ち
が
自
然
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
制
作
を
始
め
た
よ
う
に
、

　
　
そ
の
超
越
も
、
内
在
の
側
か
ら
求
め
ら
れ
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
芸
術
に
お
い
て
、

　
　
最
初
か
ら
超
越
の
立
場
に
立
っ
て
現
象
的
世
界
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
蝕
ω
昏
勢
諺
の
対
象
と
な
る
対
象
的
な
美
を
愛
し
、

096　
　
　
　
　
　
弗
云
術
鮒
作
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け
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内
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超
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三
八

㎝　
　
い
わ
ば
そ
れ
と
の
連
続
的
な
関
係
に
お
い
て
理
想
化
し
な
が
ら
こ
れ
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
す
ぐ
れ
た

　
　
美
術
作
贔
は
、
そ
の
独
特
の
作
風
の
申
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
語
っ
て
い
る
し
、
古
代
の
芸
衛
理
論
に
見
ら
れ
る
。
・
団
蓉
難
①
嘗
ご
や
冨
㌘

　
　
ヨ
§
智
の
思
想
は
、
そ
れ
の
方
法
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
芸
術
的
態
度
、
た
と
え

　
　
ば
美
術
の
撮
界
を
構
成
す
る
美
的
視
覚
的
態
度
は
、
た
ん
な
る
感
性
的
視
覚
的
態
度
で
は
な
く
て
、
本
質
的
に
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
魚
愚
ω
岳
③
・

　
　
鉱
ω
o
び
（
超
感
性
的
）
な
超
越
へ
の
道
を
念
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。

＝

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
お
も
む
き
の
ち
が
っ
た
意
味
で
芸
術
に
お
け
る
超
越
の
問
題
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教

的
芸
術
の
場
合
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
真
の
美
を
感
性
的
表
象
を
超
え
た
叡
知
的
美
（
謬
0
0
一
轡
O
切
　
騨
⇔
一
〇
旨
）
と
解
す
る
点
に
お
い
て

（
胸
舅
⑦
民
器
押
く
）
、
プ
ラ
ト
ン
の
系
譜
を
ひ
い
た
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
芸
術
に
つ
い
て
も
、
感
性
酌
対
象
と
し
て
の
自
然
の
模
倣
よ
り

も
、
い
わ
ゆ
る
内
部
的
上
塗
（
o
匿
鶏
。
ミ
。
も
。
）
に
基
づ
く
制
作
作
用
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
は

現
実
の
モ
デ
ル
を
写
し
て
ゼ
ウ
ス
の
像
を
刻
ん
だ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性
の
感
得
し
た
ゼ
ウ
ス
の
ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
そ
れ
を
刻
ん
だ

（
く
噸
。
。
）
、
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
簿
翼
冨
。
。
一
ω
的
態
度
か
ら
8
出
番
態
度
へ
の
転
換
が
特
に
カ
タ
ル
シ
ス
の
名
に
お
い
て

重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
押
ρ
H
く
）
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、
超
越
的
な
る
も
の
を
志
向
す
る
芸
術
的
態
度
の
方
式
が
諺
騨
卑

錺
夢
Φ
瀞
。
び
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
窓
箒
密
静
①
翫
島
と
啄
ば
れ
る
に
近
い
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

傾
向
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
芸
術
観
が
深
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
、
感
性
的
懲
然
を
虚
妄
と
観
ず
る
世
界
観
に
も

拘
わ
ら
ず
、
芸
術
の
億
値
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
か
つ
て
私
は
美
の
築
垣
を
考
え
て
い
た
と
き
、
形
の
な
い
本
体
（
G
摩
¢
び
の
馬
齢
降
梓
一
撃
）
　
か
ら
賛
を
そ
ら

し
て
し
ま
っ
て
、
専
ら
輪
郭
と
色
彩
と
大
き
さ
に
注
目
し
て
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
が
、
神
の
内
的
な
声
を
聴
く
こ
と
が



　
　
で
き
て
か
ら
は
、
形
態
的
な
も
の
が
す
べ
て
虚
妄
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
告
白
を
も
ら
し
（
O
O
艮
①
ω
ω
δ
講
霧
囲
く
い
暮
）
、

　
　
「
感
性
（
の
Φ
灘
ω
に
ω
）
は
た
だ
黙
っ
て
理
性
（
鑓
鼠
○
）
に
つ
き
従
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
の
立
場
を
忘
れ
て
そ
れ
自
身
の
た
め
に
迎
え
ら

　
　
れ
、
理
性
の
先
に
立
っ
て
導
こ
う
と
す
る
と
き
に
罪
悪
が
始
ま
る
。
…
…
歌
わ
れ
る
事
柄
よ
り
も
、
歌
声
そ
の
も
の
に
感
動
す
る
よ
う
に

　
　
な
れ
ば
、
明
ら
か
に
人
々
は
罪
を
犯
し
は
じ
め
た
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
×
◎
・
。
・
。
）
。
ま
た
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ズ
ム
の
論
争
が
渦
を

　
　
巻
い
て
い
た
こ
ろ
、
聖
像
擁
護
派
の
主
張
の
重
要
な
一
つ
の
根
拠
は
、
墾
像
（
o
凶
障
α
⇔
）
が
感
性
的
自
然
の
模
倣
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で

　
　
は
な
く
て
、
む
し
ろ
叡
知
的
に
感
得
さ
る
べ
き
原
像
（
鶏
。
冨
ε
℃
露
）
の
模
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
っ
た
（
中
批
の
芸
術

　
　
思
潮
に
つ
い
て
は
『
芸
術
の
創
造
と
歴
史
』
＝
工
五
頁
以
下
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
思
想
の
根
祇
に
は
，
少
な
く
と
も
．
．
器
畠
。
静
畠
．
．
を
蝕
。
。
夢
α
ω
置

　
　
的
と
解
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
§
率
9
，
。
・
静
①
瀞
島
と
も
呼
ば
る
べ
き
芸
術
観
の
動
向
が
ひ
そ
む
こ
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
う
か
が
わ
れ
る
思
想
傾
向
は
、
中
世
の
美
学
を
通
じ
て
流
れ
て
い
る
基
本
的
な
論
調
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
中

　
　
世
美
術
の
性
格
を
支
え
る
根
本
的
な
思
潮
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
目
に
中
世
と
い
っ
て
も
、
永
い
年
代
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

　
　
美
学
的
な
発
書
の
上
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
が
あ
り
、
美
術
史
の
歩
み
の
上
に
お
い
て
も
顕
著
な
推
移
が
あ
る
、
と
き
に
は
異
教

　
　
的
・
農
然
主
義
的
色
彩
の
一
面
を
た
だ
よ
わ
せ
る
場
合
さ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
～
著
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
が
そ
の
底

　
　
流
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ア
ッ
ス
ン
ト
は
、
近
世
美
学
の
主
観
主
義
に
対
す
る
中
世
美
学
の
客
観
主
義
と
い
う
こ
と

　
　
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
孟
旨
は
、
中
世
に
お
い
て
は
、
人
間
の
主
観
的
な
創
造
と
し
て
の
美
や
芸
術
の
思
想
は
な
く
、
美
は
い
わ
ば
神

　
　
の
客
観
的
な
属
性
で
あ
っ
て
、
人
間
は
美
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
み
ず
か
ら
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
の
欄
駕
し
た
美

　
　
術
作
品
が
美
し
い
も
の
で
あ
り
得
る
の
は
、
神
が
世
界
の
上
に
放
射
す
る
客
観
的
な
美
を
分
有
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
点

　
　
に
あ
る
（
》
Q
c
し
。
¢
づ
斤
○
”
團
）
瞬
0
　
8
ザ
⑦
O
胱
一
〇
　
〔
一
①
o
o
　
ω
O
甥
α
昌
O
謬
　
同
ヨ
　
竃
に
｛
の
囲
口
囲
艸
㊦
鴎
　
G
Q
・
　
同
⑰
　
｛
幽
　
純
き
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M
）
。
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
と
は
、
む
し
ろ
正
当
に
超
越
主

　
　
義
と
呼
び
か
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
美
も
芸
術
も
、
そ
の
根
源
を
超
越
的
な
神
に
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
　
一
切
の
美
術
晶
は
、
た
だ
目
を
悦
ば
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て

瓠　
　
　
　
　
　
芸
術
鋼
作
に
お
け
る
内
在
・
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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126　
　
形
の
な
い
聖
美
か
ら
由
来
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
×
・
G
o
腿
）
。
あ
た
か
も
ロ
ゴ
ス
た
る
神
が
、
人
間
を
救
済
す
る
た
め
に
、
肉
と
な
つ

　
　
て
地
上
に
顕
現
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
視
覚
を
超
え
た
超
越
的
な
神
が
、
人
間
の
視
覚
的
対
象
と
な
る
た
め
に
、
色
と
形
と
を
も
っ
て
現

　
　
わ
れ
た
も
の
が
聖
…
像
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
い
う
思
想
は
、
聖
像
擁
護
の
論
拠
と
も
な
っ
て
い
る
（
く
び
q
ピ
顛
霞
ロ
霧
汀
U
o
疑
び
琴
｝
回
臨
曾
U
o
σ
q
－

　
　
臼
霧
σ
q
舘
。
謀
。
簿
ρ
H
＜
》
瓢
艶
’
じ
ご
9
鍔
ψ
蕊
。
。
｛
）
。
一
般
に
超
感
性
的
な
る
も
の
の
感
性
化
と
い
う
公
式
は
、
中
世
美
学
思
想
の
随
所
に
散

　
　
堕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
　
一
定
の
色
と
形
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
造
形
芸
術
の
形
象
は
、
外
に
神
性
を
象
徴
し
た
り
寓
意
し
た
り

　
　
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
神
聖
な
る
意
味
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ア
ッ
ズ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
造
形
作
品
は
一
種

　
　
の
．
．
竃
①
欝
℃
プ
禽
二
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
ω
●
b
⊃
ω
）
。
聖
像
擁
護
論
者
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
霊
像
と
キ

　
　
リ
ス
ト
そ
の
も
の
と
は
実
体
（
囮
彰
℃
8
㌶
臨
の
）
の
上
か
ら
い
え
ば
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
懸
盤
の
神
性
は
キ
リ
ス
ト
の
神
性
に
帰
せ
ら
る

　
　
べ
き
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
調
作
さ
れ
る
美
術
作
品
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
の
観
照
は
、
人
々
を
神
の
世
界
へ
「
導
き
あ
げ
る
」
効
果
を
期
待
さ

　
　
れ
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
こ
ろ
の
ω
戸
U
①
蝕
㏄
修
道
院
長
ス
ジ
ェ
ル
（
ω
螺
α
q
①
肘
）
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
「
神
の

　
　
家
を
館
る
数
々
の
き
ら
び
や
か
な
宝
石
な
ど
を
眺
め
て
幌
惚
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
物
質
的
な
世
界
か
ら
非
物
質
的
な
漫
界

