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The implication of "Siren" 

The lotus has been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its 

flower is pure and innocent, and gives the feeling of loneliness and silence after it is withered 

Chiba is where ancient lotus was discovered and its life was reinstated. Coincidentally, the Chiba 

City Museum of Art is located on a street made by reclaiming the lotus field called Lotus Pond 

(Hasu-ike) in ancient times. Siren has the same phonetic expression as Siren in Greek mythology 
who lured mariners to their destruction. The name of the bulletin was decided with the intention 

to weave the beautiaes of both present and ancient times as if harvesting the lotus and to discuss 

the arts \\'hich lure us like a Siren 

採
蓮
の
い
わ
れ

Chiba City Museum of Art 

蓮
は
古
来
の
画
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
画
は
多
い
。

そ

の
花
は
消
浄
無
垢、

ま
た
枯
れ
て
は
寂
塞
の
情
を
も
た
ら
す。

千
葉
は
古
代
蓮
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町

で
あ
り、

奇
し
く
も
千
葉
市
美
術
館
は
古
に
は
蓮
池（
は
す
い

け）
と
呼
ば
れ
蓮
の
源
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

華
街
に
位
四
す
る。

音
通
す
る
s
ir
e
n
は
美
声
を
し
て
船
乗
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
海
の
精
と
い
う。

蓮

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ、

妖
梢
の
如
く
人
を
魅
惑

す
る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
ぺ
く
本
誌
の
題
を
定
め
た。

千
葉
市
美
術
館



と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
も
の
で
あ
る。

い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
と
い
う
予
測
を
立
て、

平
家
語
り

体
が、

そ
れ
を
享
受
す
る
側
の
状
況
を
示
す
内
容
を
持
っ
て

の
か
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
見
て
ゆ
く。

そ
し
て
本
作
品
自

く、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
何
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

容
の
分
析
と
し
て、

ス
ト
ー
リ
ー
の
把
握
と
い

う
だ
け
で
な

か
に
し
が
た
い

面
が
あ
る。

景
観
や
風
俗
な
ど
を
描
い
た
も

品
の
場
合、

の
で
な
い、

特
に
「
物
語
絵」
で
こ
の
よ
う
な
条
件
に
あ
る
作

孤
立
し
た
作
と
し
て
そ
こ
で
検
討
が
終
わ
っ

て

し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た。

本
稿
で
は、

ま
ず
描
か
れ
た
内

も
の
で
あ
り、

し
か
も
筆
者
の
系
統
な
ど
に
つ
い
て
も
明
ら

千
葉
市
美
術
館
蔵
「
木
曽
義
仲
合
戦
図
屏
風
」
（
図
ー、

註
1)

は、

『
平
家
物
語j
の
中
か
ら、

木
曽
義
仲
の
特
に
合
戦
に
ま
つ
わ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
た
屏
風
で
あ
る。

