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三
四

日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題

佐
々
木
　
丞
　
平

は
じ
め
に

　
日
本
の
絵
画
、
例
え
ば
水
墨
に
よ
る
山
水
画
、
金
箔
地
の
花
鳥
画
、
あ
る
い
は
浮
世
絵
等
々
、
と
い
っ
た
古
典
作
贔
を
考
え
る
時
に
、

写
実
性
や
三
次
元
空
間
表
現
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
に
疑
問
を
抱
く
人
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
純
粋
抽
象
表
現
で
も
な
い

限
り
、
少
な
く
と
も
外
界
の
三
次
元
の
世
界
を
何
ら
か
の
形
で
二
次
元
の
絵
画
平
面
上
に
描
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
日

本
画
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
次
元
平
面
化
の
過
程
で
、
画
家
は
い
や
で
も
こ
の
写
実
や
三
次
元
空
間
の
問
題
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
問
題
は
、
そ
れ
が
具
象
画
で
あ
る
以
上
、
三
次
元
空
間
へ
の
認
識
の
仕
方
や
表
現
方
法
の
問
題
と
し
て
臼
本

絵
画
史
に
お
い
て
も
常
に
根
底
に
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
代
と
共
に
大
き
く
推
移
し
変
化
し
て
き
て
い

る
。　

こ
の
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
写
実
と
空
間
の
問
題
が
、
日
本
に
お
け
る
絵
画
作
晶
の
千
年
余
り
の
時
の
経
過
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
、
表
現
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
江
戸
中
期
の
画
家
円
山
応
挙

に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
皇
猷
に
注
意
を
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
空
間
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
作
品
が
良
い
と
か
、
写
実
性
に

欠
け
、
平
面
的
、
装
飾
的
表
現
で
あ
る
か
ら
そ
の
作
品
の
価
値
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
絵
画
に
お
け
る
空
間
の
表
現
と
、



作
品
の
価
値
評
価
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
本
論
で
考
察
し
て
い
き
た
い
第
一
の
も
の
は
、
西
洋
に
お
け
る
陰
影
法
、
透
視
図
法
と
い
っ
た
考
え
方
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
は
果

た
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
独
自
に
空
間
へ
の
解
釈
が
な
さ
れ
、
又
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
も
っ
て
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
か
、

芸
術
表
現
の
根
底
に
隠
さ
れ
た
基
本
理
解
を
つ
か
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
空
間
の
問
題

　
　
　
ま
ず
、
日
本
絵
扇
史
に
お
け
る
「
空
間
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
彫
刻
で
は
な
く
、
絵
画
、
つ
ま
り
平
面
作
品
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
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「
空
間
」
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
絵
画
平
面
上
に
構
成
さ
れ
た
空
間
、
い
わ
ゆ
る
余
白
（
ω
裾
8
）
の
よ
う
な
も
の
で
、
平
面
上
の
あ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
面
積
の
こ
と
で
あ
6
。
書
道
で
言
え
ば
、
墨
で
書
か
れ
た
文
字
と
文
字
と
の
間
の
残
さ
れ
た
白
い
紙
の
部
分
に
当
た
る
も
の
で
（
図
1
）
、

　
　
臼
本
絵
画
調
の
研
究
に
於
い
て
、
作
家
研
究
、
流
派
研
究
等
、
こ
の
平
面
空
間
の
持
つ
バ
ラ
ン
ス
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
も
う
一
つ

　
　
の
空
問
と
は
、
例
え
ば
図
2
の
よ
う
に
、
絵
画
の
中
に
描
き
出
さ
れ
る
空
間
の
こ
と
で
、
二
次
元
の
平
面
で
あ
る
絵
画
の
画
面
の
中
に
、
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あ
た
か
も
三
次
元
で
あ
る
か
の
よ
う
に
施
さ
れ
た
奥
行
き
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
、

　
　
画
面
の
中
に
描
き
出
さ
れ
た
空
間
の
方
で
あ
る
が
、
日
本
の
絵
画
に
お
い
て
常
に
制
作
者
が
留
意
し
て
き
た
の
は
む
し
ろ
前
者
の
、
平
面

　
　
空
間
の
方
で
あ
っ
て
、
三
次
元
表
現
と
し
て
の
空
間
の
問
題
は
近
世
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
発
達
を
見
ず
に
来
た
。
西
洋
の
絵
画
一
例
え

　
　
ば
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
壁
画
（
図
3
）
i
も
、
日
本
の
絵
画
一
例
え
ば
古
墳
壁
画
（
図
4
）
f
も
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
の
地
点
に
お
い
て

　
　
は
両
者
共
に
素
朴
な
平
面
的
描
写
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
長
い
年
月
の
問
に
、
西
洋
の
油
絵
（
例
え
ば
図
5
）
の
方
は
総
体
的
に

　
　
極
め
て
立
体
的
な
表
現
と
な
り
、
三
次
元
を
認
識
し
た
空
論
描
写
が
具
体
的
な
形
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
発
達
し
て
行
く
。
一
方
、
日
本
の

　
　
絵
画
に
お
い
て
は
（
例
え
ば
図
6
）
、
ス
タ
イ
ル
は
色
々
と
変
化
す
る
も
の
の
、
西
洋
の
絵
画
に
比
べ
る
と
、
具
体
的
な
三
次
元
表
現
と

　
　
は
言
え
な
い
状
態
に
永
く
留
ま
っ
て
い
る
。

812　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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六

　
西
洋
の
油
絵
と
日
本
画
と
の
一
番
大
き
な
、
決
定
的
な
違
い
が
、
こ
の
西
洋
の
絵
画
の
立
体
描
写
、
空
間
表
現
、
に
対
す
る
二
本
闘
の

平
面
性
で
あ
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
無
量
の
表
現
に
比
べ
れ
ば
、
こ
の
平
面
性
が
講
本
画
と
い
う
も
の
を
決
定
的

に
特
徴
付
け
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
日
本
画
に
お
け
る
空
間
処
理
の
問
題
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
り
、
日
本
画
の
本

質
の
一
端
が
っ
か
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
行
こ
う
。

　
こ
の
、
日
本
画
を
日
本
画
た
ら
し
め
、
特
微
付
け
て
い
る
空
間
処
理
（
即
ち
平
面
性
）
の
問
題
を
解
き
明
か
す
際
、
ま
ず
第
一
に
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
油
絵
と
日
本
画
の
素
材
（
材
料
）
の
違
い
で
あ
る
。
日
本
画
の
平
面
性
は
、
日
本
画
に
使
わ
れ
る
特
殊
な
素

材
に
よ
る
材
料
上
の
制
約
と
い
う
点
も
あ
る
程
度
考
え
ら
れ
る
。
油
絵
具
は
オ
イ
ル
を
定
着
剤
と
し
て
い
る
為
、
絵
具
の
伸
び
も
良
く
、

色
（
顔
料
）
の
粒
子
が
定
着
剤
の
中
で
安
定
し
て
い
る
為
に
、
色
を
混
ぜ
る
こ
と
も
容
易
で
、
微
妙
な
色
味
の
変
化
や
ぼ
か
し
、
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
こ
と
も
、
又
、
幾
重
に
も
塗
り
重
ね
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
油
絵
具
の
特
殊
性
は
、
な
だ
ら
か
な
明
度

の
変
化
を
必
要
と
す
る
立
体
描
写
や
空
間
表
現
に
正
に
適
し
た
素
材
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
画
は
膠
を
定
着
剤
と
し
、
天
然
の
岩
石
を
砕
い
て
砂
状
の
微
粒
子
と
し
た
岩
絵
具
や
、
あ
る
い
は
、
灰
や
泥
を

主
体
と
し
た
水
指
絵
具
が
補
助
的
に
使
わ
れ
た
。
岩
絵
具
は
堅
牢
で
、
年
月
を
経
て
も
退
色
し
た
り
変
色
す
る
こ
と
の
少
な
い
良
質
の
絵

具
で
は
あ
る
が
、
天
然
の
岩
石
を
使
用
し
て
い
る
為
に
色
鳥
も
非
常
に
限
ら
れ
、
主
に
使
わ
れ
る
も
の
は
十
色
に
も
満
た
な
い
訳
で
あ
る
。

又
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の
素
に
な
る
岩
石
の
比
重
が
異
な
る
為
に
、
異
な
る
色
を
混
ぜ
含
わ
せ
て
も
、
比
重
の
重
い
色
の
方
が
、
水
分
が
蒸

発
す
る
前
に
下
に
沈
ん
で
し
ま
い
、
乾
燥
し
、
定
着
し
た
時
に
は
、
軽
い
粒
子
の
色
の
方
し
か
表
面
に
現
わ
れ
な
い
（
図
7
）
。
従
っ
て
、

二
つ
の
色
味
が
混
じ
り
合
っ
た
状
態
で
の
混
色
は
極
め
て
困
難
な
訳
で
あ
る
。
油
絵
具
で
あ
れ
ば
、
化
学
変
化
を
起
こ
す
も
の
以
外
は
パ

レ
ッ
ト
の
上
で
少
し
つ
つ
他
の
色
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
無
限
の
段
階
で
の
調
合
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
岩
絵
具

は
限
ら
れ
た
色
盛
で
あ
る
上
、
し
か
も
混
色
が
不
可
能
に
近
く
、
単
色
で
そ
の
色
毎
に
絵
皿
に
と
り
、
描
く
そ
の
都
度
、
膠
と
ね
り
合
わ

せ
る
と
い
う
面
倒
な
作
業
を
伴
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
単
色
毎
の
作
業
で
あ
り
、
し
か
も
砂
状
の
も
の
を
散
ら
す
訳
で
あ
る
か
ら
、
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ぼ
か
し
を
入
れ
る
こ
と
も
高
度
の
技
術
を
要
し
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
三
次
元
的
空
間
描
写
に
は
、
微
妙
な
明
度
の
変
化
や
彩
度
の
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変
化
を
必
要
と
す
る
し
、
中
で
も
、
特
に
立
体
表
現
に
は
「
面
的
描
写
」
（
図
8
）
が
必
要
で
あ
る
為
、
微
妙
な
グ
ラ
デ
1
シ
ョ
ン
を
出
し
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に
く
い
岩
絵
具
は
不
向
き
な
材
料
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
油
絵
は
一
般
的
に
こ
の
「
面
的
描
写
」
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
物
を
立
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
と
し
て
、
　
一
つ
一
つ
の
立
体
面
を
意
識
し
な
が
ら
描
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
面
的
表
現
も
、
幾
重
に
も
塗
り
重
ね
る
事
の
で
き
る
油
絵
具

　
　
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
訳
で
あ
り
、
日
本
画
は
単
色
づ
つ
、
そ
の
色
毎
に
膠
と
ね
り
合
わ
せ
る
為
、
塗
り
重
ね
る
際
に
、
上
の
層
の
膠

　
　
の
濃
度
が
下
の
層
の
膠
の
濃
度
よ
り
濃
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
絵
具
は
剥
落
し
て
し
ま
う
。
厚
く
塗
り
重
ね
る
に
は
、
前
も
っ
て
綿
密
な
計

　
　
算
が
必
要
で
あ
っ
た
為
、
一
般
的
に
多
重
多
層
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
材
料
上
の
不
自
由
さ
か
ら
、
立
体
感
を
伴
な
う
空
間
表
現
に
向
く
面
的
描
法
よ
り
、
日
本
画
の
素
材
の
特
性
に
向
く
、
輪
郭

　
　
線
で
描
き
、
中
を
平
塗
り
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
物
を
シ
ル
エ
ッ
ト
的
に
輪
郭
で
表
わ
す
「
線
的
描
法
」
（
図
9
）
が
結
果
的
に
選
ば
れ
て
き

　
　
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
材
料
の
特
性
を
分
か
り
易
く
例
え
る
な
ら
ぽ
、
油
絵
具
は
、
例
え
ば
壁
に
ペ
ン

　
　
キ
を
塗
る
の
と
同
じ
よ
う
に
立
て
て
塗
る
こ
と
が
で
き
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
が
、
日
本
画
の
絵
具
は
、
砂

　
　
を
箒
で
掃
い
て
均
一
に
な
ら
す
よ
う
に
平
塗
で
砂
状
の
粒
子
を
散
ら
す
訳
で
あ
る
。
又
、
日
本
画
の
絵
具
は
、
膠
で
ね
っ
た
後
、
水
を
加

　
　
え
て
描
く
為
に
、
描
い
て
い
る
時
は
画
面
を
立
て
る
と
絵
具
が
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
寝
か
せ
た
状
態
で
し
か
描
け
な

　
　
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
画
中
に
具
体
的
に
三
次
元
空
間
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
画
面
全
体
を
見
渡
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

　
　
一
視
点
（
視
点
が
一
つ
）
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
綱
作
上
の
制
約
も
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
寝
か
せ
て
描
く
こ
と
は
、
特
に
大
画
面
に
な
る
と
、
画
面
か
ら
自
分
の
座
高
の
分
し
か
視
点
距
離
が
離
せ
な
い
為
（
図
1
0
）
、

　
　
描
く
部
分
部
分
を
見
る
、
多
視
点
描
写
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
具
体
的
な
三
次
元
描
写
に
は
不
利
な
条
件
が
増
え
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