　
　
へ
運
ば
れ
、
外
面
的
な
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
て
聖
な
る
神
の
徳
に
つ
い
て
の
内
面
的
な
冥
想
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
地
上
の

　
　
汚
濁
の
中
で
も
な
く
、
天
上
の
清
浄
の
中
で
も
な
い
特
別
の
境
地
に
さ
ま
よ
う
自
分
を
見
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神

　
　
の
恩
寵
に
よ
っ
て
、
「
昇
越
的
な
仕
方
」
（
鋤
鋤
卑
σ
q
O
α
q
同
O
¢
の
　
b
P
O
ω
）
で
、
汚
れ
た
下
界
か
ら
、
浄
ら
か
な
天
上
へ
連
れ
て
い
か
れ
る
の
で
あ

　
　
る
（
謙
び
駆
動
。
践
民
巳
。
・
霞
ρ
・
瓢
。
器
×
×
×
誕
丁
↓
窪
雛
。
内
鼠
讐
Φ
ロ
け
く
§
諺
ω
。
。
§
ε
G
o
鳥
α
O
）
臨
Q
ま
た
出
雲
α
q
o
〈
o
膨
ω
幹
く
ざ
8
聴
に
よ
れ
ば
「
わ
れ

　
　
わ
れ
の
心
は
圏
に
見
え
ぬ
真
理
に
直
接
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
9
に
見
え
る
も
の
を
眺
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
修
練

　
　
し
得
る
だ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
は
醤
に
見
え
る
｛
○
周
黛
効
の
中
に
、
目
に
毘
え
な
い
美
の
一
ヨ
鎚
α
脅
ヨ
簿
ご
（
劉
ω
一
昌
鵠
ぴ
に
侮
）

　
　
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
膳
に
見
え
る
も
の
の
美
は
、
そ
れ
の
帰
順
轟
⇔
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
に
見
え
る
｛
o
附
錘
鋤
を



613

通
じ
て
、
目
に
菟
え
な
い
美
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
鼠
に
見
え
る
美
は
、
目
に
見
え
な
い
美
の
内
憂
⇔
α
q
o
に
ほ
か
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
（
国
老
。
簿
ざ
ぼ
露
①
地
鍵
島
賦
ヨ
8
の
剛
。
。
。
搭
簿
ω
き
。
瓢
蒙
。
曙
。
。
罵
一
》
。
・
鈴
馨
o
H
O
①
）
。

　
こ
れ
ら
の
典
型
的
な
中
皿
盛
期
の
高
僧
た
ち
が
語
る
と
こ
ろ
が
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
可
視
的
な
芸
術
作
贔
の
美
は
、

ζ
⑱
欝
℃
げ
霞
的
な
意
味
機
能
を
含
ん
で
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昇
越
的
（
㊤
⇔
節
σ
q
O
σ
q
冨
。
げ
）
に
観
照
潜
を
目
に
見
え
な
い
超
越
者
の
前
へ
導

き
上
げ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
超
越
者
は
、
純
然
た
る
叡
知
的
な
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
る
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
寓
意
の
身
舎
の
よ
う
に
、
直
観
の
立
場
か
ら
概
念
的
な
思
惟
の
立
場
に
移
っ
て
始
め
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ

視
覚
対
象
の
形
象
に
寄
せ
ら
れ
た
美
的
な
る
直
観
的
も
し
く
は
感
情
的
な
態
度
そ
の
も
の
の
内
部
に
直
接
に
体
験
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
会
、
芸
術
の
世
界
は
、
　
一
方
で
は
地
上
の
事
物
と
同
様
、
輿
に
見
え
る
も
の
と
し
て
現
わ

れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
観
照
岩
を
天
上
に
導
く
も
の
で
あ
り
，
他
方
で
は
、
天
上
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
必
ず
目
に
見
え
る

物
質
的
な
形
象
を
そ
な
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
地
上
界
に
も
所
属
せ
ず
、
た
ん
な
る
天
上
界
に
も
所
属
せ
ず
に
、
む
し
ろ
爾

港
を
昇
越
的
に
媒
介
す
る
申
間
的
世
界
と
し
て
位
置
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
教
的
美
学
に
お
い
て
は
、
右
に
一
例
を
眺
め
た
よ
う
に
、
芸
術
は
独
特
の
竃
①
露
℃
ン
。
巴
的
な
構
造
を
有
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、
観
照
す
る
人
間
を
超
越
者
に
向
っ
て
昇
越
的
に
導
き
上
げ
る
機
能
を
い
と
な
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
し
て
よ
い
。

か
か
る
構
造
と
機
能
を
も
た
な
い
と
判
定
さ
れ
る
芸
衛
は
、
　
「
詩
篇
」
に
も
実
例
が
見
出
せ
る
よ
う
に
（
鵠
伊
罷
0
）
、
所
詮
は
異
教
芸
術

と
し
て
排
斥
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
自
然
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
と
類
似
の
意
味
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
と
き
に
、
始
め

て
美
な
る
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
（
＜
α
q
ド
ヒ
d
陣
。
ω
Φ
韓
9
。
山
導
鼠
。
江
鷹
謎
審
ω
装
話
題
σ
q
①
診
募
ぎ
竃
一
手
圧
§
）
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
美
術

に
お
け
る
華
麗
な
工
芸
品
や
カ
タ
コ
ン
ベ
の
壁
画
な
ど
の
、
駅
う
に
、
異
教
的
な
材
料
や
技
法
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に
圃
様
の
意
味
を
荷
托

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
立
様
か
ら
も
積
極
的
に
採
択
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
申
世

末
期
に
あ
た
る
ゴ
シ
ッ
ク
後
期
に
顕
著
と
な
る
自
然
主
義
で
さ
え
も
、
ド
ゥ
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
ク
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
同
様
の
精
神
主
義
的

　
　
　
　
芸
術
制
作
に
お
け
る
内
在
・
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
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～
脳
ニ

ー46　
　
立
場
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
（
U
〈
。
ゆ
巴
自
囚
巷
。
。
諮
霧
。
鑓
。
ぴ
8
鋤
謝
O
Φ
…
ω
酔
Φ
ω
σ
Q
窃
。
窯
畠
け
⑦
ψ
露
）
。
　
こ
れ
ら
一
髪
の
動
向
に
も
う
か
が

　
　
え
る
よ
う
な
思
潮
は
、
中
世
の
美
学
と
美
術
史
を
一
貫
し
て
流
れ
る
底
流
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
美
術
作
晶

　
　
が
観
照
者
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
昇
越
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
と
い
っ
て
も
、
観
照
巻
は
直
観
（
o
o
纂
①
筥
覧
㊤
肯
6
）
の
立
場
か
ら
、
思
辮
的

　
　
な
o
O
鵯
欝
臨
。
や
ヨ
Φ
鎌
欝
篤
。
の
立
場
に
移
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
く
σ
q
憎
簗
畠
鋤
広
く
。
口
の
仲
．
＜
同
。
ε
円
…
》
ω
。
・
§
酔
。
ψ
H
q
り
）
。

　
　
美
術
作
品
の
形
象
に
対
す
る
藏
観
そ
れ
自
体
、
換
誉
す
れ
ば
、
造
形
的
・
視
覚
的
な
芸
術
作
品
に
向
う
美
的
な
る
視
覚
作
用
そ
れ
自
体
が
、

　
　
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
機
能
実
現
の
可
能
性
を
内
に
含
む
も
の
と
確
信
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

　
　
で
は
、
許
さ
る
べ
き
美
衛
（
斥
け
ら
れ
る
べ
き
異
教
的
美
術
で
は
な
く
）
の
欄
作
に
あ
た
っ
て
は
た
ら
く
視
覚
作
用
も
、
こ
れ
と
同
じ
性

　
　
格
を
も
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
美
学
の
場
合
、
美
的
な
る
視
覚
作
用
は
、
た
ん
な

　
　
る
感
性
的
視
覚
作
用
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
内
部
に
超
越
へ
の
道
を
は
ら
ん
で
お
り
、
し
か
も
感
性
界
を
去
っ
て
叡
知
界
に
昇
越

　
　
す
る
は
た
ら
き
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
反
感
性
的
（
嚢
。
段
猷
。
・
爵
Φ
騎
9
）
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
け
だ
し
、
ド
ゥ
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
ク
も
考
え
た
よ
う
に
、
中
世
美
術
に
は
、
よ
り
高
い
独
輿
の
芸
術
的
意
図
に
奉
仕
す
る
た
め
に
、
意
識
的
に

　
　
写
実
性
や
慮
然
再
現
か
ら
離
反
し
て
、
超
自
然
的
に
与
え
ら
れ
る
独
特
の
法
則
に
立
と
う
と
す
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
、

　
　
こ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
如
上
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
た
え
ず
》
曾
子
傘
蹉
。
び
ご
概
念
が
有
す
る
「
美
的
」
と
「
感
性
的
」
の
一
一
義
性
に
つ
い
て
の

　
　
配
慮
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
餌
。
。
爵
①
臨
。
。
畠
を
感
性
的
と
解
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
古
代
や
中
世
の
美
的
立
場
は
、
直
観
的
な
る
立

　
　
場
で
あ
り
な
が
ら
な
お
超
感
性
的
も
し
は
反
感
憔
的
と
呼
ぶ
に
あ
た
い
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
換
書
す

　
　
れ
ば
、
古
代
の
場
合
も
中
世
の
場
合
も
、
た
と
え
ば
視
覚
芸
術
と
し
て
の
姜
術
の
原
理
で
あ
る
（
美
的
）
視
覚
性
は
、
そ
れ
自
体
の
内
部

　
　
に
そ
れ
ぞ
れ
の
超
越
へ
の
道
を
宿
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
超
越
を
追
求
す
る
仕
方
が
、
感
性
的
な
自
然
暦

　
　
象
と
の
宥
和
的
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
拒
否
的
な
関
係
に
あ
っ
た
か
の
絹
違
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の



先
例
に
な
ら
っ
て
一
方
を
内
在
の
立
場
、
他
方
を
超
越
の
立
場
と
評
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
内
在
の
立
場
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
知
覚
内
在
の
立
場
で
は
な
く
て
超
越
の
聞
題
を
含
ん
で
お
り
、
超
越
の
立
場
と
い
っ
て
も
、
宗
教
的
も
し
く

は
哲
学
的
超
越
の
立
場
で
は
な
く
て
、
美
的
内
在
の
場
所
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
観
的
に
戴

別
で
き
る
内
在
・
超
越
の
問
題
と
は
別
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
術
を
可
能
な
ら
し
め
た
視
覚
性
そ
の
も
の
の

内
部
に
内
在
・
超
越
の
問
題
が
ひ
そ
む
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
む
し
ろ
、
語
原
的
に
「
蝕
ω
夢
α
。
。
富
的
」
を
意
味
し
て
、
一
見
、
知
覚
内

在
の
立
場
と
見
ま
が
う
「
美
的
」
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
常
に
何
ら
か
の
知
覚
超
越
へ
の
道
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
如