本
図
に
は、

例
え

ば
制
作
事
情
を
示
す
よ
う
な
文
字
史
料
は
見
つ
か
っ
て
お
ら

ず、

ま
た、

後
述
す
る
よ
う
に
図
様
に
あ
ま
り
類
例
が
な
い

は
じ
め
に

「
木
曽
義
仲
合
戦
図
屏
風
」
を
め
ぐ
っ
て

「
木
曽
義
仲
合
戦
図
屏
風
」
の
概
要

「
木
曽
義
仲
合
戦
図
屏
風」
（
以
下、

館
蔵
本
と
称
す）
に
描
か

れ
た
物
語
は、

屏
風
の
向
か
っ
て
右
隻
右
上
よ
り、

頼
朝
と

の
和
睦
の
た
め
義
仲
の
十
一

歳
の
嫡
子
を
人
質
に
差
し
出
す

「
清
水
冠
者」
（
巻
七）
（
註
2)、

琵
琶
の
名
手
平
経
正
が
戦
勝
祈

願
に
神
前
で
秘
曲
を
奏
で
る
「
竹
生
島
詣」
（
巻
七）、

右
隻
右

下
へ

進
ん
で、

義
仲
勢
の
火
打
城
を
内
通
を
得
て
平
家
軍
が

攻
め
込
む
「
火
打
合
戦」
（
巻
七）
、

義
仲
の
文
官
覚
明
が
戦
勝

祈
願
の
願
文
を
書
く
「
願
書」
（
巻
七）
、

義
仲
軍
が
大
勝
利
を

お
さ
め
る
「
倶
利
伽
羅
落」
（
巻
七）、

合
戦
後
の
首
実
検
で
平

実
盛
の
白
髪
染
め
を
落
と
し
て
一

同
涙
す
る
「
真
盛」
（
巻
七）、

左
隻
右
上
か
ら
左
方
へ
、

義
仲
軍
に
よ
る
法
皇
の
法
性
寺
殿

の
焼
き
討
ち、

逃
げ
る
法
皇
方
の
兵
士
が
味
方
に
誤
っ
て
石

打
ち
さ
れ
る
と
こ
ろ、

頼
資
が
逃
げ
る
途
上
で
衣
服
を
は
が

れ
笑
い
者
に
な
る
と
こ
ろ
の
三
場
面
を
描
い
た
「
鼓
判
官
」
（
巻

八）、

義
仲
追
討
の
途
上、

佐
々
木
四
郎
高
綱
が
梶
原
景
季

を
出
し
抜
き
先
陣
の
功
を
得
る
「
宇
治
川
先
陣
」
（
巻
九）、

そ

し
て
左
隻
の
下
半
分
を
大
き
く
占
め
て
「
木
曽
最
期」
（
巻
九）

[
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で
あ
る。

右
よ
り、

義
仲
と
そ
の
乳
母
子
で
義
仲
四
天
王
と

い
わ
れ
た
今
井
兼
平
と
の
再
会、

主
従
五
騎
に
な
る
ま
で
の

戦
い、

義
仲
に
別
れ
を
告
げ
ら
れ
た
巴
御
前
の
品
期
の
紫
闘、

兼
平
が
義
仲
に
自
害
を
即
す
る
と
こ
ろ、

防
戦
す
る
兼
平、

そ

し
て
深
田
に
は
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
射
ら
れ
た
義
仲
の
死、

液

平
が
太
刀
の
先
を
口
に
含
ん
で
馬
よ
り
落
ち
る
自
害
の
場
面

と
な
っ
て
い
る。

金
地
金
芸
が
交
錯
し、

直
層
的
な
空
間
が
作
ら
れ
て
い
る

の
が
ま
ず
目
に
飛
ぴ
込
ん
で
く
る。

こ
の
金
芸
と
上
破
や
木
々

に
よ
っ
て
巧
み
に
場
を
仕
切
り、

そ
こ
へ
各
場
而
が
ゆ
っ
た

り
と
配
訳
さ
れ
て
い
る。

地
面
と
転
化
し
な
が
ら
な
だ
ら
か

に
画
面
を
横
切
る
金
雲
に、

視
線
が
次
々
に
導
か
れ、

義
仲

の
一
代
記
を
無
理
な
く
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る。
「
木

泊
願
杏」
か
ら「
倶
利
伽
羅
藩」
に
至
る
楊
面
転
換
の
自
然
な
流

れ、

同
様
に「
鼓
判
官」
や「
木
m"
最
期」
の
よ
う
な
一
連
の
活

の
展
開
を
つ
か
ず
離
れ
ず
に
は
め
込
む
手
腕
は
な
か
な
か
の

も
の
で
あ
る。

そ
う
し
た
画
面
構
成
か
ら、

例
え
ば
谷
底
を

見
下
ろ
す
義
仲
勢
の
勝
者
と
し
て
の
雰
囲
気、

巴
が
最
後
の

誓
闘
を
し
て
義
仲
か
ら
離
れ
て
お
ち
て
ゆ
く
方
向
性、

状
況

が
一
刻一
刻
進
み
つ
い
に
死
に
至
っ
て
し
ま
う
展
開、

等
、々

伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
多
い
。
「
竹
生
島
詣」
が
上
方
に
金
雲