　
　
こ
う
し
た
平
塗
り
一
つ
ま
り
、
砂
を
箒
で
掃
い
て
均
一
に
な
ら
す
よ
う
な
1
平
塗
り
、
し
か
も
一
色
一
色
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
と
い
う
単
色
使
い
、
更
に
線
的
描
写
と
い
う
、
材
料
の
綱
約
か
ら
く
る
描
法
が
、
日
本
画
と
い
う
と
、
平
面
的
描
写
で
あ
る
と
い
う
イ
メ

832　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
愚
霧
日
並
　
第
五
百
五
十
、
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
材
料
上
の
鰯
約
と
い
う
こ
と
も
｝
つ
に
は
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
陰
影
法
を
は
じ
め
、
数
々
の
技
法
が
、
立
体
感
や
遠
近
感
を
表
わ
す
為
に
編
み
幽
さ
れ
、
発
達
し
て
き
た
洒
洋
の
絵
画
の
流

れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
画
の
平
面
性
は
必
ず
し
も
材
料
上
の
問
題
だ
け
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
も
し
下
り
に
、
三
次

元
的
空
間
描
写
を
し
て
み
た
い
と
い
う
強
い
欲
求
や
必
要
性
が
早
く
か
ら
制
作
者
側
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
長
い
年
月
の
間
に
は
、
そ
う
し

た
欲
求
に
答
え
ら
れ
る
絵
具
や
材
料
の
発
達
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
又
、
日
本
画
の
材
料
を
使
う
と
い
う
不
自
由
さ
の
中
に
も
、

そ
う
し
た
表
現
の
試
み
が
繰
り
返
さ
れ
て
来
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
き
て
く
る
。
第
一
に
は
、
臼
本
に
お
い
て
は
、
絵
画
に
三
次
元
性
を
あ
ま

り
求
め
な
か
っ
た
の
か
。
第
二
に
は
、
あ
る
い
は
三
次
元
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
が
現
在
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
る
ま
で
に
非
常
に
時
間

が
か
か
っ
た
の
か
。
算
三
に
は
、
あ
る
い
は
金
毛
に
お
け
る
陰
影
法
や
遠
近
法
と
い
っ
た
合
理
的
な
描
法
で
な
い
方
法
で
三
次
元
空
間
を

表
現
し
て
い
る
為
に
、
現
代
の
我
々
の
目
に
そ
の
よ
う
に
写
ら
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。

　
日
本
画
と
い
う
平
面
的
描
写
の
作
錨
群
に
対
し
、
何
故
に
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
三
次
元
性
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
と
い
さ
さ
か
疑

念
を
抱
か
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
当
に
日
本
画
の
そ
れ
が
平
面
的
描
写
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
又
、
確
か
に
、

油
絵
の
表
現
に
比
べ
れ
ば
、
立
体
表
現
は
稀
薄
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
画
を
特
徴
付
け
る
要
素
の
一
つ
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
か
ら
、

三
次
元
性
の
問
題
と
微
妙
に
絡
み
合
っ
て
い
る
そ
の
平
面
性
の
実
態
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
、
日
本
画
の
本
質
の
一
端
が
つ
か
め
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
こ
の
、
証
本
画
に
お
け
る
三
次
元
空
問
の
問
題
に
関
心
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
薬
代
別
に
作
品
を
通
し
て
、
先
に
触
れ
た
三
次
元
の
認
識
が
ど
う
で
あ
る
の
か
、
又
、
西
洋
画
法
以
外
の
方
法
で
の
三

次
元
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
時
代
の
古
い
物
か
ら
順
に
追
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
上
下
関
係
、
左
右
関
係
に
気
付
い
て
、
そ
れ
を
描
き
始
め
る
。
こ
の
段
階
で
は
、



　
　
前
後
関
係
、
遠
近
関
係
と
い
う
点
に
関
し
て
は
未
だ
曖
昧
で
、
遠
い
勿
も
近
い
物
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
画
面
上
に
並
置
し
て
描
く
と
い

　
　
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
図
1
2
）
。
画
中
に
三
次
元
空
間
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
試
み
も
全
く
感
じ
ら
れ
ず
、
三
次
元
そ
の
も
の
さ
え

　
　
未
だ
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
七
世
紀
の
法
隆
寺
蔵
玉
虫
厨
子
の
扉
に
描
か
れ
た
捨
身
飼
虎
図
（
図
1
1
）

　
　
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
異
時
岡
図
法
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
物
同
志
の
位
置
関
係
も
不
明
瞭
で
、
人
体
や
岩
壁
等
に
も
立
体
性

　
　
は
表
わ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
間
の
基
軸
と
な
る
底
面
（
地
面
）
へ
の
意
識
等
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
三
次
元
を
認
識
す
る
以
前
の
段
階
で
、
絵
画
平
面
上
に
は
描
く
対
象
を
上
下
、
左
右
と
い
っ
た
位
置
関
係
で
処
理
し
、

　
　
並
置
す
る
と
い
う
初
期
の
描
法
か
ら
、
次
に
は
、
物
の
前
後
関
係
も
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の

　
　
釈
迦
浄
土
図
（
図
1
3
）
の
よ
う
に
、
釈
迦
三
尊
を
中
心
に
背
後
に
十
大
弟
子
を
従
え
、
天
蓋
の
左
右
に
は
飛
天
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　
上
下
右
左
関
係
の
他
に
、
僅
か
に
物
と
物
と
の
「
重
な
り
」
（
図
1
4
）
に
よ
っ
て
そ
の
前
後
の
下
縄
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
れ
は
、
奥
行
き
と
か
遠
近
と
か
い
っ
た
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
順
番
」
一
つ
ま
り
、
あ
る
物
の
次
に
何
が
あ
る

　
　
一
と
い
う
認
識
の
仕
方
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
応
こ
の
段
階
で
「
重
な
り
に
よ
る
遠
近
法
」
が
登
場
す
る
。

　
　
　
次
に
八
量
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
㍉
る
高
松
塚
古
墳
壁
画
（
図
1
5
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
絵
画
の
中
に
底
面

　
　
（
地
面
）
を
意
識
し
始
め
る
。
こ
こ
で
は
、
人
物
は
「
重
な
り
」
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
地
面
と
の
接
点
、
つ
ま
り
、
立
っ
て
い
る
所
の

　
　
位
置
関
係
か
ら
も
、
ど
ち
ら
が
前
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
後
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
図
1
6
）
。
し
か
し
、

　
　
人
物
の
描
写
に
お
い
て
は
、
遠
い
人
物
と
近
く
の
人
物
と
の
間
に
、
大
き
さ
の
差
や
強
弱
と
い
っ
た
何
ら
か
の
描
写
の
差
が
施
さ
れ
て
い

　
　
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
視
覚
的
に
は
平
面
的
に
見
え
な
が
ら
も
、
「
重
な
り
」
等
の
要
素
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係

　
　
を
一
応
理
解
で
き
る
も
の
を
「
説
明
的
遠
近
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
こ
の
「
説
明
的
遠
近
法
」
は
日
本
の
絵
画
に
お
い
て
永

　
　
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
説
明
的
遠
近
法
」
の
早
い
時
期
に
お
い
て
は
、
立
体
表
現
、
遠
近
表
現
共
に
未
だ
ご
く
初
歩
の
レ
ベ

　
　
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
に
続
く
時
代
の
よ
う
な
作
為
的
描
写
に
よ
る
混
乱
も
な
く
、
三
次
元
へ
の
意
識
が
薄

麟　
　
　
　
　
　
ロ
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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折
筒
学
研
究
　

籠
叩
五
百
噌
血
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
［
○

い
、
素
朴
な
表
現
と
言
え
る
。

　
こ
れ
に
続
い
て
現
わ
れ
る
蒔
代
は
、
段
々
と
三
次
元
空
華
へ
の
意
識
が
芽
生
え
る
に
つ
れ
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
表
わ
す
か
と
い
う
工

夫
を
し
だ
す
訳
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
試
み
が
初
め
か
ら
必
ず
し
も
成
功
す
る
訳
で
は
な
く
、
時
に
は
却
っ
て
現
実
の
空
間
と
異
な
る
状

態
を
描
き
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
混
乱
、
あ
る
い
は
不
統
一
は
三
次
元
を
意
識
し
始
め
た
こ
と

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
空
問
表
現
へ
の
試
行
錯
誤
の
過
程
か
ら
生
ま
れ
た
産
物
と
言
え
る
。

　
当
時
、
絵
爾
は
た
だ
鑑
賞
す
る
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
目
的
で
使
用
さ
れ
た
り
、
又
、
物
語
の
絵
画
化
、
そ
し
て
時

に
は
地
理
的
説
明
図
等
と
い
っ
た
要
素
を
持
た
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
爵
の
前
の
景
物
を
画
布
に
写
す
と
い
う
の
で
は
な

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
、
あ
る
目
的
の
為
に
制
作
者
の
頭
の
中
で
構
成
さ
れ
た
想
像
画
で
あ
っ
た
為
に
、
三
次
元
空
間
に
気
付
き
始
め
、
又
、
描
き
表
わ
し
た

い
と
い
う
気
持
を
持
ち
な
が
ら
も
、
却
っ
て
不
合
理
な
、
不
可
思
議
な
空
間
が
出
現
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
特
に
宗

教
画
に
於
い
て
は
、
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
見
れ
ば
厳
密
な
意
味
で
は
不
合
理
な
空
間
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
図
1
7
は
平

安
時
代
後
期
の
作
で
東
寺
蔵
五
大
尊
像
の
内
の
大
威
徳
明
王
像
で
あ
る
が
、
明
王
、
牛
、
渦
巻
火
炎
共
に
平
面
的
描
写
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
台
座
の
み
が
立
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
透
視
図
法
に
の
っ
と
っ
た
描
写
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。

　
周
じ
く
平
安
蒔
代
後
期
の
作
例
で
あ
る
「
宝
楼
閣
曼
茶
羅
」
（
図
1
8
）
で
は
、
底
面
（
地
面
）
へ
の
意
識
は
芽
生
え
初
め
て
爾
中
に
取
り

入
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
水
平
幽
し
て
描
か
れ
た
建
物
の
正
面
の
描
写
に
対
し
、
建
物
の
底
面
は
工
事
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
爾
面

の
下
半
分
を
占
め
る
石
畳
に
施
こ
さ
れ
て
い
る
切
金
の
地
模
様
は
画
面
の
手
前
も
、
宝
楼
閣
の
後
ろ
に
到
る
面
も
、
全
て
同
じ
大
き
さ
で

あ
っ
て
平
颪
化
し
て
し
ま
い
、
「
大
小
差
遠
近
法
」
に
留
意
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
図
1
9
）
。
こ
う
し
た
三
次
元
表
現
と
し
て
の
不

徹
底
さ
は
、
画
中
の
高
床
式
の
土
台
の
面
の
方
向
性
と
、
方
形
の
小
蓮
池
の
衝
の
方
向
性
が
一
致
せ
ず
（
図
2
0
）
、
画
面
内
底
面
の
統
一
が

未
だ
計
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
透
視
図
法
の
正
確
な
原
理
が
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
合
理
的
な
透
視
図
法
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
画
中
に
空
間
を
生
じ
さ
せ
、
こ
う
し
た
多
重
空
間
と
言
う



　
　
か
、
多
層
空
間
と
言
う
か
、
一
種
の
入
り
組
ん
だ
不
可
思
議
な
空
間
構
成
が
却
っ
て
宗
教
画
と
し
て
の
神
秘
性
を
高
め
る
効
果
を
果
た
し
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て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
当
麻
曼
茶
定
心
（
図
2
1
）
等
も
そ
う
し
た
類
の
例
で
あ
っ
て
、
宗
教
画
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
合
理
的
三

　
　
次
元
空
間
構
成
で
は
表
わ
せ
な
い
も
の
を
実
に
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
合
理
的
三
次
元
再
三
表
現
、
つ
ま
り
現
代
の
透
視
図
法
か
ら
見
れ
ば
、
不
統
一
と
映
る
こ
の
よ
う
な
褒
現
は
、
日
本
に
お
い
て
は
永
い

　
　
期
間
に
渡
っ
て
数
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。
図
2
2
は
平
安
時
代
後
期
の
山
水
屏
風
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
画
面
手
前
か
ら
奥
の
池
へ
と

　
　
続
く
底
面
は
、
草
庵
の
描
か
れ
て
い
る
所
の
底
面
と
は
方
向
性
が
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
底
面
の
方
向
性
が

　
　
違
っ
て
い
た
り
、
高
さ
が
異
な
る
も
の
が
一
画
面
中
に
幾
つ
か
組
み
合
わ
さ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
例
は
そ
の
他
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
仏
画
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
熱
水
屏
風
に
し
ろ
、
外
界
の
景
物
を
見
え
た
ま
ま
に
描
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く

　
　
ま
で
も
想
像
画
で
あ
り
、
構
成
画
で
あ
っ
た
事
が
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
仏
画
に
お
い
て
、
多
面
多
管

　
　
（
図
2
3
）
、
つ
ま
り
複
数
の
顔
と
複
数
の
手
を
持
つ
仏
が
現
実
に
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
観
察
し
、
写
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可