何
な
る
種
類
の
超
越
を
ど
の
よ
う
に
し
て
追
求
す
る
か
に
よ
っ
て
、
種
々
な
る
芸
術
史
的
類
型
が
区
別
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
そ
の
超
越
は
、
形
挙
上
学
老
が
思
辮
的
に
掘
捉
し
ょ
う
と
し
、
宗
教
家
が
信
仰
の
う
ち
に
帰
入
し
ょ
う
と
す
る
超
越
と
、
お
そ
ら

く
は
別
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
芸
術
家
は
、
作
贔
の
美
の
中
に
こ
れ
を
表
象
的
に
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
美

を
見
出
し
芸
衛
を
欄
作
す
る
美
的
表
象
作
用
（
視
覚
作
用
も
そ
の
一
つ
の
場
合
で
あ
る
）
は
、
特
定
の
世
界
観
に
基
づ
き
独
自
の
超
越
を

背
負
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
が
、
自
己
の
本
来
的
な
生
を
美
的
形
成
的
に
自
覚
す
る
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
拙
著
『
美
学
』
参
照
）
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
に
再
び
触
れ
る
機
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

三

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
、
近
働
に
入
る
と
、
芸
衝
は
神
的
超
越
へ
の
隷
属
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
人
間
の
創
造
的
な
作
用
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
な
る
。
そ
れ
を
麦
え
る
二
本
の
柱
と
し
て
、
あ
ら
た
に
、
規
準
を
授
け
る
対
象
と
し
て
の
自
然
の
意
義
と
、
そ
れ
を
受
け
と
る
感
性
（
p
学

　
　
ω
窪
α
獣
ω
）
　
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
の
遠
近
法
理
論
の
出
現
と
い
う
事
実
が
、
端
的
に
こ
の
こ
と
を
物
語
る
（
遠
近
法

　
　
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
』
参
照
）
。
自
然
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
直
接
的
に
は
、
知
覚
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の

　
　
で
あ
り
、
影
写
の
感
性
は
、
先
ず
所
与
の
自
然
対
象
に
対
す
る
知
覚
作
用
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
本
の
柱
は
、
実
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は
同
一
の
事
柄
の
二
面
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
換
書
す
れ
ば
、
主
観
・
客
観
の
関
係
そ
れ
自
体
の
内
部
に
、
あ
ら
た
に

　
　
芸
術
の
座
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
や
が
て
近
世
の
美
学
が
体
系
を
整
え
る
と
き
、
た
と
え
ば
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が

　
　
》
①
。
。
三
舞
8
㊤
の
名
を
も
っ
て
こ
れ
を
提
唱
し
、
　
カ
ン
ト
が
「
判
断
力
批
判
」
と
い
う
形
で
独
自
の
美
学
を
展
開
し
た
の
も
、
　
ル
ネ
サ
ン

　
　
ス
以
来
の
芸
術
の
動
向
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
近
世
美
術
に
お
け
る
自
然
へ
の
注
醤
と
い
う
こ
と
は
、
早
く
か
ら
現
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ッ
ト
ォ
の
教
え
を
祖
述
し
た
と
覚
し
い
O
？

　
　
勝
巳
切
o
O
①
p
既
巳
は
“
》
H
躍
酵
。
畠
①
目
、
跨
溝
。
、
．
（
国
捧
α
q
．
↓
り
ξ
頴
Φ
霞
ぎ
警
効
β
白
点
．
H
）
　
の
中
で
、
美
術
の
最
上
か
つ
完
全
な
典
拠
と
し

　
　
て
の
自
然
模
倣
と
い
う
こ
と
を
唱
え
て
お
り
、
＜
器
節
甑
は
、
そ
の
美
術
家
伝
の
第
一
巻
に
、
自
然
を
美
術
の
母
と
呼
ん
で
、
美
術
評
論

　
　
の
一
つ
の
重
要
な
規
準
と
し
て
い
る
。
確
か
に
ジ
ョ
ッ
ト
ォ
の
作
風
に
は
、
中
世
的
な
観
念
主
義
か
ら
の
解
放
の
努
力
が
顕
著
で
あ
る
し
、

　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
竃
匠
た
ち
の
作
晶
に
は
、
自
然
主
義
的
地
盤
が
蔽
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
も
そ
の
自
然
が
、
視
覚
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら

　
　
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
古
代
的
な
自
然
の
再
認
識
と
い
う
こ
と
と
、
感
性

　
　
の
復
権
と
い
う
こ
と
と
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
の
重
要
な
特
色
の
両
面
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
内
在
の
側
が
重
視
さ
れ
て
い

　
　
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
も
超
越
の
聞
題
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
超
越
は
、
中
世
の
場
合
の
よ
う
に
、
内
在
と

　
　
の
拒
否
的
な
断
絶
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
内
在
を
内
に
超
え
て
求
め
ら
れ
た
と
も
い
う
べ
く
、
そ
の
限
り
に
お

　
　
い
て
は
、
中
世
を
超
越
の
立
場
と
い
う
な
ら
ば
、
古
代
を
内
在
の
立
場
と
も
呼
べ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
近
世
に

　
　
お
け
る
内
在
の
重
視
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
の
復
活
と
い
う
一
面
を
有
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
中
世
を
深
く
歩
ん
で

　
　
開
花
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
の
自
然
主
義
が
古
代
の
自
然
主
義
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
よ
う
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
子
と
も
い
う
べ
き
近
世
の
内

　
　
在
も
、
い
わ
ゆ
る
中
豊
的
超
越
に
向
っ
て
一
旦
は
眼
を
古
い
た
こ
と
の
あ
る
内
在
で
あ
る
。
近
世
の
美
術
は
、
外
界
を
事
実
あ
る
が
ま
ま

　
　
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
、
現
実
を
超
え
て
あ
る
べ
き
姿
に
お
い
て
爾
こ
う
と
す
る
意
志
と
の
対
立
を
、
最
初
か
ら
強
く
自
覚
し
て
、



　
　
こ
れ
を
新
し
い
視
覚
性
の
内
部
に
統
一
す
る
こ
と
に
向
っ
て
出
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
を
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ

　
　
て
調
整
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
の
作
風
を
決
定
し
た
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
ギ
ベ
ル
テ
ィ
は
、
ジ
ョ
ッ
ト
ォ
を
批

　
　
評
し
て
、
自
然
的
美
術
（
螢
N
汁
①
　
】
P
鋤
叶
煽
周
獅
一
①
）
と
優
雅
（
鈎
窪
匹
9
鎚
）
と
を
適
度
に
結
隣
し
た
人
と
述
べ
て
い
る
（
O
窯
ぴ
Φ
嵐
“
H
O
。
奪

　
　
琶
①
黒
鴛
F
貯
。
。
α
Q
．
〈
o
ロ
ω
。
｝
臨
8
器
目
ω
．
。
。
①
）
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
術
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
遠
近
法
理
論
や
比
例
理
論
な
ど
も
、

　
　
こ
の
調
整
を
園
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
視
覚
の
対
象
と
し
て
の
自
然
に
関

　
　
す
る
理
論
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
、
美
術
を
個
々
の
自
然
対
象
の
有
す
る
偶
然
的
な
燗
性
の
再
現
た
る
に
と
ど
め
ず
、
む
し
ろ

　
　
美
術
の
た
め
に
、
自
然
を
超
え
た
何
ら
か
の
必
然
的
な
法
則
性
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
汲
み
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
　
自
然
へ
の
注
視
を
怠
ら
な
い
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
家
た
ち
の
口
か
ら
、
　
し
ば
し
ば
イ
デ
ア
と
い
う
奮
葉
が
聴
か
れ
る
の
も
　
（
く
α
q
ピ
℃
餌
8
や

　
　
ω
ξ
”
鑓
紹
）
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
イ
デ
ア
は
、
可
視
的
な
自
然
を
拒
否
し
た
叡
知
的
態
度
の
中
か
ら
葱
ま
れ
る
も
の

　
　
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
自
然
と
の
宥
母
数
態
度
、
自
然
に
対
す
る
視
覚
的
な
か
か
わ
り
の
内
部
に
見
開
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が

　
　
常
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
美
の
イ
デ
ア
は
、
肖
然
か
ら
由
来
し
、
し
か
も
そ
の
起
源
と
な
る
べ
き
も
の
（
じ
d
Φ
囲
δ
識
“
＜
ぎ
儒
魚
覧
馨
。
は
簿
ρ

　
　
国
画
．
ド
G
。
譲
歴
G
。
）
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
家
た
ち
の
重
ん
じ
た
素
描
（
駐
£
8
）
が
そ
の
内
に
潜
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
　
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
い
わ
ば
永
遠
の
相
に
お
け
る
自
然
、
あ
る
い
は
自
然
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
鑓
臥
。
と
も
い
う
べ
く
、
従
っ
て
当

　
　
然
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
主
義
は
、
そ
の
内
部
に
理
想
主
義
や
含
理
主
義
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
自
然
と
イ
デ
ア
（
理
念
）
と
の
合
致
と
い
う
こ
と
は
、
概
念
的
に
は
一
つ
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
　
イ
デ
ア
は
、
自
然
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
、
美
術
の
可
能
性
は
、
一
に

　
　
か
か
っ
て
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
独
自
の
芸
術
的
作
用
が
想
定
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ

　
　
し
て
彼
ら
が
、
か
の
遠
近
法
原
理
を
中
核
と
す
る
視
覚
作
用
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る
解
決
の
試
み
で

　
　
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
は
、
人
間
に
向
っ
て
絹
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
念
化
さ
れ
、
イ
デ
ア
は
可
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186　
　
視
的
な
外
界
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
、
か
か
る
機
能
を
通
じ
て
、
自
然
と
イ
デ
ア
の
一
見
矛
盾
と
も
考
え
ら

　
　
れ
る
合
致
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
を
地
盤
と
し
て
独
特
の
美
術
の
世
界
を
開
饗
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
側
か
ら
見
れ
ば
自
然

　
　
の
超
越
化
を
意
味
し
、
イ
デ
ア
の
側
か
ら
見
れ
ば
イ
デ
ア
の
内
在
化
を
意
味
す
る
と
理
解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
ル
ネ
サ
ン
ス
人
に
よ
れ
ば
、

　
　
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
視
覚
作
用
、
即
ち
自
然
を
見
る
こ
と
の
う
ち
に
イ
デ
ア
を
開
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
視
覚
作
用
が
、
始
め
て
造

　
　
形
芸
術
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
視
覚
作
粥
は
、
少
な
く
と
も
第
一
次
的
に
は
、
ヌ
ー
ス
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
よ
り
も
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
的
な
は
た
ら

　
　
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
時
期
に
入
っ
て
、
そ
の
境
地
が
と
き
に
は
精
神
化
し
、
い
わ
ば
中
世
化
の
一
面
を
呈
す
る
よ

　
　
う
な
場
舎
に
も
、
そ
れ
は
感
性
的
な
造
形
手
段
を
つ
く
す
こ
と
を
通
じ
て
求
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
中
世
の
美
学
に
対
し
て
、
近