を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
し
て
描
か
れ、

人
物
が
非
常
に
小
さ

い
の
も、

義
仲
勢
の
動
き
か
ら
一
段
別
の
位
窟
に
あ
る
場
面

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る。

竹
生
島
は、

ま
ず
右
の
方
に

全
体
像
が
二
つ
の
盛
り
上
が
り
の
あ
る
岩
山
の
形
で
示
さ
れ、

さ
れ
た
例
と
し
て
は、

桃
山
時
代
の「
保
元
平
治
物
語
図
屏

屎」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
災
術
館
蔵）
の
エ
房(
11
4)、

江
戸
初
期

の
「
一
の
谷・
屋
恥
合
戦
図
屏
風」（
誓
願
寺
蔵）
や「一
の
谷
屋

島・
壇
ノ
浦
合
戦
図
屏
風」（
出
光
芙
術
館
蔵）
を
手
が
け
た
エ

房（
註
5)、
「
戦
国
合
戦
図
屏
風」（
富
山
県、

個
人
蔵）
の
エ

房（
註
6)、
「
一
の
谷・
吊
島
合
戦
図
屏
風」（
天
其
寺
蔵）
の
エ

房(
tt
7)、

金
平
本
の
挿
絵
に
よ
く
似
た
寛
文
期
の「
源
平
合
戦

図
屏
風」（
大
英
博
物
館
蔵）
の
t
房
な
ど
が
あ
る
が、

館
蔵
本

は
明
ら
か
に
そ
の
い
ず
れ
と
も
奥
な
る
様
式
を
持
っ
て
い
る。

し
か
し、

平
家
絵（
特
に「
一
の
谷・
屋
島
合
戦
図
屏
風」）
の
初

期
的
な
図
様
を
持
つ
屏
風
絵
の
作
例
と
比
較
し
て
み
る
な
ら

ば、

館
蔵
本
の
松
な
ど
の
木
や（
図
2)
炎
の
表
現、

人
物
の
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
や
手
を
反
り
返
ら
せ
て
走
る
姿
な
ど
の
ポ
ー

ズ（
図
3)、

金
芸
の
形
や
金
地
と
交
錯
し
な
が
ら
走
る
全
体
的

な
構
成、

軍
勢
の
大
き
さ
な
ど
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
取
り
扱
い
方

等
、々

埼
玉
県
立
博
物
館
蔵「
一
の
谷・
屋
島
合
戦
図
屏
風」

の
中
に
そ
の
基
本
形
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ、

最
も
作

風
を
似
通
わ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

埼
玉
県
博
本
は、

岩

組
や「
伎
を
左
右
に
振
っ
た
ひ
ょ
ろ
長
い
松
樹」
の
表
現
に
狩

野
光
信
系
の
影
響
が
指
摘
さ
れ、

狩
野
派
に
よ
る
元
和
年
間

（
一
六
一
五
ー
ニ
三）
頃
の
作
と
さ
れ
る
が（
註
8)、

館
蔵
本
と

比
ぺ
る
と
人
物
表
現
な
ど
よ
り
精
彩
で
か
な
り
手
が
よ
い
こ

と
が
改
め
て
確
認
で
き
る。

館
蔵
本
の
人
物
に
は
閃
が
正
面

に
持
ち
上
が
っ
た
滑
稽
な
頻
貌
や、

唇
に
朱
が
入
っ
た
者
も

描
か
れ
る
こ
と、

上
瞼
を
曲
線
で
湛
く
引
き
瞼
が
厚
ぽ
っ
た

二
]