　
　
能
で
あ
り
、
又
、
絵
巻
物
に
お
い
て
、
物
語
の
内
容
を
分
か
り
易
く
説
明
す
る
と
い
う
必
要
性
か
ら
、
写
実
を
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

　
　
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
点
で
は
、
日
本
に
お
い
て
は
未
だ
三
次
元
の
原
理
へ
の
理
解
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
外
界

　
　
を
そ
う
し
た
認
識
を
持
っ
て
観
察
す
る
こ
と
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
写
実
意
識
も
未
だ
発
達
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
い
お
ゆ
る
逆
遠

　
　
近
法
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
想
像
画
で
あ
る
が
為
に
起
る
独
特
の
空
間
構
成
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
図
2
4
は
鎌
倉
時
代
の
「
山
越
阿
弥
陀
図
」
で
あ
る
が
、
合
理
的
な
遠
近
法
か
ら
言
う
と
、
画
面
手
前
の
近
く
に
あ
る
べ
き
、
「
大
小
差

　
　
遠
近
法
」
で
言
え
ば
大
き
く
描
か
れ
る
べ
き
所
が
、
却
っ
て
小
さ
く
遠
の
い
て
描
か
れ
て
い
る
（
図
2
5
）
。
こ
れ
は
宗
教
画
と
い
う
特
殊
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
も
の
で
あ
る
為
に
、
絵
画
化
さ
れ
た
仏
（
ほ
と
け
）
そ
の
も
の
が
、
絵
画
化
さ
れ
た
時
点
か
ら
ほ
と
け
と
し
て
作
用
し
、
そ
の
ほ
と
け
よ

　
　
り
見
た
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
現
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
絵
の
前
に
居
る
者
が
「
絵
を
見
て
い

　
　
る
」
の
で
は
な
く
、
絵
の
中
の
ほ
と
け
に
「
見
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
、
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
で

872　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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四
二

88
2
　
あ
れ
ば
当
然
の
理
解
と
し
て
、
画
面
外
に
あ
る
観
照
者
の
視
点
を
規
準
に
し
て
絵
と
い
う
も
の
は
成
り
立
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
「
見
る
絵
」
に
対
し
て
「
見
ら
れ
る
絵
」
、
つ
ま
り
、
視
点
が
置
生
に
有
り
、
そ
の
画
聖
か
ら
の
視
線
に
合
わ
せ
た
世
界
を
表
現
す
る
と

　
　
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
絵
巻
物
の
世
界
で
も
、
図
2
6
の
よ
う
に
、
画
面
の
中
の
中
央
に
居
る

　
　
二
人
の
人
物
か
ら
見
た
世
界
が
同
じ
画
面
の
右
下
沼
部
に
描
か
れ
て
い
た
り
、
又
、
絵
地
図
に
し
て
も
、
図
暫
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地

　
　
点
に
立
っ
て
そ
こ
か
ら
見
え
る
も
の
を
描
い
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
又
、
こ
の
逆
遠
近
法
は
一
種
の
偲
鰍
法
で
あ
る
為
に
、

　
　
深
さ
と
し
て
の
奥
行
き
表
現
を
す
る
時
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
図
2
8
の
よ
う
に
吹
抜
屋
台
か
ら
中
を
見
降
ろ
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い

　
　
る
絵
巻
物
に
、
傭
瞼
法
（
深
遠
法
）
と
し
て
使
用
さ
れ
、
床
面
ま
で
の
深
さ
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
我
々
の
目
で
見
る
と
不
可
思
議
な
三
次
元
構
成
も
、
当
時
の
B
本
に
於
け
る
理
解
と
し
て
は
自
然
な
も
の
で
あ

　
　
つ
た
訳
で
あ
る
。

　
　
　
今
触
れ
た
深
遠
法
、
こ
れ
は
上
か
ら
下
を
見
お
ろ
す
愈
愈
法
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
中
国
か
ら
、
三
遠
の
法
に
よ
っ
て
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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か
れ
た
作
品
が
室
町
時
代
に
な
る
と
β
本
に
相
当
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
外
界
へ
の
視
線
角
度
の
問
題
が
、
以
後
は
描
法
と
し

　
　
て
、
形
式
化
し
て
伝
わ
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
遠
法
と
い
う
の
は
、
北
宋
の
二
代
か
ら
中
国
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
高
遠
法
、
平
遠
法
、
深
遠
法
の
三
つ
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
　
高
遠
法
と
は
仰
角
視
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
画
面
で
（
図
2
9
）
、
思
え
る
山
を
見
上
げ
る
よ
う
な
状
態
の
こ
と
で
あ
る
（
図
3
2
の
作
図
で
は
上

　
　
方
部
）
。
平
遠
法
は
水
平
視
（
図
3
0
）
で
、
つ
ま
り
平
野
に
立
っ
て
広
々
と
見
は
る
か
す
状
態
（
図
3
2
の
作
図
で
は
中
間
部
）
、
深
遠
法
は
傭

　
　
至
宝
（
図
3
1
）
で
、
深
い
谷
底
を
見
お
ろ
す
と
い
う
深
さ
の
表
現
で
あ
る
（
図
3
2
の
作
図
で
は
下
方
部
）
。
日
本
の
山
水
画
の
原
点
と
し
て

　
　
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
国
画
に
お
い
て
は
、
画
面
が
日
本
の
も
の
よ
り
遙
か
に
大
き
な
縦
型
の
中
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
大

　
　
き
な
縦
長
の
画
面
を
｝
視
点
か
ら
見
た
風
景
で
埋
め
る
に
は
無
理
が
あ
る
為
、
奮
え
る
山
を
見
上
げ
、
深
い
谷
底
を
見
お
ろ
す
、
と
い
っ

　
　
た
上
下
幾
つ
か
の
視
線
角
度
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
風
景
を
一
つ
の
画
面
の
中
に
収
め
て
し
ま
う
画
面
内
空
闘
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
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ヘ
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た
（
図
3
2
・
3
3
）
。
し
か
し
こ
の
三
遠
法
に
し
て
も
、
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
に
入
っ
て
来
た
中
国
絵
画
の
描
法
と
し
て
ま
ね
る
と

　
　
い
う
形
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
吸
紋
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
そ
れ
で
は
、
臼
本
の
山
水
画
を
類
似
し
た
特
徴
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
ま
ず
第
一
は
原
本
と
な
る
中
国
画
の
三
遠
魚
期
で
あ
る
が
、
作
図
（
図
3
2
）
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
三
遠
法
の
内
、
二
つ
乃
至
…
二
つ
を

　
　
同
一
画
面
の
中
に
使
用
す
る
と
、
異
な
る
上
下
の
視
線
角
度
か
ら
見
た
景
物
を
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
底
面
の
傾
斜
が

　
　
画
面
の
部
分
に
よ
り
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
深
遠
法
の
部
分
に
は
、
落
ち
込
む
よ
う
な
視
覚
的
不
安
定
感
が
伴
な
う
が
、
一
臼

　
　
で
見
え
る
画
面
の
中
に
、
一
目
で
は
見
え
な
い
広
い
視
野
の
も
の
が
描
け
る
訳
で
あ
る
。
外
界
の
観
察
に
よ
る
記
憶
を
も
と
に
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
っ
て
、
観
察
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
と
る
「
写
生
画
」
と
は
言
え
な
い
が
、
創
作
の
中
に
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
の
占
め
る
ウ

　
　
エ
イ
ト
は
大
き
い
訳
で
あ
る
。
主
に
中
国
画
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
型
か
ら
、
日
本
の
室
町
期
の
水
墨
画
で
は
次
の
二
つ
の
変
化
が

　
　
多
く
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
水
平
面
垂
直
面
接
合
型
」
、
今
一
つ
は
「
水
平
視
景
物
積
み
上
げ
型
」
で
あ
る
。

　
　
　
図
3
4
、
図
3
5
は
「
水
平
面
垂
直
面
接
合
型
」
の
作
図
と
作
例
で
あ
る
が
、
画
面
の
中
に
、
水
平
の
底
面
を
感
じ
さ
せ
る
開
け
た
部
分

　
　
（
水
平
面
）
と
、
描
法
的
に
は
誠
に
扁
平
な
、
そ
そ
り
立
つ
山
（
垂
直
面
）
と
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
て
、
三
遠
法
の
内
、
平
準
と
高
遠

　
　
の
み
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
近
景
に
水
面
や
地
面
、
低
い
山
等
の
開
か
れ
た
底
面
が
描
か
れ
、
遠
景
で
突
然
ボ
ー
ル
紙
で
も
立
て
た
よ

　
　
う
に
巨
山
が
現
わ
れ
る
型
と
、
こ
れ
と
は
逆
の
方
向
か
ら
描
か
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
近
景
に
そ
そ
り
立
つ
山
が
あ
り
、
そ
の
稜
線
こ
し

　
　
に
、
大
小
差
を
利
用
し
た
遠
近
法
を
使
っ
て
遠
景
ま
で
続
く
開
け
た
底
面
が
見
え
る
型
と
に
分
か
れ
る
。
こ
の
時
期
に
於
け
る
、
形
式
化

　
　
し
た
山
水
の
表
現
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
図
3
6
、
図
3
7
は
「
水
平
視
景
物
積
上
げ
型
」
の
作
図
と
作
例
で
あ
る
。
三
遠
法
の
内
、
平
遠
法
に
近
く
は
あ
る
が
、
平
蝕
法
が
水
平
視

　
　
と
言
っ
て
も
、
や
や
手
前
上
方
か
ら
の
傭
緻
視
で
あ
る
の
に
対
し
、
全
く
水
平
黒
し
た
横
か
ら
の
シ
ル
エ
ッ
ト
的
景
物
を
遠
景
に
な
る
ほ

　
　
ど
画
面
上
方
に
配
置
す
る
型
で
、
大
和
絵
的
思
考
と
の
混
合
で
あ
る
。
中
国
爾
の
「
観
察
画
」
で
あ
る
平
坐
法
に
対
し
て
、
室
町
期
の
山

892　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

902　
　
水
画
が
「
観
念
画
・
想
像
画
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
て
徐
々
に
日
本
化
し
て
行
く
過
程
は
次
の
幾
つ
か
の
型
で
理
解
で
き
る
。
図
3
8
、
図
3
9
は
「
無
限
定
空
間
表
現
型
」
の
作
図
と

　
　
作
例
で
あ
る
。
見
せ
場
と
な
る
よ
う
な
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
景
物
の
み
を
、
画
面
平
面
上
の
配
置
を
優
先
し
て
描
き
、
霧
や
．
舘
で
地
形
と

　
　
し
て
の
不
都
合
を
隠
し
、
又
、
深
い
山
の
情
感
を
出
し
て
い
る
。
漠
と
し
た
、
規
定
で
き
な
い
空
間
の
広
が
り
を
表
わ
し
て
は
い
る
が
、

　
　
構
造
的
に
は
曖
昧
で
、
装
飾
的
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
図
4
0
、
図
4
1
は
「
重
な
り
に
よ
る
遠
近
表
現
法
型
」
の
作
図
と
作
例
で
あ
る
。
雪
舟
の
作
品
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
景
物
を
次
々
と

　
　
鱗
状
に
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
深
さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
型
で
あ
り
、
開
け
た
底
面
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
三
次
元

　
　
上
の
底
面
の
規
定
は
曖
昧
に
な
る
。
他
の
作
品
が
、
あ
る
程
度
広
い
範
囲
を
外
か
ら
児
晴
ら
し
て
い
る
の
に
対
し
、
部
分
に
焦
点
を
合
わ

　
　
せ
、
ク
ロ
：
ズ
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
、
観
照
者
が
そ
の
風
景
の
中
に
い
る
感
じ
を
伴
な
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
図
4
2
、
図
4
3
は
「
両
端
近
景
・
中
央
遠
景
型
」
の
作
図
及
び
作
例
で
あ
る
。
日
本
の
室
町
期
に
お
い
て
形
式
化
し
た
山
水
図
の
一
つ
で

　
　
あ
っ
て
、
両
端
に
近
景
の
景
物
を
大
き
く
描
き
、
中
央
を
遠
景
と
し
て
曖
昧
に
ぬ
い
て
し
ま
う
型
で
、
な
だ
ら
か
に
近
景
か
ら
遠
景
へ
と

　
　
接
続
す
る
こ
と
な
く
、
近
視
的
に
近
景
の
み
を
し
っ
か
り
と
描
き
込
ん
で
い
る
。
花
鳥
や
人
物
と
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
、
近
景
が
主
と
な

　
　
る
構
成
で
、
遠
景
は
暗
示
的
に
し
か
描
か
れ
ず
、
余
白
的
な
要
素
が
強
い
訳
で
あ
る
。

　
　
　
図
4
4
、
図
4
5
は
「
底
面
設
定
型
」
の
作
図
と
作
例
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
画
面
平
面
へ
の
意
識
が
優
先
し
て
い
た
山
水
図
に
、
外
界
の
三

　
　
次
元
性
へ
注
意
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
写
実
的
な
考
え
が
入
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
水
平
面
の
規
定
が
な
さ
れ
、

　
　
そ
の
上
に
島
や
山
等
が
点
々
と
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
水
平
面
へ
の
意
識
は
あ
る
も
の
の
、
遠
近
表