　
　
世
の
美
学
が
、
感
性
の
復
権
を
も
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
の
も
こ
の
故
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
芸
術
観
を
う
け
て
、
近
世
の
美
学
的

　
　
反
省
が
始
め
ら
れ
た
と
き
、
美
的
も
し
く
は
芸
術
的
作
用
の
特
色
を
代
表
す
る
感
性
の
作
用
は
、
と
き
に
は
独
特
の
感
情
（
ω
①
開
胸
ヨ
①
ヨ
）

　
　
的
体
験
や
（
た
と
え
ば
O
償
び
。
ω
の
場
合
）
建
前
模
倣
説
的
な
知
覚
的
体
験
と
し
て
説
明
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
た
と
え
ば
し
d
讐
8
β
鋼
の

　
　
場
合
）
。
け
れ
ど
も
な
お
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
感
情
的
体
験
は
、
や
が
て
い
わ
ゆ
る
9
。
跡
巴
。
α
q
。
欝
舜
帥
δ
巳
ω
と
し
て
の
価
儘
判
断

　
　
的
機
能
を
含
む
方
向
へ
解
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
し
、
そ
の
知
覚
的
俸
験
は
、
た
ん
な
る
自
然
模
写
の
域
を
超
え
て
イ
デ
ア
的
な

　
　
も
の
へ
の
可
能
性
を
含
む
も
の
と
し
て
説
朗
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
美
的
も
し
く
は
芸
術
的
作
用
の
普
遍
的
原

　
　
理
の
可
能
性
、
従
っ
て
ま
た
美
学
の
可
能
性
は
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
的
性
格
と
イ
デ
ア
的
性
格
の
調
節
に
依
存
し
て
考
慮
さ
れ
始
め
た
と

　
　
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
》
霧
荘
小
器
曽
の
名
に
お
い
て
近
世
美
学
の
体
系
を
創
設
し
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
美
を
定
義
し
て
「
現
象

　
　
的
完
全
性
」
（
℃
①
減
①
o
繍
。
℃
『
器
質
○
睡
Φ
ロ
。
昌
i
ご
窯
簿
署
ξ
ω
♂
拶
、
．
）
と
か
「
感
性
的
認
識
の
完
全
性
」
（
℃
①
鳳
Φ
o
江
o
o
O
㈹
鉱
甑
。
蝕
ω
。
。
①
器
巻
く
器

　
　
一
ご
諺
Φ
ω
野
象
8
．
、
）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
多
少
こ
と
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
指
摘
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
　
美
の
本
質
を
、
現
象
約
も
し
く
は
感
性
的
性
格
と
理
念
的
性
格
と
の
統
一
と
し
て
特
色
づ
け
、
そ
こ
か
ら
芸
術
の
問
題
に
も
論
及
し
よ
う



と
し
た
意
図
は
濁
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
完
全
性
は
、
多
様
性
に
お
け
る
統
一
性
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
真
や
善
の
実
体

を
な
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
と
美
と
の
賦
劉
は
、
同
じ
理
念
的
内
容
が
、
感
性
的
と
い
う
異
な
る
形
式
に
お
い
て

捉
え
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
視
点
を
か
え
て
い
え
ば
、
感
性
的
内
在
の
立
場
か
ら
超
越
を
展
望
す
る
は
た
ら
き
と

し
て
の
美
的
作
用
の
意
味
づ
け
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

　
　
　
一
般
に
、
芸
術
制
作
が
そ
れ
を
求
め
、
厳
密
な
意
味
で
の
対
象
と
す
る
も
の
は
、
決
し
て
芸
術
家
の
意
識
内
在
と
し
て
把
握
し
つ
く
さ

　
　
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
超
越
的
な
る
も
の
と
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
の
が
常
で
あ
る
。
普
通

　
　
に
描
写
的
芸
術
（
餌
鍵
ω
8
躍
①
欝
山
Φ
営
為
鐵
斡
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
こ
ん
に
ち
の
い
わ
ゆ
る
無
対
象
的
（
偉
。
α
q
の
σ
q
Φ
p
ω
鼠
金
色
搾
F

　
　
u
o
等
。
げ
器
。
鋤
く
①
）
も
し
く
は
非
具
象
的
（
⇔
o
守
訪
σ
q
霞
象
ぞ
①
）
美
術
と
対
置
さ
れ
る
対
象
的
も
し
く
は
具
象
的
美
術
の
場
合
に
、
あ
た
か

　
　
も
自
然
が
そ
の
ま
ま
芸
術
の
対
象
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
精
密
に
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

　
　
正
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ス
ト
ゥ
ル
ム
フ
ェ
ル
ス
も
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
（
ω
巳
§
凌
ω
”
○
凄
鼠
箕
。
ぴ
一
Φ
諺
①
鮎
鶏
口
蚕
糞
誉
ψ
嶺

　
　
融
．
）
、
一
般
に
対
象
と
は
、
一
定
の
秩
序
づ
け
（
9
曾
琶
σ
q
）
の
中
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
こ
の
秩
序
づ
け
か
ら
自
己
の
規
定

　
　
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
定
の
秩
序
づ
け
を
離
れ
て
対
象
は
存
在
し
得
な
い
が
、
人
闘
の
精
神
活
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

　
　
の
秩
序
づ
け
に
お
い
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
秩
序
づ
け
の
中
に
見
出
さ
れ
る
対
象
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る

　
　
こ
と
と
な
る
。
自
然
の
対
象
や
道
徳
の
対
象
も
、
そ
れ
ぞ
れ
溺
の
秩
序
づ
け
に
属
し
、
芸
術
の
対
象
も
、
闘
有
の
形
態
を
形
成
す
る
独
特

　
　
の
秩
序
づ
け
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
の
海
象
や
道
徳
の
対
象
と
は
別
種
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
秩
序
づ
け
が
自
己
の
対
象
を
産
出
す
る
法
鋼
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
日
脚
の
椅
子
は
、
自
然
の
秩
序
づ
け
の
下
に
お

　
　
か
れ
て
自
然
経
験
の
対
象
と
も
な
れ
ば
、
実
用
性
の
秩
序
づ
け
の
下
に
お
か
れ
て
有
用
な
家
具
と
し
て
の
評
価
対
象
と
も
な
り
、
道
徳
的

脚　
　
　
　
　
　
芸
術
制
作
に
お
け
る
内
在
・
超
越
の
閾
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
臨
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20
6
　
な
秩
序
づ
け
の
下
に
お
か
れ
て
実
践
的
行
為
の
対
象
と
も
な
れ
ば
、
美
的
観
照
の
秩
序
づ
け
の
下
に
お
か
れ
て
美
的
評
価
の
対
象
と
も
な

　
　
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
的
意
味
は
全
く
鯛
も
の
と
も
い
え
ぬ
が
、
し
か
し
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
ろ
も
ろ
の
秩
序
づ
け

　
　
は
、
相
互
に
全
く
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
つ
の
秩
序
づ
け
は
、
他
の
秩
序
づ
け
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
対
象
的
性
格
を
自
己

　
　
の
内
に
包
み
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
紺
象
を
本
質
的
に
特
色
づ
け
る
も
の
は
、
そ
の
一
つ
の
秩
序
づ
け
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
芸

　
　
術
の
対
象
と
し
て
の
椅
子
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
対
象
可
能
性
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
椅
子
を
正
に
芸
術

　
　
の
対
象
と
し
て
規
定
す
る
も
の
は
、
美
的
・
芸
術
的
体
験
の
秩
序
づ
け
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
が
〃
黄
色
い
椅
子
”
を
描
い
た
と
き
、
彼
の
糊

　
　
作
の
対
象
と
な
っ
た
椅
子
は
、
彼
の
美
的
・
芸
術
的
態
度
の
秩
序
づ
け
の
中
に
産
出
さ
れ
た
椅
子
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
絵
が
わ
れ
わ
れ

　
　
に
訴
え
る
も
の
は
、
た
ん
な
る
自
然
対
象
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
実
用
的
家
具
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
絵
画
的
形
式

　
　
と
し
て
表
現
さ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
そ
の
人
の
爾
家
的
心
意
の
動
向
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
自
然
の
対
象
的
性
格
や
実
用
の
対
象
的
性
格
な
ど
、

　
　
凡
そ
一
切
の
対
象
的
性
格
は
、
こ
の
絵
の
中
に
お
い
て
は
す
べ
て
止
揚
さ
れ
、
絵
爾
的
形
式
に
お
い
て
現
わ
れ
た
芸
術
的
対
象
の
申
に
姿

　
　
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
要
す
る
に
、
芸
術
の
対
象
と
は
、
芸
術
的
作
用
の
向
い
側
に
対
立
的
に
存
在
す
る
客
体
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
芸
術
的
作
用
の
内
に
、

　
　
あ
た
か
も
客
体
的
な
る
も
の
の
ご
と
く
に
駈
出
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
然
の
対
象
が
、
必
ず
し
も
そ

　
　
の
ま
ま
芸
術
の
紺
象
と
な
る
と
は
い
え
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。
自
然
を
紺
象
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
芸
術
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
自
然
対

　
　
象
は
、
た
と
え
芸
術
制
作
の
動
機
や
場
所
や
素
材
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
芸
術
潮
雲
の
対
象
や
規
準
と
な
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
。
こ
の
故
に
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自
然
模
倣
や
現
実
再
現
を
も
っ
て
腹
ち
に
芸
衛
の
課
題
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

　
　
自
然
を
見
る
こ
と
を
場
所
と
し
て
成
立
す
る
芸
術
舗
作
の
場
合
に
も
、
作
意
の
ま
な
ざ
し
は
自
然
を
超
え
て
存
す
る
も
の
に
向
わ
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
な
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
自
然
の
注
目
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
そ
こ
で
美
術
の
対
象
と

　
　
い
う
べ
き
も
の
は
、
自
然
空
間
の
中
に
存
在
す
る
自
然
対
象
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
自
然
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
視
覚
的
・



　
　
遠
近
法
的
空
間
の
中
に
見
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
方
法
を
通
じ
て
い
わ
ば
理
念
化
さ
れ
た
自
然
の
美
的
表
象
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。

　
　
　
自
然
に
動
機
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
超
越
の
方
向
に
向
っ
て
厳
し
く
こ
れ
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
棄
洋
の
芸
術
観
に
お
い
て
特

　
　
に
顕
著
な
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
服
部
土
芳
の
『
あ
か
さ
う
し
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
意
味
の
言
葉
が
あ
る
。
　
「
師
の
い

　
　
は
く
、
乾
坤
の
変
は
風
雅
の
た
ね
な
り
。
静
か
な
る
も
の
は
不
変
の
姿
な
り
。
動
け
る
も
の
は
変
な
り
。
時
と
し
て
と
め
ざ
れ
ば
と
ど
ま

　
　
ら
ず
。
と
ま
る
と
い
ふ
は
、
見
と
め
聞
き
と
む
る
な
り
。
飛
花
落
葉
の
散
り
乱
る
も
、
そ
の
な
か
に
し
て
見
と
め
聞
き
と
め
ざ
れ
ば
、
お