そ
し
て
海
か
ら
切
り
立
っ
た
岸
壁
の
あ
る
島
に
小
舟
で
到
粁

し
た
と
い
う
風
栴
が
描
か
れ
る。

金
も
多
用
さ
れ、
一
種
神
々

し
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
表
現
さ
れ
て
い
る。

近
世
の
合
戦
図
に
は
し
ば
し
ば「
平
治
物
語
絵
巻」
が
参
照

さ
れ、

組
討
つ
侍
の
姿
が
名
も
な
い
脇
役
の
武
士
に
も
繰
り

返
し
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
兒
う
け
ら
れ
る（
註
3)。

し
か
し

館
蔵
本
に
は
確
実
に
そ
れ
と
判
明
す
る
よ
う
な
型
は
み
ら
れ

な
い
。

本
図
の
合
戦
の
場
面
は
み
な、

侍
た
ち
が
集
団
で
押

し
寄
せ
た
り
逃
げ
ま
ど
っ
た
り
し
て
お
り、

左
隻
下
中
央
の

楊
面
で、

巴
が
恩
田
八
郎
の
首
を
ね
じ
切
る
っ
と
つ
か
み‘

兼

平
が
太
刀
で
甲
に
斬
り
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
以
外、

目
立
っ

た
戦
闘
の
形
は
な
く、

組
み
合
っ
て
争
う
姿
や
首
を
掻
い
た

り
血
が
流
れ
た
り
と
い
う
生
々
し
い
戦
い
を
あ
ら
わ
さ
な
い

の
は
特
徴
の
ー
つ
で
あ
る。

合
戦
瑞
面
の
軍
勢
が
な
だ
れ
込
ん
で
い
く
勢
い
の
あ
る
部

分
と、

合
戦
前
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
部
分
の
殺
急
取
り
合
わ

せ
の
パ
ラ
ン
ス
も
よ
く、

全
体
と
し
て
も
見
応
え
の
あ
る
巧

み
な
大
画
面
の
構
成
を
示
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
館
蔵
本
に
は、

残
念
な
が
ら
絵
の
筆
者
や
制

作
年
代
を
確
定
的
に
で
き
る
有
効
な
材
料
は
な
い
。

近
世
初

期
の
無
名
の
「
町
絵
師」
作
と
い
わ
れ
る
作
品
群
を
様
式
的
に

類
似
す
る
も
の
を
グ
ル
ー
プ
化
し．
「
エ
房」
の
輪
郭
を
明
ら

か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
は、

主
に、

洛
中
洛
外
図、

江

戸
図、

邸
内
遊
楽
図、

四
条
河
原
遊
楽
図
な
ど
の
画
題
別
に

行
わ
れ
は
じ
め
て
い
る。

合
戦
図
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
指
摘

い
点
な
ど
に
独
特
の
特
徴
が
あ
る
も
の
の、

時
期
的
に
も
関

係
と
し
て
も
そ
う
述
く
離
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る。以

上
の
よ
う
な
検
討
や
画
面
全
体
の
調
子
な
ど
か
ら、

江

戸
時
代
初
期、

寛
永
年
間（
一
六
二
四
ー
四
四）
頃
の、

合
戦

凶
及
ぴ
合
戦
風
俗
図
を
得
怠
と
す
る
絵
師(
11
9)
に
よ
る
作
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

木
竹
義
仲
を
主
題
と
す
る
絵
画

で
は、

館
蔵
本
は、

現
存
す
る
平
家
物
語
関
連
や
木印＂
義
仲

を
主
題
と
す
る
絵
画
の
中
で、

ど
の
よ
う
な
位
沼
を
占
め
て

い
る
の
だ
ろ
う
か。

「
平
家
物
話」
の
絵
画
と
い
え
ば、

屏
風
絵
が
多
い（
註
10)。

そ
れ
ら
は、

H

原
平
合
戦
の
諸
相
を
大
観
的
に
描
い
た
屏
風、

口

物
語
の
各
巻
か
ら
一
場
面
ず
つ
と
い
う
よ
う
に
任
意
の

数
楊
而
に
よ
り
構
成
す
る
屏
風

曰

「
那
須
与
こ
ゃ「
字
治
川
先
陣」
な
ど
の
よ
う
に
一
、

ニ

楊
而
を
取
り
ヒ
げ
大
き
く
描
く
料
風、

の
よ
う
に
分
類
で
き
る。

屏
風
絵
以
外
に
は、

四

物
語
の
全
体
を
描
く
絵
巻、

扇
面
画、

絵
本
や
絵
入
版

本
な
ど、

が
あ
る
が

現
存
す
る
完
本
の
作
品
に
江
戸
時
代
初
期
以
前

に
遡
る
も
の
は
な
い（
註
11)。

埓
王
県
博
本

館
蔵
本

図
2

埼
玉
県
博
本
（
左）、

館
蔵
本
（
右）

館
蔵
本



明
暦
初
年
頃
か（
註
16)