　
　
現
に
は
末
だ
暖
潮
さ
が
残
り
、
山
の
上
の
松
の
表
平
等
に
遠
近
を
無
視
し
て
岡
じ
大
き
さ
が
使
わ
れ
た
り
、
大
き
さ
が
逆
転
す
る
な
ど
、

　
　
不
統
一
な
点
も
あ
り
、
理
論
と
し
て
の
遠
近
表
現
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
図
4
6
は
「
真
景
図
型
」
の
例
で
あ
る
。
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
山
水
図
が
、
地
形
と
し
て
は
創
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
現
に
こ
の
世



　
　
に
存
在
す
る
あ
る
地
点
を
描
い
た
も
の
」
で
あ
る
の
が
真
景
図
で
あ
る
。
雪
舟
の
「
天
橋
立
図
」
に
し
て
も
、
能
阿
弥
の
筆
と
伝
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
「
三
保
松
原
図
」
に
し
て
も
、
日
本
の
そ
の
地
点
に
そ
う
し
た
地
形
の
土
地
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
が
真
景
図
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
と
の
第
一
条
件
で
あ
る
。
真
景
図
は
「
そ
の
土
地
」
を
見
た
記
憶
、
あ
る
い
は
記
録
を
も
と
に
し
て
描
い
た
も
の
で
、
厳
密
な
意
味
で

　
　
の
写
生
図
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
想
像
上
の
地
形
で
は
な
く
、
「
真
に
そ
の
景
が
存
在
す
る
」
図
と
い
う
の
が
真
景
図
で
あ
る
。
絵

　
　
地
図
的
な
要
素
の
強
い
も
の
、
又
、
画
家
が
実
際
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
視
角
か
ら
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、

　
　
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
他
の
類
型
の
よ
う
に
画
家
が
全
く
の
想
像
で
作
り
上
げ
た
架
空
の
地
形
を
描
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

　
　
も
そ
の
土
地
の
姿
を
伝
え
た
い
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
真
景
図
型
」
は
、
形
式
と
し
て
は
先
の

　
　
「
底
面
設
定
型
」
（
図
4
4
）
を
と
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
う
し
て
、
山
水
図
を
ざ
っ
と
通
し
て
見
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
中
国
画
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
写
生
画
で
は
な
い
が
、
外
界

　
　
の
風
景
を
注
視
し
、
観
察
し
た
上
で
再
構
成
さ
れ
た
、
言
う
な
ら
ば
「
観
察
画
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
模
倣
か
ら
出
発
し
た
日
本

　
　
の
室
町
期
山
水
画
は
、
「
観
察
画
」
で
は
な
く
、
「
想
像
画
」
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
地
形
と
し
て
の
構
造
を
考
え
る
よ
り
も
、
そ
の
奇
妙

　
　
な
岩
の
形
体
や
、
画
面
平
面
上
の
方
向
性
、
あ
る
い
は
筆
の
タ
ッ
チ
そ
の
も
の
を
見
せ
る
絵
と
な
っ
た
訳
で
、
薗
面
内
の
三
次
元
空
間
で

　
　
は
な
く
、
画
面
上
の
二
次
元
平
面
の
上
で
の
描
写
に
注
意
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
日
本
で
は
外
界
の
景
物
そ
の
も
の
を
観
察
し
、
描
き
写
す
と
い
う
写
実
の
考
え
よ
り
も
、
以
荊
に
描
か

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
た
作
品
を
観
察
し
、
手
本
と
し
、
書
法
を
習
う
の
と
同
じ
よ
う
に
完
成
画
か
ら
描
法
を
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か

　
　
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
由
水
画
と
い
う
も
の
が
、
外
界
を
写
し
た
、
つ
ま
り
現
に
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
実
在
す
る
風
景
を
写
生
し
た
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
景
画
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
箱
庭
を
作
る
の
と
同
じ
よ
う
に
制
作
者
が
空
想
し
作
り
上
げ
た
、
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
非
日
常
的
世
界
の

　
　
表
出
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
制
作
者
が
描
き
写
す
の
は
、
「
彼
の
頭
の
中
の
世
界
」
で
あ
っ
て
、
「
彼
の
目
の
前
に
あ
る
世
界
」
で
は
な

　
　
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

912　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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折
臼
学
研
究
　
　
第
五
百
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
三
次
元
空
間
の
問
題
に
関
し
て
は
、
三
次
元
へ
の
意
識
、
理
解
そ
の
も
の
が
極
め

て
ゆ
る
や
か
に
し
か
発
達
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
特
異
な
視
点
問
題
等
で
舎
理
性
を
欠
い
て
い
た
り
、
又
、
絵
手
本
の
描
法
を
学

ぶ
と
い
う
制
作
姿
勢
に
よ
っ
て
、
外
界
へ
の
観
察
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
演
挙
げ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
外
界
へ
の
観
察
、
又
、
観
察
し
た
も
の
を
そ
の
通
り
の
形
で
受
け
止
め
、
描
い
て
み
ょ
う
と
い
う
試
み
は
い
つ
頃
か
ら
日

本
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
う
し
た
点
を
次
に
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
員
本
絵
画
史
に
お
け
る
写
実
の
問
題

　
そ
れ
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
写
実
の
意
識
が
芽
生
え
、
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
こ
で
も
我
々
は
様
々
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
の
一
つ
の
問
題
は
、
あ
る
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
時
に
、
そ
の
描
か
れ
た
絵
と

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

モ
チ
ー
フ
自
体
の
形
体
と
が
一
致
せ
ず
、
狂
い
を
生
じ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
が
写
実
の
不
徹
底
、
幼
稚
さ
の
故
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は
当
時
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
物
を
見
る
機
会
が
な
く
て
、
話
を
頼
り
に
想
像
で
描
い
て
い
る
為
の
不
正
確
さ
で
あ
る
の
か
、
と

い
っ
た
点
を
見
窮
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
虎
（
図
4
8
；
左
）
と
い
う
動
物
は
現
在
で
は
い
つ
で
も
動
物
園
で
見
ら

れ
る
生
き
物
で
あ
る
が
、
当
蒔
は
勿
論
、
見
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
訳
で
、
虎
が
輸
入
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
作
晶
に
対
し
、

「
写
実
の
不
徹
底
」
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
と
な
ろ
う
。
又
、
動
物
に
関
し
て
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
物
と
、
金
く
の
空
想
上
の
生
き

物
、
例
え
ば
龍
や
鳳
鳳
の
よ
う
な
も
の
と
が
意
識
の
上
で
明
確
に
区
溺
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
悪
夢

を
食
う
と
い
う
獲
、
龍
、
鳳
鳳
、
耳
の
生
え
て
い
る
等
等
、
と
い
っ
た
架
空
の
生
き
物
も
、
象
や
虎
と
い
う
、
実
在
し
て
は
い
る
が
、
な

か
な
か
見
ら
れ
な
い
生
き
物
も
、
彼
等
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
間
じ
、
半
分
架
空
、
半
分
実
在
と
い
っ
た
認
識
の
も
と
に
、
一
緒
く
た
に

さ
れ
て
い
た
。
現
代
の
我
々
の
昌
か
ら
は
、
象
や
虎
は
そ
の
形
体
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
デ
ッ
サ
ン
の
狂
い
等
が
あ
れ
ば
写
実
の
不
徹
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底
、
あ
る
い
は
、
写
実
と
し
て
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
、
と
写
っ
て
し
ま
い
勝
ち
で
あ
る
が
、
一
方
、
龍
（
図
4
8
！
右
）
や
鳳
鳳
（
図
4
7
）
等
は
、

こ
う
い
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
既
に
出
来
上
っ
て
い
る
だ
け
に
、
却
っ
て
不
自
然
に
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
る
。
日
本
絵
画
史
の
永
い
流
れ
の
中
で
写
実
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
こ
う
し
た
我
々
の
目
、
認
識
が
、
現
代

へ
　
　
　
へ

の
目
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
又
、
描
か
れ
た
絵
の
目
的
を
考
え
、
例
え
ば
、

装
飾
を
目
的
と
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
対
し
、
デ
ッ
サ
ン
の
狂
い
、
三
次
元
性
へ
の
理
解
の
欠
如
と
い
っ
た
解
釈
を
安
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
し
な
い
よ
う
注
意
を
払
う
必
要
も
出
て
く
る
。
そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
い
て
の
絵
画
へ
の
認
識
は
、
“
「
絵
」
と
い
う
も
の
は
「
絵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
絵
空
ご
と
」
で
あ
る
か
ら
「
絵
」
な
の
だ
”
と
い
う
考
え
で
、
絵
画
は
常
に
「
作
り
絵
」
で
あ
っ
た
。
制
作
者
は
頭
の
中
の
構
想
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
、
モ
チ
ー
フ
を
組
み
立
て
て
い
く
訳
で
、
た
と
え
参
考
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
以
前
の
作
品
の
描
法
で
あ
り
、
あ
る
自
然
空
間

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
そ
の
ま
ま
お
手
本
に
す
る
と
い
う
写
生
の
習
慣
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
制
作
者
の
意
図
の
方
が
主
で
あ
っ

て
、
自
然
の
中
か
ら
制
作
者
が
選
ん
だ
モ
チ
ー
フ
の
み
が
、
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、
自
然
物
を
素
材
に
は
し
て
い
て
も
、
生
け
花
の
よ
う
に
、

制
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
従
っ
て
整
え
ら
れ
、
再
構
成
さ
れ
た
、
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ァ
ル
な
も
の
、
人
工
的
な
も
の
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
日
本
の
絵
画
史
の
中
で
も
、
例
え
ば
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
を
通
覧
し
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
単
体
の
モ
チ
ー
フ
で
あ

れ
ぽ
、
そ
の
表
面
の
文
様
等
は
割
合
に
細
か
く
写
さ
れ
て
い
る
（
図
4
9
～
図
5
4
）
。
そ
し
て
先
に
見
た
よ
う
な
、
三
次
元
空
間
の
問
題
で

の
画
面
全
体
の
統
一
が
計
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
比
べ
る
と
、
狂
い
が
少
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
表
面
の
細
部
の
文
様
等
に

は
注
意
が
注
が
れ
、
B
頃
の
観
察
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
全
体
と
し
て
の
把
握
、
構
造
へ
の
理
解
が
薄
か
っ
た
こ
と
に
気

付
く
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
人
物
図
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
構
造
へ
の
意
識
と
理
解
が
い
つ
頃
芽
生
え
、
ど
の
よ
う
な
形
で
発
達
し
て
行
く
の
か
を
見
て

み
よ
う
。

　
人
物
図
を
通
し
て
三
次
元
表
現
、
あ
る
い
は
構
造
へ
の
認
識
と
い
う
点
に
注
意
し
な
が
ら
見
て
行
く
と
、
そ
れ
が
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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（
2
）

2
　
に
分
か
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
こ
で
は
分
か
り
易
く
す
る
為
に
、
そ
の
表
現
形
式
を
コ
ッ
プ
を
例
に
し
て
表
わ
し
て
み
よ
う
（
図
5
5
）
。

　
　
　
ま
ず
線
描
に
よ
る
作
品
群
が
あ
る
。
図
5
5
の
作
図
で
は
一
番
左
①
の
例
で
、
モ
チ
ー
フ
に
対
し
、
立
体
と
し
て
の
構
造
へ
の
意
識
よ
り

　
　
も
、
画
颪
平
面
上
の
筆
使
い
へ
の
意
識
が
優
先
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
色
彩
は
施
こ
さ
れ
て
い
て
も
淡
く
、
筆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
抑
揚
を
見
せ
よ
う
と
い
う
書
法
に
近
い
よ
う
な
筆
さ
ば
き
の
巧
み
さ
が
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
の
絵
巻
物
を
代
表
す
る
幾
つ
か
の
作
品
、

　
　
鳥
獣
戯
画
（
図
5
6
）
、
信
貴
山
縁
起
絵
巻
（
図
5
7
）
、
餓
飢
草
紙
（
図
5
8
）
等
も
そ
の
例
で
、
軽
々
と
ス
ピ
ー
デ
ィ
：
な
筆
使
い
は
現
在
で
い

　
　
う
ク
ロ
ッ
キ
…
に
近
い
も
の
で
、
又
、
描
写
に
し
て
も
ク
ロ
ッ
キ
ー
と
同
じ
よ
う
に
体
の
動
き
や
、
動
き
の
方
向
性
、
表
町
の
表
現
と
い

　
　
つ
た
も
の
を
、
動
勢
の
あ
る
線
描
に
よ
っ
て
表
わ
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
味
わ
い
の
あ
る
線
で
は
あ
る
が
、
人
体
を
じ
っ
く
り
観
察

　
　
し
、
骨
組
み
や
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
等
を
確
認
し
つ
つ
描
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
為
、
勢
い
に
乗
っ
て
、
デ
ヅ
サ
ソ
的
に
は
不
正
確
に
な

　
　
る
こ
と
も
有
り
得
る
の
で
あ
る
。
立
体
描
写
を
目
的
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
平
薦
的
で
は
あ
る
が
、
動
き
や
表
情
の
あ
る
作
品

　
　
群
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
は
、
同
じ
線
描
で
も
、
図
5
5
の
　
②
に
図
示
し
た
よ
う
に
、
ど
こ
も
同
じ
強
さ
、
同
じ
太
さ
、
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
描
か
れ
て
い
る
為