　
　
さ
ま
り
て
は
そ
の
活
き
た
る
も
の
消
え
て
跡
な
し
。
ま
た
い
は
く
、
物
の
見
え
た
る
光
、
い
ま
だ
心
に
消
え
ざ
る
う
ち
に
い
ひ
と
む
べ
し
。

　
　
ま
た
い
は
く
、
趣
向
を
句
の
ふ
り
に
出
す
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
こ
れ
み
な
そ
の
境
に
入
り
、
そ
の
物
の
さ
め
ざ
る
う
ち
に
取
り
て
姿
を
究

　
　
む
る
教
へ
な
り
。
句
作
り
に
な
る
と
す
る
と
あ
り
。
内
を
つ
ね
に
つ
と
め
て
物
に
応
ず
れ
ば
、
そ
の
心
の
色
、
句
と
な
る
。
内
を
つ
ね
に

　
　
つ
と
め
ざ
る
も
の
は
、
な
ら
ざ
る
故
に
、
私
意
に
か
け
て
す
る
な
り
」
。
ま
た
次
の
よ
う
な
言
葉
も
あ
る
。
「
松
の
事
は
松
に
習
へ
、
竹
の

　
　
事
は
竹
に
習
へ
と
、
師
の
詞
の
あ
り
し
も
、
私
意
を
離
れ
よ
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
こ
の
習
へ
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
お
の
が
ま
ま
に
取
り
て
、

　
　
つ
ひ
に
習
は
ざ
る
な
り
。
習
へ
と
い
ふ
は
、
物
に
入
り
て
そ
の
微
の
あ
ら
は
れ
て
情
感
ず
る
や
句
と
な
る
と
こ
ろ
な
り
。
た
と
へ
物
あ
ら

　
　
は
に
い
ひ
出
で
て
も
、
そ
の
場
よ
り
自
然
に
出
ず
る
情
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
物
と
我
二
つ
に
な
り
て
、
そ
の
情
、
誠
に
至
ら
ず
、
私
意
の
な

　
　
す
作
意
な
り
」
。
こ
こ
で
は
、
花
鳥
風
月
を
友
と
す
る
俳
優
の
道
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
究
極
の
課
題
は
、
変
転
き
わ
ま
り
な
い
物
象
の

　
　
現
象
を
追
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
変
転
の
底
に
ひ
そ
む
動
か
な
い
も
の
、
い
う
な
ら
ば
物
象
の
永
遠
な
る
真
実
の
追

　
　
求
に
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
俳
人
は
「
内
を
つ
と
め
」
「
物
に
応
じ
」
「
情

　
　
を
感
じ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
記
す
れ
ば
、
内
在
の
境
地
を
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
い
た
ず
ら
に
私
意
を

　
　
も
て
あ
そ
ぶ
の
で
も
な
け
れ
ば
、
外
界
の
触
発
に
身
を
委
ね
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
物
と
我
の
未
だ
分
化
し
な
い
根
源
の
境
地
に
生
き

　
　
こ
ん
で
、
現
象
を
超
え
た
「
物
の
光
」
や
「
物
の
微
」
が
み
ず
か
ら
を
開
き
示
す
こ
と
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
内
を
き
わ
め
る
の
で
あ
ら

働　
　
　
　
　
　
芸
術
翻
作
に
お
け
る
内
在
・
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
思
想
が
、
中
国
の
古
い
画
論
に
も
う
か
が
え
る
芸
術
観
の
系
譜
に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
一
二
の
実
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
古
い
中
国
に
お
い
て
、
絵
画
は
霞
然
の
性
よ
り
肇
ま
り
造
化
と
そ
の
作
用
を
岡
じ
く
す
る
に
至

　
　
っ
て
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
た
り
（
王
維
・
山
水
訣
）
、
「
画
は
天
然
に
発
し
述
作
に
由
る
に
雰
ず
」
（
張
彦
遠
・
歴
代
名
⑳
記
）
な
ど
と
語
ら

　
　
れ
、
後
に
は
「
画
は
天
地
の
至
ら
ざ
る
を
窮
め
、
日
月
の
照
ら
さ
ざ
る
を
顕
は
す
、
繊
毛
の
筆
を
揮
っ
て
万
類
を
心
中
よ
り
展
べ
、
方
寸

　
　
の
能
力
を
も
っ
て
よ
く
千
里
を
も
掌
に
在
ら
し
む
る
、
即
ち
筆
は
造
化
を
移
す
と
も
い
う
べ
き
か
」
（
韓
拙
・
山
水
純
全
集
）
と
述
べ
ら
れ

　
　
て
い
る
。
明
ら
か
に
絵
函
は
、
造
ら
れ
た
自
然
、
現
象
的
自
然
の
描
写
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
造
化
の
淵
源
に
さ
か
の
ぼ

　
　
っ
て
、
い
わ
ば
根
源
的
自
然
に
歪
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
絵
醗
が
始
ま
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
現
象
的
自
然
の
描
写
と
し

　
　
て
の
色
や
形
の
問
題
よ
り
も
、
　
「
意
」
の
表
現
と
し
て
の
用
筆
・
用
墨
の
問
題
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
り
、
現
象
的
自
然
の
固
窟

　
　
色
や
立
体
性
を
超
越
し
て
、
墨
＝
色
の
簡
潔
な
二
線
に
還
元
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
機
づ
け

　
　
ら
れ
た
絵
画
で
あ
る
か
ら
、
広
物
象
形
や
随
類
精
彩
と
い
う
こ
と
も
闇
題
に
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
。
し
か
し
「
伝
神
し
が
目
標
と
な
る
と

　
　
き
に
は
気
韻
生
動
を
も
っ
て
第
一
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
奪
ら
形
似
を
事
と
す
る
の
は
、
　
「
衆
工
」
の
技
に
過
ぎ
ぬ
と
卑
し
め
ら
れ
も

　
　
し
た
（
日
影
・
國
継
）
。
こ
の
よ
う
な
精
神
主
義
的
動
向
が
、
自
然
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
お
の
ず
か
ら
独
特
の
抽
象
性
を
示
す
に
至
っ
た

　
　
の
も
、
あ
え
て
怪
し
む
に
は
足
ら
な
い
。

　
　
　
ひ
る
が
え
っ
て
現
代
の
抽
象
絵
画
は
、
す
で
に
約
半
世
紀
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
画
家
の
主
張
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
が
、
ス
ゥ

　
　
フ
ォ
ル
は
こ
れ
を
定
義
し
て
「
人
間
生
活
の
環
境
を
構
成
す
る
客
観
的
な
レ
ア
リ
テ
を
認
め
ら
れ
な
い
絵
画
、
換
言
す
れ
ば
、
感
覚
的
な

　
　
レ
ア
リ
テ
を
欠
く
た
め
に
、
絵
画
を
絵
画
自
［
体
と
し
て
熟
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
再
現
と
は
無
関
係
の
諸
緬
値
に
よ
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
い
絵
画
」
（
ω
窪
筈
。
ご
U
蒼
δ
露
p
。
冒
①
鮎
。
押
角
ぎ
盛
話
柄
翠
霞
藁
①
”
や
。
。
）
と
説
明
し
、
リ
ュ
ッ
ツ
ェ
ラ
ー
も
大
体
同
様
の
見
地
に
立
っ
て
、

　
　
「
抽
象
絵
画
に
は
格
別
の
レ
ア
リ
テ
…
ト
を
認
知
で
き
な
い
か
ら
、
絵
画
を
た
だ
そ
の
も
の
と
し
て
眺
め
る
ほ
か
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ



　
　
の
覇
定
基
準
を
レ
ア
リ
テ
…
ト
の
知
覚
や
表
象
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
専
ら
形
と
色
に
よ
る
構
成
に
顧
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
ピ
簿
N
Φ
－

　
　
曾
”
》
ぴ
。
。
嘗
鉢
8
鷺
・
。
膨
魚
。
り
。
δ
｛
’
）
と
述
べ
て
い
る
。
－
十
九
世
紀
以
来
の
西
洋
絵
画
史
が
し
だ
い
に
抽
象
絵
画
に
傾
斜
し
て
い
く

　
　
過
程
や
、
抽
象
絵
画
に
対
置
さ
れ
る
具
象
絵
園
と
い
え
ど
も
、
果
し
て
単
純
な
現
実
再
現
に
満
足
し
て
い
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

　
　
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
追
究
は
し
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
代
表
的
な
定
義
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
抽
象
的
な
色
と
形
の
問
題
が
、
た
ん

　
　
な
る
感
性
的
な
造
形
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
一
瞥
を
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
い
わ
ゆ
る
抽
象
絵
画
は
、
原
則
的
に
自
然
描
写
と
は
無
縁
で
あ
る
。
従
っ
て
、
綱
作
の
上
か
ら
も
観
照
の
上
か
ら
も
、
描
写
さ
れ
た
自

　
　
然
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ
を
問
う
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
野
面
の
う
え
に
見
ら
れ
る
色
と
形
そ
の
も
の

　
　
の
発
言
に
耳
を
傾
け
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
無
樹
象
の
絵
画
に
お
い
て
も
、
画
面
上
の
可
視
的
な
も
の
と
、
非
可
視
的

　
　
な
意
味
と
の
合
致
が
可
能
で
あ
る
」
こ
と
は
、
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ヤ
ー
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
ω
①
＆
ヨ
麸
畳
U
δ
凶
。
＜
9
鋒
一
〇
ロ
鎚
霞

　
　
旨
鼠
の
導
露
丙
§
ω
許
ψ
。
。
H
ご
。
多
く
の
抽
象
画
家
た
ち
は
、
そ
の
造
形
作
用
の
原
理
が
、
外
部
的
動
機
や
感
覚
的
要
因
に
基
づ
く
も
の
で

　
　
は
な
く
、
む
し
ろ
「
精
神
的
な
内
的
必
然
性
」
（
麟
霞
陰
萎
ξ
韓
d
ぴ
2
紆
。
。
O
魚
ω
蔚
Φ
富
山
巽
開
舅
。
。
け
）
に
導
か
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

　
　
確
か
に
抽
象
絵
画
は
、
あ
ら
ゆ
る
再
現
的
拘
束
か
ら
絵
画
を
解
放
し
て
、
こ
れ
を
純
粋
な
色
と
形
に
よ
る
造
形
に
お
も
む
か
し
め
よ
う
と

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
常
に
感
性
的
視
覚
の
次
元
を
超
え
た
も
の
の
は
た
ら
き
が
前
提
と
さ
れ
る
。
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
抽

　
　
象
絵
画
を
「
未
知
な
る
も
の
を
可
視
的
に
す
る
芸
術
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
画
家
は
、
具
象
的
絵
画
の
場
合
の
よ
う

　
　
な
、
主
観
・
客
観
の
関
係
の
立
場
を
去
り
、
個
人
的
意
識
の
立
場
を
超
え
て
、
そ
れ
自
体
は
無
差
別
で
あ
る
が
そ
こ
か
ら
一
切
の
差
別
が