こ
の
中
で
は
ま
ず、
日
の
う
ち一
の
谷
塩
島
合
戦
を
描
い

た
も
の
が
多
数
派
を
占
め
る。
そ
れ
に
次
い
で
国
口
で
あ
る

が、
こ
う
し
た
中
で．
森
仲
関
連
の
活
が
描
か
れ
た
江
戸
時

代�旧
半
ま
で
の
絵
圃
と
し
て
現
在
ま
で
に
知
IJ
得
た
作
例
は、

「
平
家
物
語
図
押
絵
貼
財
風」

六
曲一
災

神
奈
川
県
立

歴
史
博
物
館
li
，士
町
時
代
後
期

「

閉ぇ
物
語
図
屁
邑

八
曲一
杖

個
人
蔵

江
戸
時
代

前
期（
註
12)

「
間氷
物
謡

宇
治
川
先
釉・
木
杓＂収
期（
巴
御
前）
図
峠

風」

六
曲一
以

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ・
ア
ジ
ア
芙
術
館

蔵

江
戸
時
代
ト
ヒ
世
紀
後
期(
lt
13)

故
谷
川
td
秋
箪「
平
家
物
話

＊
mu
糾に3．
丈
盛
最
期
図
畔

風」

六
曲一
災

個
人
蔵

江
戸
時
代
前
期(
lt
14
)

住
占
如
慶
咽「
木
杓
物
語
絵
巻」

三
巻

江
戸
時
代
初
期(
lt
15
)

古
浄
瑠
璃
iE
*「
き
そ
物
か
た
リj

t"
館
蔵

出
光
美
術
館
蔵

版
本一
冊

尺
理
図

で
あ
り（
註
17
)、
そ
の
ほ
か
に
四
の
作
例
の
中
に
も
数
場
面
が

ふ
く
ま
れ
る。
義
仲
ヒ
題
の
作
品
は、
江
戸
時
代
中
期
以
降

に
な
る
と
浮
世
絵
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る(
II
18)
も
の
の、
そ

れ
以
前
で
は、
中
家
絵
全
体
か
ら
み
れ
ば
こ
の
よ
う
に
け
し

て
多
い
と
は
g
え
な
い
の
で
あ
る。

前
二
者
の、
神
奈
川
凩
立
歴
史
博
物
館
蔵
本
と、
個
人
蔵

本
は（
図4)、
口
に
該
当
す
る
作
例
で、
い
ず
れ
も「
倶
利
伽
羅

浴」
を
取
リ
卜
げ
て
い
る。
し
か
し、
曲
名
は
主
に
合
戦
場
而

布
の
肝
凪
も、
「
木mu
顧t"」
の
段
で
は
此
明
が
願It"
を
品
み

ト
げ
る
と
こ
ろ
を、
「
実
盛
抽
期」
の
段
で
は
丈
盛
が
行
を
斬

ら
れ
る
と
こ
ろ
も
描
く
な
ど、
内
容
も
館
蔵
本
と
は
少
し
遠

う
局
面
を
描
き、
エ
ヒ
ソ
ー
ド
の
中
心
人
物
以
外
の
侍
た
ち

も
主
役
と
同
じ
調
子
で
に
ぎ
や
か
に
描
か
れ
る。
ち
な
み
に、

両
段
と
も
揺
曲
化
も
さ
れ
て
い
る
付
名
な
場
面
で
あ
る。

住
占
如
戻
下
の
絵
巻
と
占
浄
瑠
璃
正
本
の「
き
そ
物
か
た
り．一

は
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
だ
が、

後
述
す
る
よ
う
に
い

ず
れ
も
筏
仲
の
入
洛
以
後
の
版
間
を
描
き、
「
fi禾
物
品』
を

も
と
に
成
立
し
た
新
し
い
テ
ク
ス
ト
で
iE
u
さ
れ
る。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と、
館
蔵
本
は
殺
仲
の
合
戦
に