　
　
に
シ
ル
エ
ッ
ト
化
し
て
し
ま
う
例
で
、
平
安
時
代
後
期
の
扇
面
法
華
経
冊
子
（
図
無
）
な
ど
は
こ
の
野
壷
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
の
部
類
に
属
す
る
も
の
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
の
寛
文
美
人
図
（
図
6
0
・
6
1
）
や
肉
筆
浮
世
絵
（
図
6
2
）
の
よ
う
に
、
形
と
し
て
は
あ
る
程

　
　
度
立
体
の
形
に
そ
っ
て
い
る
の
に
、
施
さ
れ
た
着
衣
の
文
様
等
が
、
人
体
の
立
体
性
を
全
く
無
視
し
て
描
か
れ
て
い
る
為
に
平
面
化
し
て

　
　
し
ま
う
と
い
う
例
も
あ
る
。
装
飾
的
な
作
品
に
多
く
、
先
の
線
描
画
よ
り
動
き
の
感
じ
ら
れ
な
い
、
画
颪
に
張
り
付
い
た
よ
う
な
印
象
の

　
　
も
の
が
多
く
な
る
。
先
の
作
品
群
は
、
絵
巻
物
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
説
明
展
開
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ

　
　
の
作
品
群
は
装
飾
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
の
違
い
に
よ
る
描
法
の
変
化
と
も
考
え
ら
れ
る
。
色
彩
も
黒
塗
り
の
濃
い
も
の
と
な

　
　
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
平
面
的
描
写
で
、
着
衣
の
文
様
は
人
体
の
立
体
性
を
無
視
し
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
。
又
、
プ
β
ポ
ー
シ
ョ
ン
の

　
　
狂
い
や
、
顔
の
表
現
の
形
式
化
し
た
、
ど
の
人
物
を
見
て
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
描
写
も
特
微
の
一
つ
で
あ
る
（
図
6
3
）
。
つ
ま
り
、
こ
こ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
お
い
て
は
、
人
物
の
仙
人
一
人
の
観
察
、
あ
る
い
は
表
現
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
人
物
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
画
面
を
飾
る
と
い
う
考
え

　
　
方
で
あ
っ
て
、
人
体
の
構
造
へ
の
意
識
も
薄
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
画
一
的
な
人
物
表
現
に
対
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
肖
像
画
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
在
の
人
物
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
起

　
　
こ
る
（
図
6
4
・
6
5
）
。
こ
の
肖
像
画
は
「
似
絵
」
と
呼
ば
れ
、
「
真
景
図
」
と
同
じ
よ
う
に
「
真
に
存
在
す
る
人
物
に
似
せ
た
絵
」
と
い
う

　
　
意
味
で
、
わ
ざ
わ
ざ
、
「
真
景
図
」
「
似
絵
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
分
け
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
他
の
大
半
の
作
品
は
想
像
画
で
あ

　
　
つ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
「
似
絵
」
は
実
在
の
人
に
似
せ
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
描
か
れ
る
か
ら
、
勿
論
、
観
察
し
、
写
そ
う
と
い
う
意

　
　
図
の
も
と
に
制
作
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
が
写
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
人
体
と
し
て
の
基
本
構
造
で
も
三
次
元
性
で
も
な
く
、

　
　
そ
の
人
物
の
特
徴
と
な
る
細
部
－
例
え
ば
目
や
鼻
の
形
一
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
「
観
察
」
と
い
う
こ
と
が
構
造
へ
の
理
解
ま
で
を
も

　
　
含
め
た
「
写
実
」
に
な
か
な
か
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
さ
て
、
作
図
（
図
5
5
）
中
の
真
中
の
ユ
ッ
プ
③
で
あ
る
が
、
線
が
立
体
と
し
て
の
形
に
そ
っ
て
、
正
確
に
整
っ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で

　
　
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
又
、
そ
の
立
体
性
を
そ
こ
ね
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
よ
り
立
体
的
に
表
現
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
が
ら
線
の
強
弱

　
　
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
例
と
し
て
は
、
円
山
応
挙
の
作
晶
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
図
6
6
は
応
挙
筆
の
「
江
口
君
図
」
で
あ
る
が
、
人
体
の
厚
み
、
プ
偉
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
又
、
斜
め
を
向
い
て
い
る
方
向
性
、
上
半
身
と
腰

　
　
か
け
て
い
る
部
分
と
の
三
次
元
空
蝉
上
で
の
位
置
関
係
な
ど
、
い
ず
れ
も
不
自
然
な
所
が
な
く
、
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
応
挙
は
常

　
　
々
そ
の
下
作
の
過
程
で
、
ま
ず
人
体
を
裸
体
線
で
描
い
て
、
各
部
分
の
形
体
や
位
置
関
係
、
動
き
等
を
チ
ェ
ッ
ク
ル
て
い
た
こ
と
が
残
さ

　
　
れ
た
下
図
か
ら
確
認
で
き
る
（
図
6
7
）
。
　
こ
う
し
た
制
作
プ
ロ
セ
ス
は
反
対
に
完
成
画
か
ら
も
堀
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
、
完
成
画
の
着

　
　
衣
の
鐵
の
線
を
手
掛
り
と
し
て
、
衣
と
裸
体
の
接
す
る
点
を
取
り
出
し
、
そ
の
点
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衣
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た

　
　
裸
体
を
機
械
的
に
描
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
6
8
）
。
応
挙
が
人
体
の
立
体
と
し
て
の
構
造
に
ど
の
位
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
か
を
次

　
　
に
図
解
し
て
チ
ェ
ヅ
ク
し
て
み
よ
う
（
図
6
9
）
。
ま
ず
、
顔
か
ら
身
体
部
ま
で
通
し
て
全
体
を
正
中
線
が
し
っ
か
り
と
通
っ
て
い
る
の
が
読

952　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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第
五
｝
日
五
十
↓
ハ
ロ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

み
と
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
正
中
線
と
は
、
人
体
の
方
向
性
を
知
る
の
に
最
も
良
い
手
掛
り
と
な
る
補
助
線
で
、
裸
体
図
の
中
に
こ
の
正

中
線
が
き
ち
ん
と
読
み
と
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
、
身
体
の
向
き
が
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
裸
体
線
図
の
申
に
読
み
と
れ
る
身
体
の
正
面
部
、
側
面
部
と
い
う
意
識
は
、
応
挙
が
人
体
を
立
体
と
し
て
捉
え
、
人
体
の
構
造
の
基

本
と
な
る
立
体
形
体
の
厚
み
、
方
膚
、
三
次
元
上
の
位
置
関
係
等
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
右
に
、
あ
る
い
は
左
に
傾
く

と
い
う
三
次
元
上
の
方
向
性
で
は
な
く
、
身
体
の
各
部
分
が
示
す
方
向
性
が
、
三
次
元
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
報
土
す
る
必
要

が
あ
る
。
応
挙
の
こ
う
し
た
立
体
構
造
へ
の
意
識
は
、
コ
ッ
プ
の
図
解
（
図
5
5
）
の
ω
で
示
し
た
よ
う
に
、
表
面
の
文
様
を
立
体
面
に
沿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
施
す
こ
と
に
よ
り
、
立
体
と
し
て
の
形
体
を
よ
り
明
確
に
表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
又
、
輪
郭
線
の
内
部
や
外
側
に
隈
を
施
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
酉
洋
の
陰
影
法
と
異
な
る
が
、
明
度
差
に
よ
る
立
体
感
や
遠
近
感
を
表
現
し
て
い
る
所
に
も
窺
え
る
。
更
に
、
立
体
感
を
よ

り
強
調
し
、
立
体
と
し
て
の
形
体
を
二
次
元
上
に
的
確
に
表
現
し
易
い
視
角
を
選
ん
で
い
る
。
図
解
（
図
5
5
）
の
㈲
に
見
る
倒
し
た
コ
ッ

プ
の
作
図
の
よ
う
に
、
人
体
を
自
由
な
方
向
か
ら
描
こ
う
と
い
う
試
み
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
応
挙
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
円
満
院
門
主

祐
常
が
自
ら
書
き
残
し
た
記
録
『
万
誌
』
の
中
に
も
、
応
挙
の
言
葉
と
し
て
「
石
二
三
面
ヲ
見
ル
事
、
上
一
面
、
左
右
二
面
、
合
三
面
」

と
あ
り
、
応
挙
が
石
を
立
体
と
し
て
、
立
体
的
把
握
を
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
応
挙
の
三
次
元
へ
の
認
識
を
裏
付
け
る
記
述
が
菟
ら
れ

る
。
作
図
（
図
7
0
）
の
左
は
応
挙
が
モ
チ
ー
フ
を
扱
う
場
合
の
角
度
、
右
は
従
来
の
水
平
視
的
平
面
描
写
に
よ
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
こ

と
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
立
体
把
握
と
共
に
、
祐
常
門
主
の
記
録
の
中
に
は
、
応
挙
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な
「
節
が
あ
る
。
「
猿
一
下
（
ク
）
人

ニ
テ
書
、
不
乱
、
犬
ニ
テ
可
画
云
々
」
猿
が
な
か
な
か
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
当
時
の
人
々
は
一
見
猿
の
姿
に
一
番
愛
そ
う
な
人
聞
の
姿
を

見
て
、
そ
れ
を
参
考
に
描
く
と
い
う
の
が
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
応
挙
は
、
猿
を
描
く
に
は
人
で
は
な
く
、
犬
を
見
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
図
（
図
7
1
）
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
立
体
と
し
て
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
、
猿
は
犬
に
よ
り
近
く
、
首
の

付
き
方
と
傾
斜
、
又
、
耳
の
位
置
等
、
基
本
立
体
構
造
が
像
ぽ
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
間
と
い
う
の
は
、
目
鼻
な
ど
の
雰
囲
気



　
　
が
一
見
猿
と
近
く
、
似
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
て
も
、
こ
の
立
体
と
し
て
の
基
本
構
造
、
プ
ロ
ポ
；
シ
ョ
ン
が
実
は
全
く
異
な
る
の
で
あ

　
　
る
。
猿
と
犬
と
い
う
、
雰
囲
気
は
極
め
て
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
動
物
同
士
の
基
本
形
の
一
致
を
見
抜
い
て
い
た
応
挙
こ
そ
、
三
次
元
を

　
　
認
識
し
た
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
画
家
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
似
せ
る
」
と
い
う
細
部
へ
の
関
心
か
ら
、
「
基
本
構
造
を
把

　
　
足
す
る
」
と
い
う
三
次
元
的
写
実
表
現
へ
大
き
く
踏
み
出
し
た
第
一
歩
で
あ
っ
た
訳
で
、
近
代
的
写
実
表
現
へ
の
幕
開
け
は
、
こ
う
し
て

　
　
応
挙
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
応
挙
は
何
故
こ
の
よ
う
に
三
次
元
へ
の
扉
を
開
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
応
挙
の
制
作
活
動
に
影
響
を
与
え
、
刺
激
し

　
　
た
事
柄
に
も
触
れ
な
が
ら
、
三
次
元
表
現
へ
の
制
作
姿
勢
を
も
う
少
し
見
て
み
た
い
と
思
う
。
先
に
も
触
れ
た
応
挙
の
パ
ト
ロ
ン
、
祐
常

　
　
門
主
の
記
録
で
あ
る
『
万
座
』
の
「
秘
聞
録
漏
中
に
は
、
猿
の
基
本
フ
ォ
ル
ム
へ
の
注
意
と
共
に
、
「
鹿
ハ
馬
ニ
テ
画
故
宅
宜
、
羊
（
や

　
　
ぎ
）
ニ
テ
墨
画
云
々
」
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
応
挙
は
似
て
い
る
と
い
う
表
面
上
の
雰
囲
気
で
は
な
く
、
基
本
と
な
る
立
体
形
体
の
フ
ォ

　
　
ル
ム
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
注
意
せ
よ
、
鹿
が
見
ら
れ
な
い
時
は
一
見
似
て
い
そ
う
な
馬
を
見
て
描
く
の
で
は
な
く
、
胴
体
と
胸
部
の
プ

　
　
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
等
の
基
本
形
体
の
類
似
す
る
羊
（
や
ぎ
）
を
参
考
に
せ
よ
、
と
言
っ
て
い
る
。
又
、
同
じ
『
万
誌
』
の
中
に
、
「
動
物
難

　
　
写
、
人
物
鳥
獣
等
、
宜
細
工
之
人
形
等
豊
本
弘
報
ユ
ベ
シ
」
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
写
生
を
す
る
こ
と
の
困
難
な
動
物
等
を
描
く
時
に
は
、

　
　
そ
れ
ら
の
出
来
の
良
い
人
形
を
参
考
に
せ
よ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
応
挙
は
写
生
派
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
数
々
の
写
生
を
し
、

　
　
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
も
そ
の
徹
底
振
り
が
分
か
る
が
、
「
生
ヲ
陰
森
写
シ
置
ベ
シ
」
（
「
万
誌
』
）
と
言
う
よ
う
に
、
実
際
の
物
を
見
て
直
接

　
　
写
生
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
、
又
、
そ
の
写
生
を
常
に
資
料
と
し
て
上
作
の
参
考
に
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
見
る
こ
と
、
写
生
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
応
挙
は
、
そ
の
時
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
動
物
等
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
を