　
　
う
ま
れ
る
東
洋
的
な
審
ω
轡
Φ
興
㊦
の
概
念
に
も
匹
敵
す
る
自
己
の
鼠
鋒
①
を
信
頼
し
、
そ
れ
の
ヴ
ィ
ジ
ォ
ン
に
手
び
き
さ
れ
て
、
い
わ

　
　
ゆ
る
未
知
な
る
も
の
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
た
。
そ
の
結
果
、
対
象
的
・
具
象
的
描
写
の
不
自
由
に
ひ
き
か
え
、
無
対
象
的
．

　
　
抽
象
的
な
絵
画
表
現
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
界
に
も
比
較
さ
る
べ
き
広
大
無
辺
の
境
地
を
自
由
に
飛
翔
し
て
、
「
超
越
的
な
る
も
の
」
、

　
　
「
形
而
上
的
な
る
も
の
」
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
b
σ
寒
冬
①
臨
Φ
畳
U
器
¢
暮
窪
鋤
馨
8
ヨ
鎌
2
機
岩
8
ψ
誤
》
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罵
9
8
0
塗
）
。
　
こ
こ
に
は
多
分
に
作
家
的
な
口
吻
が
う
か
が
わ
れ
、
東
洋
的
な
芸
術
観
に
通
ず
る
も
の
も
感
ぜ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

　
　
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
代
抽
象
絵
画
の
少
な
く
と
も
＝
臓
の
重
要
な
精
神
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
抽
象
絵
画
の
色
と

　
　
形
を
見
出
す
美
的
視
覚
（
感
性
的
視
覚
で
は
な
く
）
が
、
独
特
の
仕
方
に
お
い
て
、
直
接
に
（
自
然
を
見
る
こ
と
を
媒
介
と
し
て
で
は
な

　
　
く
）
独
自
の
超
越
に
歪
ろ
う
と
す
る
意
志
を
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
各
種
の
芸
術
観
に
基
づ
い
て
い
と
な
ま
れ
る
芸
術
綱
作
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
超
越
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含

ん
で
い
る
事
実
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
芸
術
が
芸
術
家
の
意
識
的
・
内
在
的
な
制
作
活
動
に
よ
っ
て
始
め
て
産
出
さ
れ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
普
通
に
美
的
・
直
観
的
な
性
格
を
も
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
綱
作
作
用
が
、
内
部
に
何
ら
か
の
超
越
へ
の
道
を
宿

し
て
い
る
こ
と
は
、
見
の
が
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
如
何
に
し
て
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
に
関
し
若
干
の
展
望
を
述
べ
て
、
本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
凡
そ
い
か
な
る
種
類
の
芸
術
作
晶
と
い
え
ど
も
、
必
ず
特
定
の
感
性
的
形
態
を
そ
な
え
て
制
作
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
描

写
的
芸
術
と
非
鐡
写
的
芸
術
の
区
別
に
拘
わ
ら
ず
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
具
象
的
・
抽
象
的
美
術
の
区
別
に
拘
わ
ら
な
い
。
芸
術
制
作
と
は
、

外
薦
的
に
見
れ
ば
、
何
ら
か
の
材
料
を
用
い
て
感
性
的
形
態
を
作
成
す
る
技
術
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
感
性
的
形
態

は
、
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
表
象
作
用
・
美
的
表
象
的
体
験
（
前
に
美
的
視
覚
な
ど
と
呼
ん
だ
も
の
は
勿

論
そ
の
一
つ
の
場
合
で
あ
る
）
の
中
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
形
成
作
用
は
、
当
然
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
規
準
に
基

づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
形
成
作
用
に
対
す
る
い
わ
ば
形
式
原
理
、
あ
る
い
は
芸
術
に
対
す
る
構
成
的
原

理
の
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
芸
術
制
作
は
、
こ
の
規
準
の
意
志
が
充
足
さ
れ
る
と
き
に
完
了
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
規

準
が
、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
表
象
作
用
そ
の
も
の
の
内
部
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
に
基



　
　
つ
く
一
二
術
の
形
成
作
用
は
特
に
自
律
的
と
い
わ
れ
る
。
自
然
の
紺
象
を
描
く
か
に
見
え
る
絵
画
の
場
合
に
も
、
そ
の
隠
構
の
規
準
は
、
画

　
　
家
の
向
い
側
に
存
在
す
る
自
然
対
象
の
形
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
内
部
に
見
出
さ
れ
て
い
く
何
も
の
か
で
あ
ら
ね
ば

　
　
な
ら
な
か
っ
た
し
、
建
築
や
工
芸
の
よ
う
に
、
特
定
の
機
能
性
に
麦
配
さ
れ
る
こ
と
の
強
い
場
合
に
も
、
そ
れ
の
芸
術
的
形
態
を
決
定
す

　
　
る
も
の
は
、
機
能
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
機
能
性
を
発
揮
す
る
物
体
に
向
っ
て
は
た
ら
く
（
美
的
）
視
覚
性
の
自
由
意
志
と
い
わ
ね
ば

　
　
な
ら
ず
、
ま
た
か
か
る
溝
造
を
も
っ
て
黒
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
兇
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
建
築
や
工
芸
の
芸
術
約
性
格
が
確
保

　
　
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
芸
術
的
な
形
成
作
用
の
内
部
に
は
た
ら
く
自
律
的
規
準
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
は

　
　
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
規
準
そ
れ
自
体
は
、
決
し
て
一
定
の
感
性
的
な
形
態
を
も
っ
て
は
姿
を
顕
わ
さ
な
い
。
制
作
者
に
と
っ
て
も
、

　
　
こ
の
規
準
は
、
外
部
か
ら
の
所
与
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
で
さ
え
も
あ
ら
か
じ
め
そ
の
全
貌
を
意
識
し
尽
し
て
、

　
　
然
る
の
ち
に
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
調
作
作
用
を
推
進
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
制
作
作
用
そ
の
も
の
の
内
部
に

　
　
お
け
る
欄
作
者
の
問
い
か
け
に
応
じ
て
、
い
わ
ば
象
徴
的
に
、
し
だ
い
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
筈
の
も
の
で
あ
り
、
観
照
者
に

　
　
と
っ
て
も
、
そ
れ
に
適
合
し
て
制
作
が
完
成
さ
れ
た
と
覚
し
き
作
品
の
感
性
的
形
態
に
対
す
る
美
的
観
照
作
用
を
通
じ
て
窺
知
し
得
る
に

　
　
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
規
準
は
、
作
品
の
感
性
的
形
態
に
よ
っ
て
「
代
表
し
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
て
も
、
そ
れ
自
体

　
　
は
い
わ
ば
一
つ
の
超
感
性
的
な
「
理
念
」
と
嵩
ば
る
べ
く
、
た
ん
な
る
．
感
性
的
知
覚
作
用
の
立
場
か
ら
溜
れ
ば
、
　
一
種
の
超
越
的
な
意
味

　
　
を
帯
び
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
理
念
は
、
た
と
え
ば
叡
知
的
手
続
に
よ
っ
て
求
め
ら
る
べ
き
理
性
理
念
や
、

　
　
宗
教
的
体
験
の
中
に
啓
示
さ
る
べ
き
超
越
者
と
は
ち
が
っ
て
、
専
ら
剃
作
作
用
、
換
書
す
れ
ば
美
的
表
象
作
用
の
内
部
に
求
め
ら
る
べ
き

　
　
も
の
、
従
っ
て
た
と
え
象
徴
的
に
で
は
あ
る
に
も
せ
よ
、
感
性
的
形
態
の
繋
縛
の
う
ち
に
し
か
把
捉
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

　
　
に
お
い
て
、
そ
れ
は
特
に
「
美
的
な
る
」
理
念
と
呼
ば
れ
る
に
あ
た
い
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
芸
術
空
話
が
自
律
的
で
あ
る
と
い
わ

　
　
れ
る
の
は
、
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
風
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
（
竃
。
畠
碧
⑦
誉
芝
9
溌
墨
津
Φ
囚
葭
露
岩
ω
．
ド
①
轡
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
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に
醐
有
な
る
美
的
表
象
作
用
の
内
部
に
産
出
さ
れ
る
美
的
理
念
を
「
構
成
的
」
原
理
と
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
と
な
ま
れ
る
場
合
な
の

で
あ
る
。

　
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
の
注
目
し
た
美
的
理
念
の
概
念
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
か
ら
来
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
芸
術
美
と
自
然
美
を
包
括
し
て
、

一
般
に
美
は
美
的
理
念
の
表
現
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
（
鋭
葺
捧
日
興
¢
笹
島
。
・
ξ
9
糞
吻
訟
）
。
カ
ン
ト
の
美
学
は
、
普
通
に
、
美
の
主
観

的
も
し
く
は
形
式
的
合
目
的
性
を
主
張
す
る
形
式
主
義
的
立
場
と
解
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
で
は
、
美
的
理
念
を
中
軸
と
す
呼

る
内
容
主
義
的
動
向
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。
天
才
の
創
造
性
の
聞
題
、
芸
術
の
分
類
の
問
題
、
諸
芸
術
の
価
値
比
較
の

問
題
な
ど
は
、
美
的
理
念
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
趣
味
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
周
囲
や
、
道
徳
的
善
の
象
徴
と
し
て
の
美
の
解

釈
な
ど
も
、
美
的
理
念
の
性
格
と
の
関
連
に
お
い
て
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
美
的
理
念
は
、
理
性
理
念
が
い
か
な
る
直

観
も
、
即
ち
構
想
力
の
表
象
も
、
そ
れ
に
適
合
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
で
あ
る
の
と
は
封
照
的
に
、
い
か
な
る
概
念
も
そ
れ
に
適
合

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
講
想
力
の
蓑
象
と
説
幽
さ
れ
て
い
る
（
㈱
お
）
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
概
念
で
も
な
け
れ
ば
、
対
象
の
表
象
に
過
ぎ
ぬ

も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
構
想
力
の
は
た
ら
き
の
内
部
に
見
出
さ
れ
る
内
的
直
観
で
あ
っ
て
、
経
験
の
限
界
を
超
え
た
超
感
性
的
な
る
も

の
に
立
向
う
一
種
の
理
念
な
の
で
あ
る
（
鵬
　
α
刈
v
　
》
⇔
目
p
．
　
H
）
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
才
能
」
と
し
て
の
天

才
は
（
姻
ホ
）
、
所
詮
は
美
的
理
念
の
能
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
芸
術
作
品
に
独
特
の
形
式
を
附
与
す
る
も
の
は
美
的
理
念
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
「
芸
術
作
晶
の
形
態
は
、
美
的
理
念
を
原
型
と
す
る
模
型
で
あ
る
」
（
鵬
留
）
と
も
考
え
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
美
的
理

念
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
美
学
に
と
っ
て
も
、
重
大
な
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
美
的
理
念
を
受
け
つ
ぎ
、
こ
れ
に
独
特
の
現
象
学
的
考
察
を
襲
え
て
発
展
さ
せ
た
。
　
「
美
的
理
念
は
、