ま
つ
わ
る
場
面
を
心
澁
的
に
果
め
た
構
成
と
な
っ
て
お
り、
全

体
で一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
語
ら
れ
て
い
る
珍
し
い
作
例

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る。
義
仲
が
主
題
と
い
う
点
の
み

な
ら
ず、
こ
の
よ
う
に
数
場
面
を
人
観
的
に
描
き、
そ
の
氏

積
でー
つ
の
テ
ー
マ
を
ぷ
す
平
家
絵
の
大
画
面
の
作
例
は、
日

の
う
ち
一
の
谷・
屋
島
合
戦
図
の
初
期
的
な
図
様
の
屏
風
や

「
安
徳

尺＂山粒
起
絵」（
赤
間
神
宮
蔵）
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
r

「
中
家
物
語j
の
本
文
で
は
確
か
に、
義
仲
は
巻
七
か
ら
巻

九
に
お
け
る
主
役
級
の
存
在
で
あ
る
が、
そ
こ
に
は
様
々
な

人
物
に
つ
い
て
句
が
lt
て
ら
れ
次
々
に
語
ら
れ
て
お
り．
殺

仲
の
み
が
取
リ
ヒ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。
で
は、
館

蔵
本
が
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
の
は
何
に
依
拠
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か。
そ
の
検
討
に
は
ま
ず「
平
家
物屯叩」
の
本
文
と

ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
を
探
っ
て
み

こ
、。
t
,̀
 

館
蔵
本
の
描ャょ
内
容
に
つ
い
て
の
検
討

を
取
り
ヒ
げ
た
作
品、

後
者
は
物
品
の
ト
ニ
巻
の
各
巻
か
ら

一
図
ず
つ
を
選
ぴ
二
閑
ず
つ
卜
下
に
配
沼
し
た
作
品
で、
他

の
堪
面
と
の
内
容
上
の
脈
格
は
現
在
の
と
こ
ろ
特
に
見
い
だ

せ
な
い。

い
ず
れ
も
館

後
二
名
の
屏
風
は
回
に
該
当
す
る
作
例
で、

蔵
本
に
含
ま
れ
る
役
を
取
り
L
げ
て
い
る
が、
凶
様
は
尖
な

る。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ・
ア
ジ
ア
美
術
館
蔵
本
に
は
義
仲
の

姿
は
登
場
し
な
い
が、
片
災
に
は「
木
杓
始
期」
の
段
の、
義

仲
に
別
れ
を
内
げ
ら
れ
た
巴
御
前
が
投
仲
に
故
後
の
9
姿
を

見
せ
よ
う
と
戦
う
と
こ
ろ
が
描
か
れ、
左
に
粟
津
が
屎
の
松

と
上
方
に
薄
氷
の
張
っ
た
深
rll
を
描
い
て、
そ
こ
で
仙
期
を

遂
げ
た
義
仲
の
こ
と
が
暗．
ホ
さ
れ
て
い
る。
義
仲
追
討
の
途

ヒ
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
絵
画
化
の
例
が
非
常
に
多
い「
宇

治
川
合
戦」
の
図
で
あ
る
が`

本
図
の
よ
う
な
両
駿
の
取
り^
＂

わ
せ
に
よ
っ
て、
そ
れ
が
殺
仲
に
ま
つ
わ
る
と
い
う
こ
と
が

ボ
さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
な
い。
巴
御
前
は
息
IU
八
郎
を
つ

か
ん
で
引
き
浴
と
し
鞍
の
前
輪
に
押
し
つ
け
て
竹
を
ね
じ
切

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が、
館
蔵
本
で
は
そ
の
前
段
陪

馬
を
押
し
並へ
て
馬
上
で
組
み
合
う
局
面
が
描
か
れ
て
い
る。

も
う
片
災
の「
宇
治
川
先
陣」
は、
館
蔵
本
と
同
じ
く
梶
原
が

腹
帯
を
締
め
れ
す
場
面
で
あ
り、
他
に
も
伺
じ
屈
而
を
描
く

例
は
多
い（
註
19)。
し
か
し
館
蔵
本
で
は
そ
の
梶
原
が
す
で
に

川
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
珍
し
い。
『
ギ
家
物
語j
の
テ
ク

ス
ト
に
は
は
っ
き
り
と
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
に
b
拘
わ
ら
ず、

他
の
作
例
と
児
な
る
鮮
釈
が
示
さ
れ
て
い
る。
長
谷
川
に
秋

周
知
の
よ
う
に一
平
家
物
語」
に
は
多
く
の
奥
本
が
伝
わ
り、
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
や
必
現
の
特
府
を
持
っ
て
お
り、
そ
の
諸
本

直^
は、
国
文
学
に
は
あ
つ
い
研
究
蓄
積
が
あ
る。
ま
た、
江

戸
初
期
に
至
る
ま
で
に
多
く
の
平i永
物
の
芸
能
も
生
ま
れ
て

い
る。
こ
れ
ま
で．
IJ
に「
平
家
絵」
とtり
わ
れ
て
い
る
が、
画

家
が
参
照
し
た
の
は
平
家
物
語
の
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。
そ