　
　
型
ど
っ
た
人
形
を
参
考
に
し
て
、
単
な
る
想
像
で
描
く
の
で
は
な
く
、
人
形
を
『
見
て
描
け
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
物
を
見
て
写
生
せ
よ
、
も
し
実
際
の
物
が
な
か
な
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
に
近
い
基
本
立
体
形
体
を
持
つ
、
フ
ォ
ル
ム
、
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ソ
が
類
似
し
て
い
る
物
を
参
考
に
し
て
写
生
せ
よ
、
そ
れ
も
だ
め
で
あ
る
時
は
、
そ
の
人
形
を
見
て
描
け
、
と
い
う
様
に
、

972　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



298

　
　
　
　
折
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五
習
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五
十
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具
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五
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

応
挙
の
制
作
姿
勢
は
想
像
に
ま
か
せ
て
描
く
の
で
は
な
く
、
常
に
「
現
実
の
物
を
見
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
特
に
、

こ
の
最
後
の
「
人
形
を
見
よ
」
と
い
う
考
え
方
で
、
応
挙
が
注
意
し
て
い
た
の
が
、
物
の
表
面
の
状
態
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の

三
次
元
的
立
体
構
造
の
基
本
と
な
る
フ
ォ
ル
ム
や
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
三
次
元
上
の
部
分
ど
う
し
の
位
置
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
人
形
に
関
し
て
は
、
『
万
誌
』
の
中
に
、
応
挙
が
語
っ
た
人
形
の
極
め
て
詳
し
い
作
り
方
の
記
述
が
あ
り
、
又
、
応
挙
の
爾
歴
に
関

し
て
も
、
「
浮
江
も
同
人
也
、
十
六
七
ノ
頃
画
」
（
『
万
誌
』
）
と
あ
る
事
か
ら
、
応
挙
は
若
い
頃
、
玩
具
屋
に
勤
め
て
い
て
、
人
形
の
秀
作

や
浮
絵
の
制
作
に
当
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
絵
爾
と
い
う
平
面
作
品
の
制
作
に
本
格
的
に
取
り
組
む
以
前
に
、
応
挙
は
、
人
形
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
れ
は
当
時
か
な
り
精
巧
で
、
単
に
玩
具
と
い
う
よ
り
芸
術
作
品
的
な
物
で
あ
っ
た
が
．
（
図
7
2
・
7
3
）
一
そ
う
し
た
立
体
作
品
の
制
作
に

携
っ
て
い
た
。
人
形
と
い
う
の
は
、
た
だ
正
面
か
ら
見
た
シ
ル
エ
ッ
ト
が
良
け
れ
ば
よ
い
と
言
う
物
で
は
な
く
、
横
か
ら
、
斜
め
か
ら
、

後
か
ら
、
上
か
ら
、
ど
の
方
向
か
ら
見
て
も
不
合
理
で
な
い
形
体
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
、
常
に
三
次
聖
上
の
そ
れ
ぞ

れ
の
部
分
の
位
置
関
係
の
チ
ェ
ッ
ク
や
、
人
形
の
元
と
な
る
基
本
形
体
へ
の
注
意
が
払
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
立
体
制
作
の
折
り
の
経
験
が
、

平
面
作
品
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
生
か
さ
れ
、
応
挙
十
代
の
玩
具
屋
時
代
に
培
わ
れ
た
、
こ
の
「
物
を
見
る
醤
」
、
三
次
元
へ
の

意
識
、
が
以
後
の
制
作
活
動
を
方
向
付
け
る
強
力
な
要
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
作
家
達
が
初
め
か
ら
平
面
作
品
に
取
り
組
ん
で
い

た
の
に
対
し
、
こ
の
立
体
欄
作
の
経
験
と
い
う
も
の
が
、
応
挙
の
絵
画
思
想
に
影
響
を
与
え
、
三
次
元
表
現
へ
の
開
拓
へ
と
つ
な
が
っ
て

行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
次
元
と
い
う
平
面
の
中
に
三
次
元
を
描
き
出
す
。
あ
る
い
は
三
次
元
の
景
物
を
二
次
元
に
処
理
し
て
描
く
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
二

次
元
か
ら
三
次
元
、
三
次
元
か
ら
二
次
発
と
い
う
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
が
絵
画
の
宿
命
で
あ
る
。
こ
の
応
挙
の
三
次
元
表
現
へ

の
試
み
は
、
解
釈
二
年
（
一
七
六
五
）
に
描
か
れ
た
「
雪
中
松
図
」
（
図
7
4
）
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
松
は
単
に
輪
郭
線

で
扁
平
に
形
ど
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
端
に
は
隈
が
施
さ
れ
、
立
体
と
し
て
丸
い
幹
の
ヴ
ォ
リ
ュ
…
ム
を
持
つ
と
共
に
、
松
の
太

い
幹
は
画
面
奥
へ
と
傾
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
分
か
り
易
い
よ
う
に
松
の
幹
に
施
さ
れ
た
陰
影
や
筆
致
を
追
っ
て
、
傾
き
に
対
し
て
直
角



　
　
に
幹
を
輪
切
り
に
し
て
み
る
（
図
7
5
）
。
地
面
と
垂
直
な
面
を
仮
定
し
、
松
の
こ
の
面
に
接
し
て
い
る
点
を
P
と
す
れ
ば
、
輪
切
り
に
し
て

　
　
出
来
た
円
の
傾
き
か
ら
、
幹
の
上
部
で
は
P
点
ま
で
奥
に
傾
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
P
点
か
ら
P
点
ま
で
の
巾
分
、
松

　
　
は
奥
に
傾
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
応
挙
以
前
の
作
最
と
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
松
は
そ
れ
ま
で
は
、
傾
く
と
す
れ
ば

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
右
か
左
か
と
い
う
、
画
面
平
面
上
で
の
左
右
の
傾
斜
で
し
か
な
く
、
画
面
奥
に
向
っ
て
傾
き
三
次
元
空
間
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
な

　
　
か
っ
た
の
で
あ
る
（
図
7
6
・
7
7
）
。

　
　
　
若
い
頃
の
人
形
制
作
を
通
し
て
の
、
景
物
の
立
体
と
し
て
の
把
握
や
三
次
元
へ
の
意
識
の
芽
生
え
と
共
に
、
こ
の
玩
具
屋
時
代
の
応

　
　
挙
が
強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
に
「
浮
絵
」
が
あ
る
。
浮
絵
と
は
当
時
流
行
し
た
覗
機
械
（
図
7
8
・
7
9
）
を
使
い
、
レ
ン
ズ
を
通
し
て
見

　
　
る
絵
画
の
こ
と
で
、
透
視
図
法
や
陰
影
法
を
使
っ
た
エ
ッ
チ
ン
グ
の
作
品
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入
っ
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
一
度
中
国
で
輸

　
　
入
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
中
国
製
の
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
り
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
浮
世
絵
版
画
と
比
べ
、

　
　
こ
う
し
た
絵
の
持
つ
空
間
構
成
は
、
絵
が
立
体
的
に
見
え
る
、
浮
い
て
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
「
浮
絵
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
日
本
版

　
　
も
制
作
さ
れ
て
大
い
に
流
行
し
て
い
た
。
十
代
後
半
に
応
挙
も
こ
の
「
浮
絵
」
一
「
眼
鏡
絵
」
と
も
言
う
が
一
の
制
作
を
手
掛
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
三
次
元
表
現
へ
の
関
心
は
、
更
に
、
透
視
図
法
や
、
モ
チ
ー
フ
の
回
り
を
取
り
囲
む
空
間
ご
と
の
把
握
へ
と
広
が
っ
て
行
く
（
図
8
0
・
8
1
）
。

　
　
応
挙
が
こ
の
時
点
で
透
視
図
法
を
理
論
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
の
作
贔
に
は
、
は
っ
き
り
と
一

　
　
点
透
視
図
法
（
図
8
2
）
、
二
点
透
視
図
法
（
図
8
3
）
の
原
理
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
透
視
図
法
と
い
う
画
面
構
成
へ
の
留
意
だ
け
で
な

　
　
く
、
遠
近
表
現
と
し
て
有
効
な
、
大
小
差
遠
近
法
（
図
8
4
）
、
明
度
差
遠
近
法
（
図
8
5
）
、
鮮
明
度
遠
近
法
（
図
8
6
）
を
注
意
深
く
正
確
に
使

　
　
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
　
　
我
々
は
外
界
の
物
を
見
る
時
、
百
メ
ー
ト
ル
先
に
生
え
て
い
る
松
で
も
数
セ
ン
チ
の
大
き
さ
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
な
い
。
経
験
上
、

　
　
そ
れ
が
数
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
で
あ
っ
て
、
距
離
が
離
れ
て
い
る
か
ら
小
さ
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の

　
　
観
念
の
中
に
あ
る
松
は
常
に
同
じ
数
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
想
像
画
に
お
い
て
は
、
画
家
は
白
い
画
面
平
面
へ
、
こ
こ
に
は
何
が

992　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

あ
っ
て
、
こ
こ
は
ど
う
で
あ
る
と
、
こ
の
観
念
の
み
で
描
い
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
訳
で
、
画
中
の
景
物
の
大
き
さ
が
、
現
実
空
間
の
中

の
大
き
さ
と
食
い
違
い
、
爾
家
の
意
識
の
注
が
れ
た
も
の
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
り
、
遠
近
が
あ
る
の
に
大
き
さ
が
等
し
か
っ
た
り
、
絵

地
図
の
よ
う
に
現
実
の
視
覚
と
は
異
な
る
状
態
に
描
か
れ
た
り
す
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
大
和
絵
の
山
水
図
も
、
室
町
期
の
水
墨
山

水
図
も
、
ほ
ぼ
こ
の
観
念
画
に
属
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
応
挙
は
画
中
の
景
物
の
大
小
差
を
、
遠
近
に
即
し
て
ほ
ぼ
正
確
に
表
わ
し
て
お

り
、
常
に
外
界
を
観
察
し
た
、
観
念
画
に
対
す
る
観
察
画
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
視
覚
と
い
う
の
は
暖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
実
の
遠
近
に
よ
る
大
き
さ
の
比
較
と
い
う
の
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
も
の

で
あ
る
。
遠
く
に
い
る
人
物
の
大
き
さ
は
、
濁
の
前
の
人
物
の
手
の
平
の
長
さ
し
が
な
く
て
も
、
人
間
の
大
き
さ
と
い
う
観
念
に
引
き
づ

ら
れ
て
、
つ
い
つ
い
大
き
く
描
い
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
（
図
8
7
）
。
油
絵
を
描
く
時
に
手
を
伸
ば
し
、
片
目
を
閉
じ
て
筆
の
軸
に
対
象
と

な
る
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
を
計
り
、
比
較
す
べ
き
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
と
の
チ
ェ
ッ
ク
を
繰
り
返
す
の
は
、
こ
の
人
士
の
曖
昧
な
視
覚
を

カ
ヴ
ァ
ー
す
る
為
で
あ
る
。
視
点
を
一
ケ
所
に
固
定
し
た
ま
ま
で
同
時
に
比
較
す
る
も
の
を
見
な
い
こ
と
に
は
、
こ
の
爾
面
平
面
上
の
大

き
さ
の
関
係
は
計
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
景
物
が
遠
近
に
即
し
て
画
面
上
に
占
め
る
べ
き
大
き
さ
の
正
確
な
決
定
は
な
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
応
挙
の
絵
が
一
点
透
視
図
法
あ
る
い
は
二
点
透
視
図
法
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
し
っ
か
り
と
視
点
を
固
定
し
て
い
た
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
外
界
を
そ
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
た
証
拠
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
視
点
を
一
点
に
固
定
す
る
こ
と
が
三
次
元
全
問
把
握
の
ま
ず
第
一
の
基
本
条
件
で
あ
り
、
画
面
の
中
に
統
一
し
た
空
面

描
写
を
行
な
う
元
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
応
挙
は
若
く
し
て
、
立
体
制
作
の
経
験
か
ら
、
モ
チ
ー
フ
を
見
る
時
、
そ
の
形
体
を
決
定
し
て

い
る
基
本
講
造
を
つ
か
む
と
い
う
姿
勢
を
身
に
つ
け
て
、
立
体
と
し
て
の
把
握
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
「
浮
絵
」
に
携
わ
る
内
に
透

視
図
法
に
触
れ
、
そ
れ
ま
で
多
視
点
で
描
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
絵
画
に
対
し
て
、
一
つ
に
固
定
し
た
視
点
（
一
固
定
視
点
）
か
ら
の

三
次
元
描
写
に
厨
覚
め
る
。
又
、
中
国
画
等
か
ら
立
体
表
現
に
適
し
た
隈
の
入
れ
方
を
熱
心
に
研
究
し
、
ほ
と
ん
ど
油
絵
の
描
法
に
近
い

よ
う
な
面
取
り
描
写
や
、
墨
を
重
ね
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
作
る
、
立
体
的
な
ヴ
ォ
リ
ュ
…
ム
表
現
へ
と
進
ん
で
行
く
（
図
8
8
）
。
こ
う
し
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た
、
触
覚
的
と
も
言
え
る
臨
場
感
の
あ
る
描
写
は
、
次
に
は
、
室
内
空
間
一
つ
ま
り
現
実
の
三
次
元
空
間
と
画
面
平
面
の
中
に
描
か
れ