制
作
す
る
芸
術
家
に
と
っ
て
は
規
制
的
（
お
σ
q
三
論
く
）
で
あ
ろ
う
と
も
、
芸
術
作
晶
に
と
っ
て
は
構
成
的
（
犀
。
霧
簿
黛
守
）
で
あ
る

（
○
。
遥
O
）
」
と
い
う
の
が
そ
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
が
、
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
は
、
芸
術
の
自
律
的
な
制
作
作
用
は
も
と
よ
り
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
趣
味
判
断
の
一
般
的
な
特
質
さ
え
も
が
、
美
的
理
念
を
究
極
的
な
原
理
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
。



　
　
し
か
し
な
が
ら
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
は
、
美
的
理
念
の
問
題
を
、
み
ず
か
ら
公
書
し
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
的
闇
題
と
し
て
採
り
あ
げ
よ
う
と

　
　
し
た
の
で
あ
っ
て
、
心
理
学
的
問
題
と
し
て
考
察
し
た
の
で
は
な
い
（
ω
．
b
⊃
b
O
剛
●
）
。
美
的
理
念
は
、
い
わ
ば
一
つ
の
方
法
的
原
理
で
あ
り
、

　
　
芸
術
的
経
験
的
な
現
象
の
形
成
作
耀
に
対
す
る
規
範
（
Z
o
周
ヨ
）
と
し
て
前
提
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
美
的
理
念
に

　
　
関
し
て
は
、
二
種
類
の
「
代
表
関
係
篇
（
刃
憩
贔
の
①
艮
蝕
8
）
が
留
意
さ
れ
て
い
る
。
一
は
、
作
品
の
芸
術
的
現
象
が
美
的
理
念
に
依
存

　
　
し
い
わ
ば
こ
れ
を
代
表
す
る
と
い
う
関
係
、
他
は
、
美
的
理
念
そ
れ
自
体
が
、
描
写
対
象
の
本
質
と
か
エ
イ
ド
ス
的
核
心
（
①
に
①
瓜
ω
9
巽

　
　
丙
Φ
露
）
な
ど
と
呼
ば
る
べ
き
よ
り
高
次
の
内
容
を
代
表
す
る
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
芸
術
作
品
の
感
性
的
形
態
に
と
っ
て
は
、
美

　
　
的
理
念
は
そ
の
構
成
的
原
理
・
形
式
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
内
容
で
あ
り
、
ま
た
美
的
理
念
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
エ
イ
ド
ス
的
核
心

　
　
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
「
意
味
す
る
」
　
（
鑓
Φ
一
鄭
⑩
切
）
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
画
家
が
昨
日
の
あ
る
時
刻
に
児
た
夕
陽
の
光
景
を
描
く
。
そ
こ
に
は
、
画
家
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
描
写
と
、
そ
れ
が

　
　
「
意
味
す
る
」
客
観
的
対
象
と
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
夕
陽
は
一
定
の
場
所
と
時
凋
の
関
係
に
お
け
る
物
的
現
象
に
拘
策
さ
れ

　
　
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
画
家
の
仕
事
は
、
そ
の
よ
う
な
個
別
的
拘
束
か
ら
理
念
的
内
包
を
解
放
し
て
、
あ
ら
た
に
こ
れ
を
一
定
の
材
料

　
　
や
技
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
新
し
い
個
別
的
な
象
徴
的
拘
束
に
も
ち
き
た
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
画
家
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
、

　
　
美
的
理
念
を
媒
介
と
し
て
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
産
出
さ
れ
た
新
し
い
個
別
的
所
与
性
は
、
美
的
理
念
を
形
式
原
理
と
し
て
形

　
　
成
さ
れ
た
感
性
的
所
与
性
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
部
に
は
、
美
的
理
念
が
意
味
し
代
表
す
る
理
念
的
内
包
に
対
す
る
指
向
関
係
が

　
　
表
明
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
理
念
的
内
包
そ
の
も
の
は
、
絶
対
的
な
純
粋
性
に
お
い
て
は
把
捉
さ
れ
ず
、
芸
術
作
品
は
、
い
わ
ば
象
徴

　
　
的
に
、
そ
れ
を
意
味
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
岡
一
の
夕
陽
と
い
う
紺
象
に
つ
い
て
も
、
無
数
の
美
的
理
念
が
可
能
な
は
ず
で
あ

　
　
り
（
こ
れ
が
同
一
主
題
に
対
す
る
多
様
な
作
風
可
能
性
の
根
拠
と
も
な
る
）
、
対
象
の
理
念
的
内
包
そ
の
も
の
と
美
的
理
念
を
混
同
す
る

　
　
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
美
的
理
念
は
、
い
わ
ゆ
る
意
味
さ
れ
た
理
念
的
内
包
を
＝
疋
の
感
性
的
現
象
に
お
い
て
描
写
す
る
こ
と
へ
の
可
能

　
　
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
す
で
に
7
事
実
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
画
家
が
描
写
し

解6　
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286　
　
得
る
も
の
は
、
対
象
の
本
質
的
な
る
も
の
、
エ
イ
ド
ス
的
な
る
も
の
、
理
念
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
へ
の

　
　
「
観
照
方
向
」
（
ω
9
葦
葺
密
§
α
q
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
芸
術
家
の
意
志
と
、
現
実
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
芸
術
作
晶
の
間
に
は
、

　
　
絶
え
ず
一
種
の
緊
張
関
係
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
　
（
ω
●
ω
ω
ε
。
要
す
る
に
、
芸
術
作
品
に
は
、
感
性
的
な
穀
象
に
よ
っ

　
　
て
非
感
性
的
な
る
も
の
を
代
理
す
る
「
対
象
的
代
理
作
用
」
（
σ
Q
①
σ
Q
①
霧
鑓
昌
窪
。
即
く
①
婦
霞
軽
軽
σ
q
）
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
作
用
の
可
能
性
を
支
え
る
も
の
が
美
的
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
見
方
を
逆
に
し
て
い
え
ば
、
一
定
の
感
性
的
な
形
態
を
も
っ
て
制
作
さ

　
　
れ
る
芸
術
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
美
的
理
念
を
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
写
紺
象
の
本
質
的
な
る
も
の
へ
の
通
路
が
保
証
さ
れ
た

　
　
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
は
、
美
的
理
念
は
、
芸
術
作
吊
の
中
に
描
写
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
と
雪
晴
に
、
そ
の
描
写
的
形
成
作
用
を
律
す

　
　
る
形
式
原
理
の
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
　
（
ち
な
み
に
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
は
、
美
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
事
実
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に

　
　
お
け
る
、
エ
イ
ド
ス
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
顕
現
と
見
な
し
、
こ
こ
で
も
美
的
理
念
を
、
顕
現
す
る
も
の
と
し
て
の
内
容
で
あ
る
と
同

　
　
時
に
、
こ
の
顕
現
を
実
現
す
る
形
式
．
原
理
と
考
え
て
い
る
。
ψ
＄
）

　
　
　
美
的
理
念
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
考
察
は
、
夕
陽
の
絵
を
一
例
と
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
対
象
的
も
し
く
は
具
象
的
絵
画
の
構
造

　
　
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
は
、
　
「
客
体
へ
の
関
連
を
欠
如
し
て
、
た
だ
主
観
的
な
恣
意
の
嗜
好
に
ま
か
さ
れ

　
　
て
い
る
よ
う
な
主
観
的
美
術
、
た
と
え
ば
絶
対
美
術
や
末
来
派
美
術
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
美
術
は
、
本
質
喪
失
的
な
も
の
と
し
て
排
斥

　
　
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
ω
．
。
。
ω
）
と
論
じ
て
い
る
が
、
彼
の
意
図
か
ら
見
れ
ば
、
こ
ん
に
ち
無
対
象
美
術
と
も
称
さ
れ
る
抽
象
美
術
な
ど
も
、

　
　
そ
れ
に
含
め
ら
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
本
質
喪
失
的
と
評
価
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
の
美
術
が
特
定
の
自
然
対

　
　
象
に
向
わ
ず
、
従
っ
て
そ
の
対
象
の
本
質
も
し
く
は
エ
イ
ド
ス
的
核
心
へ
の
観
照
方
向
を
内
容
と
す
る
美
的
理
念
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
た

　
　
こ
と
に
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
げ
れ
ど
も
、
前
に
一
端
を
眺
め
た
よ
う
に
、
抽
象
絵
画
と
い
え
ど
も
、
た
ん
に
恣
意
の
嗜
好
に
委
ね
ら
れ

　
　
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
超
感
性
的
な
理
念
的
な
る
も
の
・
本
質
的
な
る
も
の
へ
の
観
照
方
向
を
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
は
毘
の
が

　
　
せ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
美
的
理
念
の
機
能
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
r
メ
ッ
カ
ウ
エ
ル
の
理
念
説
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ



　
　
れ
が
自
然
対
象
に
向
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
芸
術
の
形
成
作
用
が
独
自
の
自
律
的
な
構
成
的
原
理

　
　
に
基
づ
い
て
そ
れ
の
感
性
的
な
表
現
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
原
理
は
、
そ
れ
を
超
え
て
存
在
す
る
も
の
に
向
っ
て
指
向
し
、

　
　
そ
れ
と
の
間
に
い
わ
ゆ
る
代
表
的
な
関
係
を
さ
し
は
さ
む
と
い
う
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
燐
論
に
は
傾
聴
す

　
　
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
美
的
理
念
と
称
さ
れ
た
も
の
の
機
能
と
構
造
に
関
す
る
思
想
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的

　
　
美
術
、
更
に
は
非
描
写
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
向
っ
て
も
敷
術
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
右
に
さ
ま
ざ
ま
な
聴
代
の
美
術
に
つ
い
て
概
観
し
た
よ
う
に
、
ど
の
場
合
の
綱
作
に
際
し
て
も
、
作
家
の
ま

　
　
な
ざ
し
は
、
ア
イ
ス
テ
ィ
シ
ス
の
次
元
を
超
え
た
も
の
に
対
し
て
指
し
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
デ
ア
的
な
る

　
　
も
の
・
叡
知
的
な
る
も
の
・
理
念
的
な
る
も
の
・
根
源
的
自
然
・
未
知
な
る
も
の
等
々
の
概
念
を
も
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
そ
れ
ら
は
、
制
作
作
用
が
そ
れ
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
芸
術
的
対
象
（
た
ん
な
る
自
然
対
象
で
は
な
く
）
の
「
本
質

　
　
的
な
る
も
の
」
と
呼
び
か
え
て
も
よ
く
、
　
「
エ
イ
ド
ス
的
核
心
」
の
名
を
か
り
て
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
を
本
質
的
な
る

　
　
も
の
と
考
え
、
核
心
的
な
る
も
の
と
し
て
目
指
す
か
は
、
芸
術
観
の
相
違
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て