こ
に
圃
題
を
求
め
る
絵
画
に
お
い
て
は、
そ
れ
は
制
作
の
現

場
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る。

点
本
は
K
き
く、
ぷ
み
本
系（
あ
る
い
は
広
本
系、
非
当
追

系
と
も。
四
部
合
戦
状
本、
「
源
平
闘
評
録」、
南
都
本、
延

炭
本、
長
門
本、
「
iij
平
盛
哀
記l
な
ど）
と
品
リ
系（
あ
る
い

は
略
本
系、
中ー
道
系
と
も。
一
方
流
の
立一
本、
葉，ャ
ト
行

本`

近
世
の
版
本
に
発
し
た
流
布
本
な
ど
と、
『八
坂
系
の
屋

代
木、
H·
下＇
旬
本、
版
木
の
中
欧
本
な
ど）
に
二
分
さ
れ
て

い
る。
描
か
れ
た
内
容
を
総
合
す
る
と、
結
論
か
ら
述
ぺ
れ

は、
館
蔵
本
は
語
り
系
の一
方
流
諸
本、
す
な
わ
ち、
南
北

朝
期
の一
方
流
の
琵
包
法
師
共一
が
定
め
た
底
本
を
も
と
と

す
る
品
本
と
の
関
係
が
深
い
と
言
え
る（
に
20)。

例
え
ば、
右
災
上
部
に
描
か
れ
て
い
る「
竹
生
島
品」
の
段

は、
本
来
別
個
の
独
立
し
た
説
話
か
ら
語
り
物
の一
句
と
し

て
作
ら
れ
た
部
分
と
名J
え
ら
れ
て
お
リ、
品
み
本
系
の
延
慶

図4
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本、

長
門
本、

四
部
合
戦
状
本
に
は
み
ら
れ
な
い
話
で
あ
る。

語
リ
本
の
中
で
も、
八
坂
系
の
屋
代
本
や
平
松
家
本
で
は
別

紙
扱
い
と
し、

百
二
十
句
本
の
中
に
は
義
仲
の
合
戦
と
は
別

の
部
分
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
本
も
あ
る。

描
か
れ
た
動
作
や
細
か
い
描
写
に
も、

諸
本
の
記
述
の
遠

い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

「
木m"
最
期」
の
部
分
を
例
に
取
れ
ば`

館
蔵
本
に
描
か
れ

た
よ
う
に、

義
仲
と
兼
平
が
馬
か
ら
降
り
て
手
を
取
り
合
っ

て
再
会
を
＃
ぴ（
図
5)、
‘
上
府
の
弱
行
を
聞
い
て
兼
平
が
馬
を

飛
ぴ
降
り
て
義
仲
を
励
ま
し
て
自
力
を
即
し`

殺
仲
が
馬
も

ろ
と
も
深
田
に
め
り
込
み、

馬
の
頭
も
兄
え
な
く
な
っ
た、

と

い
う
要
索
を
み
た
す
記
述
を
す
る
の
は、

語
り
系
の
一
方
流

諸
本
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る（
註
21)。
こ
の
時
の
義
仲
が、

大

将
渾
に
の
み
許
さ
れ
た
最
も
晴
れ
が
ま
し
い
装
束
で
あ
っ
た

こ
と
は、

物
語
中
で
は
い
ず
れ
も
最
も
理
想
的
な
定
刑
よ
現

を
と
っ
て
語
ら
れ
て
い
る(
tt
22
)。
こ
の
場
面
で
義
仲
を
ど
の

よ
う
に
図
中
に
捜
す
か
と
い
え
ば、

葦
毛
の
馬、

赤
地
の
直

垂

鍬
形
の
甲、

い
か
も
の
つ
く
り
の
太
刀
の
特
に
虎
皮
の

尻
鞘
で
あ
り、

そ
れ
ら
は
館
蔵
本
に
お
い
て
筏
仲
の
目
印
と

な
る
大
切
な
要
素
で
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て
諸
本
の
記
述
を