　
　
た
空
間
と
の
融
合
と
い
う
大
き
な
挑
戦
へ
と
応
挙
を
駆
立
て
て
行
く
。

　
　
　
図
8
9
は
応
挙
の
筆
に
な
る
金
刀
身
羅
宮
表
書
院
の
襖
絵
で
あ
る
が
、
コ
ー
ナ
ー
に
は
巧
み
な
構
成
が
見
ら
れ
、
実
際
に
は
直
角
に
交
っ

　
　
て
い
る
二
つ
の
平
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
り
に
柱
や
畳
の
面
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
図
9
0
の
上
下
二
本
の
線
を
引
い
た
内
側

　
　
だ
け
を
見
て
も
分
か
る
様
に
、
同
一
空
間
と
見
違
う
程
に
計
算
さ
れ
尽
し
た
、
統
一
あ
る
三
次
元
空
間
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
直

　
　
角
に
交
わ
る
二
つ
の
襖
面
は
、
単
に
絵
づ
ら
が
続
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
風
景
の
地
形
と
し
て
の
構
造
や
三
次
元
性
へ

　
　
の
配
慮
が
見
ら
れ
（
図
9
1
）
、
基
準
と
な
る
画
の
中
の
底
面
の
傾
斜
角
度
の
統
一
な
ど
、
一
方
の
襖
面
と
そ
れ
に
対
し
直
角
に
交
る
も
う
一

　
　
方
の
襖
面
、
こ
の
二
つ
の
襖
面
の
画
中
空
間
を
一
つ
に
規
定
し
た
空
間
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
応
挙
の
若
い
頃
の
襖
絵
に
も
既
に
そ
う

　
　
し
た
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
が
（
図
9
2
）
、
晩
年
の
こ
の
金
刀
比
羅
宮
表
書
院
の
襖
絵
で
は
更
に
高
度
な
域
に
達
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ど

　
　
の
方
向
も
ま
る
で
ガ
ラ
ス
張
り
の
部
屋
か
ら
外
界
を
見
る
よ
う
に
、
襖
平
面
と
し
て
、
見
る
老
の
視
線
を
遮
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
無
理
の

　
　
な
い
連
続
し
た
地
形
と
し
て
観
照
者
を
そ
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
絵
の
中
の
底
面
が
観
照
者
の
居
る
畳
面
一
つ
ま
り
現
実
の
底
面

　
　
一
へ
と
つ
な
が
り
、
画
面
内
空
間
と
現
実
空
間
が
一
体
と
な
っ
て
、
観
照
者
は
狭
い
室
内
空
間
の
中
に
居
る
の
で
は
な
く
、
描
か
れ
て
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い
る
画
面
内
空
間
に
接
続
し
て
い
る
空
間
に
位
置
し
、
又
、
そ
の
室
内
南
進
が
次
の
画
面
内
空
間
へ
の
接
続
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

　
　
て
観
照
者
は
自
分
を
取
り
囲
む
広
い
画
中
の
風
景
の
一
部
に
居
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

　
　
　
応
挙
の
人
物
図
に
於
い
て
は
、
線
描
と
い
う
二
次
元
描
法
を
主
体
と
し
た
中
で
の
無
理
の
な
い
三
次
元
性
の
主
張
が
為
さ
れ
、
二
次
元

　
　
と
い
う
平
面
に
張
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
な
方
向
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
三
次
元
と
し
て
二
次
元
の
絵
画
平
面
を
打
ち
破
っ
て

　
　
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
処
理
が
為
さ
れ
て
い
た
。
二
次
元
で
あ
り
な
が
ら
三
次
元
性
を
持
ち
、
三
次
元
性
を
持
ち
な
が
ら
二
次
元
性

　
　
を
破
壊
し
な
い
と
い
う
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
人
物
図
か
ら
、
応
挙
は
最
後
に
は
、
こ
の
金
刀
比
羅
宮
表
書
院
山
水
図
の
よ
う
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に
、
画
面
平
面
と
い
う
物
で
遮
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
現
実
空
間
と
の
融
合
空
間
を
生
み
嵐
す
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
三
次
元
を

謝　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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3
　
こ
次
元
に
処
理
す
る
一
つ
ま
り
、
現
実
の
立
体
物
、
空
間
を
平
面
上
に
描
く
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
全
く
発
想
を
転
換
し
、
二
次
元
に
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三
次
元
を
生
み
出
す
一
つ
ま
り
画
面
平
面
の
中
に
三
次
元
空
間
を
出
現
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
事
へ
の
、
応
挙
の
三
次
元
追
求
の
長
い

　
　
旅
が
こ
こ
に
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

三
　
絵
画
表
現
の
背
景

　
さ
て
、
爲
本
絵
画
史
に
お
け
る
三
次
元
表
現
の
推
移
を
、
全
体
を
通
し
て
み
て
く
る
と
、
ど
の
時
代
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
絵
具
を
使
用
し
、

似
か
よ
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
使
う
と
い
う
、
ほ
ぼ
同
じ
条
件
で
あ
り
な
が
ら
、
三
次
元
表
現
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
幾
つ
か
の
大
き
な
農

開
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
三
次
元
と
い
う
認
識
の
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
素
朴
な
表
現
（
図
4
）
、
視
点
が
薗
中
に
あ
る
開
成

（
図
2
4
）
、
宗
教
画
に
見
る
神
秘
的
な
多
重
空
問
（
図
2
1
）
、
線
描
と
い
う
二
次
元
性
の
強
い
描
法
の
中
の
動
き
（
図
5
6
）
、
装
飾
性
の
強
い

張
り
つ
い
た
よ
う
な
平
面
的
表
現
（
図
6
0
）
、
逆
遠
近
法
（
図
2
8
）
、
中
国
の
三
遠
法
の
使
用
等
に
よ
る
独
特
の
空
間
構
成
（
図
3
5
）
、
写
実

意
識
の
芽
生
え
、
そ
し
て
現
実
空
間
と
の
融
合
（
図
8
9
）
。
こ
う
し
た
幾
つ
も
の
絵
画
の
流
れ
と
展
開
は
ど
う
し
て
起
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
今
回
は
三
次
元
表
現
と
い
う
点
か
ら
見
て
き
た
が
、
こ
れ
は
、
装
飾
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
必
ず
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

る
。
ど
の
時
代
も
、
ほ
ぼ
同
じ
顔
料
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
油
絵
具
と
日
本
画
の
絵
具
の
違
い
等
と
い
う
材
料
上
の
特
性
の
差
異
の
為

に
、
こ
う
し
た
表
現
の
違
い
が
で
て
く
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
衰
現
の
違
い
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
作

　
　
ヘ
　
　
　
へ

品
の
窩
的
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
宗
教
画
で
あ
る
の
か
、
室
内
装
飾
を
駕
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
肖
像
爾
と
い
う
、

似
せ
る
こ
と
に
注
意
を
注
い
だ
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
眼
鏡
絵
」
と
い
う
特
殊
な
用
途
の
為
で
あ
る
の
か
一
と
い
う
、
こ
う
し
た

作
品
の
使
わ
れ
る
目
的
の
違
い
に
よ
っ
て
も
表
現
は
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
襖
絵
」
、
即
ち
室
内
空
間
を
間
仕
切
る
、
建
築

物
の
一
部
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
た
作
品
だ
け
を
見
て
も
、
金
箔
地
に
濃
彩
を
施
し
た
平
面
的
装
飾
性
の
強
い
も
の
（
図
9
3
）
か
ら
、
無



　
　
限
定
空
間
表
現
に
よ
る
も
の
（
図
9
4
）
、
あ
る
い
は
現
実
空
間
と
の
融
合
を
目
ざ
し
た
応
挙
の
作
品
（
図
8
9
）
に
至
る
ま
で
、
実
に
さ
ま
ざ

　
　
ま
で
あ
る
。
琳
派
の
秋
草
の
襖
（
図
9
5
）
と
、
例
え
ば
使
用
目
的
の
違
う
着
物
に
施
さ
れ
た
秋
草
文
様
（
図
9
6
）
と
に
は
作
風
の
共
通
性

　
　
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
例
が
他
に
も
数
々
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
（
図
9
7
・
9
8
）
、
使
用
目
的
の
違
い
は
、
大
き
さ
や
形
体
、
形
式
な
ど
、

　
　
作
品
制
作
に
あ
る
制
約
を
与
え
は
し
て
も
、
作
品
表
現
ま
で
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
今
こ
こ
に
掲
げ
た
襖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
や
着
物
、
屏
風
や
硯
箱
も
同
じ
江
戸
時
代
の
琳
派
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
時
代
と
い
う
も
の
が
、
絵
画
表
現
を
あ
る
形
に
形
成
す

　
　
る
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
確
か
に
、
今
回
の
よ
う
に
作
品
全
体
を
各
時
代
を
通
し
て
見
て
く
る
と
、
時
代
に
よ
る
大
き
な
流
れ
と
展
開
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
日
本
絵
画
史
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
流
派
あ
る
い
は
流
行
と
い
う
形
を
取
っ
て
栄
え
、
又
、
衰
退
し
て
行
く
が
、
こ
の
よ
う
に
一

　
　
定
期
間
、
類
似
し
た
表
現
が
続
く
と
い
う
現
象
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
流
派
形
成
に
当
っ
て
は
、
そ
の
初

　
　
期
の
段
階
に
必
ず
｝
、
こ
の
力
あ
る
作
家
の
登
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
作
家
の
完
成
し
た
作
品
表
現
を
、
「
作
風
を
習
う
」
、
つ
ま
り
作
品
表
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現
の
形
式
を
、
書
法
を
習
う
よ
う
に
ま
ね
る
と
い
う
形
で
受
け
つ
い
で
行
く
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
初
期
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た

　
　
一
つ
の
表
現
へ
の
試
み
は
、
そ
の
展
開
は
様
々
で
色
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
に
し
ろ
、
次
の
新
し
い
表
現
形
式
に
と
っ
て
代
わ
る
ま
で
、
そ
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の
時
代
の
流
行
と
し
て
継
続
す
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
る
形
で
の
作
品
表
現
を
一
定
期
間
持
続
さ
せ
、
流
行
さ
せ
る
そ
の
原
動
力
と
な
る
も

　
　
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
例
え
ば
、
豪
奢
な
障
壁
画
（
図
9
9
）
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
が
描
か
れ
た
時
代
、
そ
の
障
壁
画
が
施
さ
れ
た

　
　
城
や
寺
院
、
邸
宅
を
所
有
し
て
い
た
武
士
は
、
政
治
力
、
財
力
の
全
て
を
手
中
に
収
め
て
お
り
、
そ
う
し
た
権
力
を
誇
示
し
た
い
と
い
う

　
　
欲
求
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
欲
求
、
依
頼
者
側
の
ニ
ー
ズ
が
、
こ
の
豪
奢
な
絵
画
表
現
形
式
を
支
え
る
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
こ
こ
で
た
と
え
制
作
者
側
が
淡
く
枯
れ
た
表
現
（
図
鵬
）
に
し
た
．
い
、
と
考
え
て
も
、
城
郭
の
謁
見
の
問
に
そ
う
し
た
表
現
を
こ
の
時
代

　
　
の
必
然
的
ニ
ー
ズ
が
許
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
に
カ
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
武
士
で
あ
れ
ば
武
士
の
、
町
人
で
あ
れ
ば
町
人

　
　
の
、
そ
の
価
値
感
や
好
み
、
欲
求
に
適
合
し
た
表
現
が
必
然
的
に
流
行
す
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
応
挙
の
登
場
す
る
江
戸
時
代
中
期
は
、

鵬　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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折
m
学
研
一
華
　
婚
四
五
｝
日
五
十
山
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

享
保
の
改
革
の
後
を
受
け
た
、
田
沼
意
次
の
時
代
で
あ
っ
た
。
政
治
経
済
政
策
的
に
は
幕
藩
体
制
内
部
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
に
揺
れ
た
時

代
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
元
禄
時
代
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
程
に
活
気
に
あ
ふ
れ
、
町
人
が
そ
の
力
を
増
し
て
き
た
時
代
で

あ
っ
た
。
唐
船
、
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
船
と
の
交
易
を
通
し
て
海
外
か
ら
の
文
物
も
豊
富
に
持
ち
来
た
ら
さ
れ
、
刺
激
に
あ
ふ
れ
、
大
衆

も
や
っ
と
生
活
に
余
裕
が
で
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
が
、
人
々
に
新
し
い
知
識
へ
と
飼
を
向
け
さ
せ
、
そ
う

し
た
も
の
を
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
作
り
出
し
て
い
た
。
応
挙
の
新
し
い
三
次
元
表
現
へ
の
試
み
や
写
実
表
現
が
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
も
、
社
会
の
、
新
し
い
刺
激
を
求
め
る
体
制
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
表
現
が
認
め
ら
れ
、
発
展
す
る
に
は
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
社
会
の
基
盤
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
江
戸
時
代
中
期
の
自
由
な
、
知
識
欲
旺
盛
で
活
気
に
満
ち
た
時
代
に
、
ど
の
よ
う
な
絵
画
表
現
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
か
、
二
、
三
毘
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
図
餅
は
曽
我
会
陰
の
作
贔
で
あ
る
。
応
挙
の
絵
画
表
現
に
反
発
し
、
「
図
が
欲
し
け
れ
ば
応
挙
に
頼
め
、
絵
が
ほ
し
け
れ
ば
自
分
の
所