　
　
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
卦
体
と
し
て
は
具
体
的
に
芸
術
的
意
識
の
中
に
現
わ
れ
も
せ
ず
、
作
口
叩
の
中
に
描
写
さ
れ
も
し
な
い
扁
種
の
超
越
で

　
　
あ
る
け
れ
ど
も
、
翻
作
作
用
が
そ
れ
を
構
成
的
原
理
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
美
的
理
念
は
、
常
に
そ
れ
に
対
す
る
観
照
方
向
を
内

　
　
悪
し
て
そ
れ
を
代
濡
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
従
っ
て
美
的
理
念
は
、
何
ら
か
の
超
越
的
な
る
も
の
を
芸
術
に
向
っ
て
媒
介
す
る

　
　
も
の
、
端
的
に
い
え
ば
、
調
作
作
用
に
際
し
て
か
の
超
越
を
内
在
化
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
美
術
思
潮
に
う
か
が
え
た
超
越
へ
の
指
向
は
、
美
的
理
念
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
芸
術
的
に
始
め
て
可
能
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
の
み
な

　
　
ら
ず
、
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
以
来
の
美
学
上
の
古
典
的
伝
統
と
も
い
う
べ
き
理
念
的
な
る
も
の
の
感
性
化
と
い
う
図
式
も
、
美
的
理
念
の
媒

　
　
忍
な
し
に
は
、
芸
術
的
に
実
現
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
柄
か
ら
、
当
然
、
た
ん
な
る
感
性
的
作
用
は
直
接
に
超
越
へ
か
か
わ
る

　
　
窓
を
持
た
ぬ
に
反
し
て
、
美
的
作
用
は
、
美
的
理
念
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
超
越
的
な
る
も
の
に
立
ち
向
わ
ね
ば
な
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30
6
　
ら
ぬ
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
ご
9
3
ω
浮
巽
冨
。
｝
馬
、
と
い
う
蓄
葉
の
も
つ
感
性
的
と
美
的
と
の
二
義
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
か
ら
も
慎
重
な
考

　
　
慮
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
美
的
音
心
識
活
動
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
芸
術
も
、
し
ば
し
ば
超
越
者
［
や
精
神
的
存
在
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
存

　
　
在
論
的
立
場
に
立
っ
て
、
芸
衛
は
「
包
括
嚢
も
し
く
は
超
越
者
の
暗
号
　
（
O
甑
霞
目
）
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
り
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
、
「
存
在

　
　
老
の
真
理
の
自
己
定
立
」
と
定
義
さ
れ
た
り
し
た
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）
。
芸
術
作
鹸
を
「
精
神
的
存
在
の
客
体
化
」
と
考
え
て
、
そ
の
複
層

　
　
的
な
構
造
が
指
摘
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
の
観
照
の
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
実
在
的
な
前
景
層
を
捉
え
る
知
覚
の
は
た
ら
き
と
、
非
実
在
的

　
　
な
精
神
的
内
包
を
有
す
る
後
景
層
を
捉
え
る
「
高
次
の
直
観
」
の
は
た
ら
き
の
一
体
化
が
要
求
さ
れ
た
よ
う
に
（
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ

　
　
ン
）
、
い
わ
ゆ
る
暗
号
の
解
読
の
た
め
に
も
、
た
ん
な
る
感
性
の
域
を
超
え
た
特
別
の
美
的
表
象
的
作
用
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ

　
　
こ
に
産
出
さ
れ
る
美
的
理
念
を
媒
介
と
し
て
、
観
照
巻
は
芸
術
的
現
象
の
把
捉
か
ら
超
越
者
へ
の
道
へ
差
し
向
け
ら
れ
、
制
作
者
は
超
越

　
　
者
へ
立
ち
向
っ
て
い
る
芸
術
的
現
象
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
芸
術
的
現
象
と
な
っ
て

　
　
顕
現
し
て
い
る
も
の
は
、
美
的
理
念
で
あ
っ
て
、
超
越
者
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
美
的
理
念
は
、
た
と
え
超
越
者
と
同
じ
も
の
で

　
　
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
「
指
向
し
」
、
そ
れ
を
「
意
味
し
」
、
そ
れ
を
「
代
表
す
る
篇
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
美
的

　
　
理
念
を
規
準
と
し
、
そ
れ
の
表
現
と
し
て
創
造
さ
れ
る
芸
術
は
、
超
越
者
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
表
現
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
人

　
　
間
の
ま
な
ざ
し
を
表
現
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
超
越
者
は
芸
術
に
お
い
て
内
在
化
さ
れ
、
人
心
的
に

　
　
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
も
い
え
よ
う
。
い
き
お
い
超
越
者
が
一
義
的
に
芸
術
的
現
象
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
一

　
　
の
超
越
者
に
対
し
て
も
多
様
な
美
的
理
念
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
多
様
な
作
風
の
成
立
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し

　
　
美
的
理
念
は
、
形
而
上
学
的
も
し
く
は
存
在
論
的
に
は
、
そ
の
源
を
超
越
春
の
側
に
発
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
芸
術
的
主
体
と
し
て

　
　
の
人
間
に
鳴
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
超
越
者
の
ひ
ら
め
き
と
し
て
説
明
さ
れ
よ
う
と
も
、
芸
術
制
作
の
構
造
に
徴
し
て
眺
め
る
と
、
そ
れ

　
　
は
む
し
ろ
人
間
の
美
的
表
象
的
作
用
に
源
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
作
風
の
可
能
性
を
不
問
に
付
す
る
芸



術
の
理
解
は
、
た
ん
な
る
抽
象
に
過
ぎ
な
い
。
超
越
の
内
在
化
と
い
う
こ
と
は
、
美
的
表
象
的
作
用
に
よ
ら
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
芸

術
の
、
い
わ
ば
免
が
れ
が
た
い
宿
命
で
謝
る
。

　
カ
ン
ト
は
美
的
理
念
を
講
想
力
の
表
象
と
し
て
説
蓋
し
た
。
そ
れ
は
、
批
判
主
義
哲
学
の
限
界
に
よ
っ
て
、
美
的
紺
象
と
の
関
連
に
お

け
る
遠
心
的
方
向
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
乏
し
く
、
む
し
ろ
「
主
観
の
内
な
る
自
然
〕
や
「
主
観
の
諸
能
力
の
超
感
性
的
基
体
」

な
ど
と
の
関
連
に
お
け
る
求
心
的
方
向
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
美
的
理
念
は
芸
術
に
規
準
を
与
え
て
そ
れ
の
原
型

と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
く
ら
か
一
面
的
に
偏
す
る
き
ら
い
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
反
面
、
重
要
な
示
唆
を
提

供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
（
拙
著
『
美
学
』
）
、
芸
術
作
品
を
形
成
す
る
美
的
表
象
的

作
用
は
、
た
ん
な
る
感
性
的
も
し
く
は
機
械
的
な
反
映
作
用
と
は
ち
が
っ
て
、
表
象
す
る
人
間
の
根
源
的
な
生
の
自
覚
を
も
っ
て
充
た
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
象
作
用
の
内
部
に
産
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
表
象
作
用
を
規
制
し
な
が
ら
芸
術
制
作
に
関
す

る
溝
成
的
原
理
の
役
割
を
演
ず
る
美
的
理
念
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
作
品
形
成
の
う
ち
に
自
覚
さ
れ
て
い

く
根
源
的
な
生
の
中
に
根
を
置
き
、
世
界
観
的
に
多
様
で
あ
る
べ
き
生
の
特
色
を
映
し
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。
美
的
理
念
の
多
様
性
も
、
従
っ
て
ま
た
作
風
の
多
様
性
も
、
そ
こ
に
源
泉
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
約
的
に
い
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
美
的
理
念
と
は
、
対
象
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
的
関
連
の
内
に
、
し
か
も
自
我
の
根
源
を
源
と
し
て
生
ま
れ
る
理
念
な
の
で
あ

る
。
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
制
作
が
そ
れ
を
指
向
し
、
美
的
理
念
が
そ
れ
を
代
表
す
る
超
越
の
問
題
も
、
究
極
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

観
の
特
質
に
応
じ
た
、
入
間
の
生
や
人
間
存
在
が
そ
の
上
に
お
い
て
成
立
す
る
超
越
の
問
題
に
帰
し
て
解
明
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
溝
造
を
通
じ
て
、
芸
術
的
内
在
は
、
そ
の
超
越
へ
の
道
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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狙oral三ties，　ideologies　and出e　world・religions　altogether．

　　My　second　point　concerns　our　possibility　of　being　members　of　a　commu－

nity　wherein　the　relativist　worlds　are　to　have　been　vanquished　by　selves’

unconditionl　surrender　to　the　Sole　Good　（which　must　be　mediated　by　the

Personal　Truth）．　一lt　is　suggested　that　the　se－called　Peaceful，　not　military，

uses　of　nuclear　energies　should　first　and　immediately　be　abolished．

　　The　rest　oi　this　paper　examines　the　meaning　of　‘the　self’，　in　proper　cor－

relation　with　‘the　other（s）’　or　with　‘the　world（s）’．

　　Das欝roも夏em　vo譲三蓋籔燃＆鷺enz鵬丁罫a強szendenz　im　K臓駐stscha貸e鼓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Tsutomu　ljima

Wenn　rnan　die　1〈gnstlerische　Geistesstr6mung　der　verschiedenen　Zeiten　und

V6｝ker　beobachtet，　so　entdeckt　man，　dag　das　Wollen　des　Kunstschaffens

sich　nach　etwas　Transzendentem　richtet．　Also　muB　der　Charakter　des　tistheti－

schen　Verhaltens，　das　Problem　des　Kunstschaffens　deutiich　genug　zu　erkltiren，

nicht　bloes　bei　der　Stellungnahme　des　immanenten　Erlebnisses　durch　aisthesis

bleiben，　sondern　auch　den　Weg　nach　der　Transzendenz　enthalten．

　　Dle　Verrnittelung　zwischen　lmmanenz　und　Transzendenz　irn　Kunstschaffen

ist　so　zu　verstehen，　wie　sie　auf　die　Funktion　der　tisthetischen　ldee　als　die

l〈onstitutive　Norm　（oder　Regel）　des　Schaffens　zurtickzuflihren　ist．

　　Und　das　Problem　der　daraufhinzulenkenden　Transzendenz，　glaube　ich，

Ieitet　sich　von　diesem　als　von　dem　Menschenleben，　welches　in　der　“Vorstell－

barlceit”　als　dem　Grundprinzip　der　Sch6nhelt　und　der　Kunst　bewuBt　ist，

getragenen　ab．

　　　　　　　　　　　　Conerete　and　Abstract　in　Primitive　Arts

　　　　　　　Case　of　Jomon　Pettery　and　Dogit　or　Clay　Figures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b2　Shigeyasu　Hasumi

　　Since　paleolithic　art　has　not　yet　been　found　in　1．apan，　the　history　of

Japanese　primitve　art　’has　lts　beginnings　ln　the　neolithic　Jomon　period

which　dates　back　to　10，　OOO　B．　C．　The　primitive　figures　or　Dogu　symbolize

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9