へ
来
い
」
と
豪
語
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
平
明
で
晶
の
良
い
応
習
作
晶
に
対
し
、
ア
ク
の
強
い
、
耀
性
的
な
筆
法
で
画
面
狭
し
と
暴
れ
園

っ
て
い
る
。

　
図
魏
は
伊
藤
若
神
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
写
生
派
の
祖
と
い
わ
れ
る
応
挙
の
写
実
主
義
に
対
し
、
主
感
的
な
装
飾
性
の
強
い
独

創
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
図
鵬
は
池
大
雅
の
襖
絵
の
一
部
で
あ
る
。
透
視
図
法
を
用
い
て
爾
面
内
に
三
次
元
空
樽
の
出
現
を
ね
ら
っ
た
応
挙
と
は
、
風
景
へ
の
取

り
組
み
方
そ
の
も
の
が
違
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
新
し
い
刺
激
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
江
戸
中
期
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
た

夕
風
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
陶
じ
時
代
に
活
躍
し
た
画
家
の
作
品
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
意
外
に
も
絵
画
表
現
に
何
ら
の

共
通
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
海
外
か
ら
の
新
し
い
三
次
元
空
問
の
知
識
、
一
点
透
視
図
法
が
入
っ
て
き
て
い
て
も
、
彼
等
に
と



　
　
っ
て
は
眼
中
に
も
入
ら
ぬ
問
題
外
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
の
基
本
立
体
構
造
等
お
か
ま
い
な
し
の
瀟
白
、
鶏
の
形
体
を

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
写
し
と
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
好
み
に
鶏
の
方
を
変
え
て
し
ま
う
若
沖
。
同
じ
時
代
に
活
躍
し
て
い
て
も
写
実
と
い
う
考
え
方
は
、
応

　
　
挙
に
し
か
芽
生
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
こ
こ
に
一
つ
の
応
挙
の
作
品
が
あ
る
（
図
鵬
）
。
そ
の
触
覚
的
と
も
言
え
る
量
感
あ
る
岩
塊
の
表
現
、
三
次
元
的
空
間
表
現
の
巧
み
さ
は
、

　
　
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
次
に
蕪
村
の
作
品
（
写
影
）
で
あ
る
が
、
両
者
を
比
較
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
全
く
同
一
の
構
図
、
モ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
ー
フ
の
作
品
で
、
両
者
は
同
じ
中
国
画
を
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
模
写
し
た
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
に
し
た
の
は
全
く
同
一
の
作
手

　
　
で
あ
り
な
が
ら
、
応
挙
の
目
を
通
す
と
右
（
図
廻
）
の
よ
う
に
な
り
、
蕪
村
の
目
を
通
す
と
左
（
図
塒
）
の
よ
う
に
な
る
訳
で
あ
る
。
こ
の

　
　
よ
う
に
、
全
く
同
一
の
も
の
を
見
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
っ
た
作
品
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
三
次
元
的
表
現
に
関
心
を
注
い

　
　
で
い
る
応
挙
は
、
中
国
画
の
中
の
そ
う
い
っ
た
部
分
を
見
逃
す
こ
と
な
く
拾
い
、
筆
法
に
関
心
の
あ
る
蕪
村
は
、
三
次
元
性
や
グ
ラ
デ
ー

　
　
シ
ョ
ソ
に
は
注
意
を
払
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
筆
致
を
追
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
同
一
の
も
の
に
接
し
て
も
、
そ
の
中

　
　
か
ら
拾
い
出
す
も
の
は
、
画
家
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
れ
は
画
家
が
作
品
に
何
を
表
現
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
、
制
作
に
関
し
ど
う

　
　
い
う
事
を
目
指
し
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
と
い
う
、
画
家
の
絵
画
に
対
す
る
思
想
が
大
き
く
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え

　
　
ば
、
応
挙
が
三
次
元
表
現
に
挑
戦
し
た
こ
の
同
じ
時
代
に
、
得
よ
う
と
思
え
ば
得
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画
に
三
次
元
表
現
の
必

　
　
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
瀟
白
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
知
識
は
得
る
必
要
も
な
い
こ
と
、
無
益
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
絵
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
に
対
す
る
思
想
と
は
、
「
絵
画
と
は
あ
く
ま
で
絵
で
あ
り
、
大
胆
な
筆
さ
ば
き
を
見
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
絵
画
表
現
が
出
現
す
る
背
景
に
は
、
ま
ず
画
家
の
強
い
絵
画
思
想
が
あ
る
。
そ
う
し
て
出
来
上
っ
た
作
品
が
そ
の

　
　
時
代
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た
時
、
そ
の
表
現
は
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
、
発
展
し
、
一
つ
の
流
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
江
戸
中
期

　
　
と
い
う
時
代
が
、
あ
の
よ
う
に
活
気
に
あ
ふ
れ
、
自
由
な
、
新
し
い
知
識
に
満
ち
た
時
代
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
円
山
応
挙
は
生
ま
れ
な

　
　
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
又
、
も
し
応
挙
が
絵
画
制
作
の
姿
勢
と
し
て
三
次
元
性
の
追
求
、
写
実
主
義
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
な

053　
　
　
　
　
　
日
本
絵
画
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
薫
五
十
⊥
ハ
繭
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

〇6
3
　
ら
ば
、
日
本
画
の
近
代
化
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
海
外
か
ら
の
知
識
を
得
な
が
ら
も
、
　
一
方
で
日
本
画
の
伝
統
を
守
り

　
　
通
し
、
そ
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
応
挙
の
絵
画
表
現
に
出
合
う
こ
と
で
、
こ
の
、
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
写
実
と
空
間
の
問
題
、

　
　
即
ち
、
三
次
元
表
現
の
追
求
も
、
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
〔
筆
者
後
記
〕
本
稿
に
お
け
る
作
図
、
図
解
、
並
び
に
技
法
分
析
は
、
本
田
正
子
（
日
本
美
術
院
研
究
会
員
）
が
担
当
し
た
。

　
　
　
な
ほ
、
本
稿
は
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
三
日
、
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
講
演
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
本
論
で
使
用
し
た
挿
図
は
全
て
既
存
の
出
版
物
よ
り
複
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
数
に
及
ん
だ
た
め
、
い
ち
い
ち
そ
の
書
名
を
断
ら
な
か
っ
た
が

　
　
関
係
図
書
並
び
に
関
係
者
に
対
し
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
注

　
　
　
（
1
）
　
拙
稿
「
円
山
応
挙
の
山
水
画
に
つ
い
て
」
（
『
美
術
史
』
、
第
百
二
十
冊
）
参
照
。

　
　
　
（
2
）
　
拙
稿
「
円
山
応
挙
の
人
物
図
に
関
す
る
↓
考
察
一
そ
の
制
作
過
程
を
中
心
と
し
て
一
」
（
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
『
研

　
　
　
　
　
究
個
祀
要
』
、
　
第
六
傑
写
）
参
招
酬
。

　
　
　
（
3
）
　
拙
稿
「
応
挙
と
蕪
村
の
交
友
」
（
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
『
研
究
紀
要
』
、
第
九
号
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
さ
さ
き
・
じ
ょ
う
へ
い
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
美
学
美
術
史
学
〕
助
教
授
）
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六
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図4　竹原古墳壁画

舗
製

図6　彦根屏風 井伊家資料保存会
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，驚甲羅
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欄
翁
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懸
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　　San　Marco，　Firenze
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1塾擁．・趨

　　　　　．『．バ鑑
　　　監灘唖

　　　　　　十

図8　面取描法（作例レモン） 図7　岩絵具定着断面図：重い粒子が下に沈む

乙

図10日本画制作状態（作画姿勢） 図9　日本画に多い線的描法

図
1
2
　
遠
近
の
非
認
識
に
よ
る
並
置
描
法
型

図
1
1
　
玉
虫
厨
子
扉
絵

　
　
　
六
二

（
捨
身
飼
虎
図
）

法
隆
寺



図
1
3
　
法
隆
寺
金
堂
壁
画
（
釈
迦
浄
土
図
）

図
1
5
　
高
松
塚
古
墳
壁
画

羅
瀦

纏

E．t

臓灘鎌塾

図
1
7
　
大
威
徳
明
王
像
（
五
大
尊
像
の
内
）
教
王
護
国
寺

図14重なりによる遠近表現要素の図解

図
1
6
　
底
面
認
識
に
よ
る
表
現
要
素
の
図
解

図
1
8
　
宝
楼
閣
曼
茶
羅
図
　
ブ
リ
ア
美
術
館
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国
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図20　（右）底面の統一がある場合

　　　（左）床面と蓮池の底面が不統一な場合

、

図19大小差遠近法＝（右）使用している場合

　　　　　　　　　（左）使用していない場合

図22山水屏風 京都国立博物館

図
2
4
　
山
越
阿
弥
陀
図

禅
林
寺

図21当麻曼茶羅図 禅林寺

図
2
3
　
馬
頭
観
音
像

六
四

　
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
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図26信貴山縁起絵巻（第2巻部分）　　朝護孫子寺

図
2
5
　
逆
遠
近
法
型

図28源氏物語絵巻（桐木） 徳川黎明会

旨き秘義、：籏1華1、

妻
「多

層
」

．，姦lr藩

f“a

@綴
　　　　　甥編‘

図
2
7
称
名
寺
絵
図
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The　Problem　of　Space　and　Realism　in　Japanese　Painting

by　Johei　Sasaki

Assoclate　Professor　of

Aesthetics　and　Art　History，

Faculty　of　Letters，

Kyoto　University

　　In　Western　painting　the　conception　and　technique　for　the　expression

of　space　and　the　description　of　solid　form　developed　early．　During　the

Renaissance，　works　which　gave　the　effect　of　realism　appeared．　However，

if　one　traces　the　origins　of　painting　and　juxtaposes　the　same　motifs

from　Western　and　Japanese　eave　paintings，　it　will　be　found　that　both

began　from　fiat　images．　How　is　it　that　such　differences　arose　that

resulted　in　flat　images　in　Japanese　painting　and　spatial　expressions　in

Western　painting？

　　First，　there　are　the　differences　of　materials．　ln　Western　painting，

binding　agents　such　as　oil　were　very　good　for　the　manipulation　of

pigments，　allowing　colors　to　be　easily　mixed．　They　were　therefore

good　materials　to　render　the　expression　of　space　and　solid　form．　ln

Japanese　painting，　on　the　other　hand，　where　finely　ground　mineral

pigments　were　applied　by　brush，　and　ink　was　absorbed　into　paper，　the

materials　lent　themselves　to　flat　expressions．

　　However，　more　than　this　disparity　of　materials，　there　was　a　basic　differen

ce　in　the　conception　of　space　between　Japan　and　the　West．　ln　contrast

to　the　rational　Western　conception　of　space　as　represented　by　one－po三nt

perspective，　an　original　conception　of　space　arose　in　Japan．　Though　it

may　seem　strange　to　the　modern　eye，　inverse　perspective　and　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



multiple　perspectiv’e　of　Buddhist　painting　were　used．

　　In　this　paper，　I　will　trace　the　evidence　of　the　expression　of　space

and　realism　through　the　history　of　Japanese　painting　to　the　mid－Edo

period　painter　Maruyama　Okyo．　lt　was　through　his　successful　rendering

of　modern　space，　derived　from　his　revlval　of　sketchlng　from　life，

that　the　curtain　of　Japanese　art　was　opened　to　great　developments．

　　La　th60rie　du　jugement　chez　Descartes

Sur　le　jugement　de　1’entendement　dans　“Regulae”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Takashi　Kurata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etudiant　en　recherches

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　1’Universite　de　KyotQ

　　Il　y　a　une　lnd6niab！e　diff6rence　entre　la　th60rie　du　jugement　que

Descartes　d6veloppe　dans　“Regu！ae”　et　celle　dans　“Meditationes”　et

“Principia”．　Dans　“！y（ledltationes”　et　“Principia”，　le　jugement，　qui　consiste

a　affirmer　ou　nier　ce　que　1’entendement　pr6sente，　est　un　acte　de　la

volont6．　Mais　dans　“Regulae，”　il　est　attribue　a　1’eRtendement　qui　a　line

autre　facult6　de　connaissance．　Qtt’est－ce　qui　a　caus6　cette　difference？

Certes，　”Regulae”　a　et6　6crit　par　le　jeune　Descartes　qui　n’a　pas　encore

approfondi　sa　propre　philosophie，　mais　ce］a　ne　repond　pas　suffisamment

2　cette　question．　Dans　ce　traite，　je　voudrais　trouver　une　des　r6ponses　a

cette　question　en　faisant　ressortir　¢e　qui　suggere　dans　“Regulae”　le

passage　du　jugement　de　1’entendement　a　celui　de　la　volont6．

　　D’abord，　j’examine　cornment　Yentendement　connait　la　v6rite．　Selon

Descartes，　1’eRtendement　connalt，　par　1’intuition　distincte　et　indubitable，

les　natures　simp！es，　c’est－2－dire　les　elements　’rninimums　qu’on　peut

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4