比
較
す
る
と、
「
源
平
盛
哀
記』
は
最
も
筒
単
な
記
述
で
太
刀

や
甲、

弓`

馬
に
つ
い
て
は
触
れ
ず、

延
慶
本
は
甲
を「
白
星

ノ
甲」
と
し、

八
坂
系
の
百
二
十
句
本
は
甲
に
触
れ
て
い
な
い

中
で、
一
方
系
諸
本
の
み
が
そ
の
す
ぺ
て
を
記
述
し
て
い
る

の
で
あ
る(
11
23)。
さ
ら
に、

同
じ
く
装
束
に
つ
い
て
語
ら
れ

哀
記」
第
二
十
九「
砺
波
山
合
戦
の
小」
に
の
み
記
さ
れ
て
い
て

打
名
な
火
牛
攻
め（
中
の
角
に
松
明
を
つ
け
る）
の
描
写
が
み

ら
れ
る。
ち
な
み
に
浮
世
絵
に
は
圧
倒
的
に
こ
の
火
牛
を
描

く
も
の
が
多
く`

現
在
の
倶
利
伽
羅
谷
に
も
松
明
を
つ
け
た

牛
の
像
が
設
笛
さ
れ
て
い
る。
し
か
し
館
蔵
本
に
は
こ
れ
を

描
か
な
い。

詞
密
が
流
布
本
系
統
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る

林
原
美
術
館
蔵
絵
巻
と
ペ
ル
リ
ン
東
洋
芙
術
餡
蔵
扇
面
に
は

や
は
り
描
か
れ
て
い
な
い（
註
24)。
こ
れ
は
明
ら
か
に
画
家
が

参
照
し
た
宍
料
の
違
い
に
よ
る
現
象
で
あ
ろ
う（
註
25)。

他
に
も、

兼
平
と
の
再
会
の
場
面
で（
図
5)
旗
を
巻
い
て
い

る
の
は
戦
慈
が
な
い
こ
と
を
示
す
大
切
な
要
索
で
あ
る
し、

そ

の
と
き
巴
も
そ
こ
に
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
や、

義
仲
が

液
平
の
手
を
取
っ
た
り、

兼
乎
が
馬
か
ら
降
り
て
義
仲
を
励

ま
す
な
ど
と
い
う
感
動
的
で
印
象
深
い
仕
阜、

兼
平
が
太
刀

を
抜
い
て
斬
っ
て
廻
っ
て
主
石
が
自
害
を
遂
げ
る
た
め
に
防

戦
す
る
こ
と
な
ど（
図
8)、

館
蔵
本
の
第
者
が
特
に
取
り
上
げ

て
描
き
出
し
た
そ
の
要
索
が
こ
と
ご
と
く「
源
平
盛
哀
記」
に

は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（
註
26
)。

巴
に
つ
い
て
一
段

立
て
て
長
い
記
述
を
す
る
の
と
比
ぺ
る
と
概
し
て
簡
単
な
表

視
に
終
わ
っ
て
お
り、

能
蔵
本
で「
木m"
最
期」
の
顧
末
が
大

き
な
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
て
念
入
り
に
描
か
れ
た
の
と
は、

哭

な
る
態
度
だ
と
い
え
よ
う。
成
立
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し、

ち

ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
版
本
が
刊
行
さ
れ、

最
も
流
布
し
た
ニ

本
で
あ
る一
方
系
の
流
布
本
と「
源
平
盛
衰
記」
で
あ
る
が、

館

蔵
本
が
後
れ
に
依
拠
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

る「
顧
苫」
の
共
明
に
つ
い
て
も
み
て
み
れ
ば、
一
方
流
諸
本

で
は
甲
を
脱
い
で
ぶ
紐
に
か
け
て（
背
中
に
背
Jt
っ
て）
顛
古

を
内
い
た
と
し
て
お
り、

館
蔵
本
に
は
そ
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る（
図
6)。
と
こ
ろ
が、

説
み
本
系
諸
本
は
首
T
頭
巾
を

か
ぷ
っ
て
い
た
と
す
る
し、

八
坂
系
諸
本
で
は
そ
れ
に
触
れ

て
い
な
い
も
の
が
多
い。
ま
た、
「
鼓
判
官」
の
段
に
衣
服
を

は
ぎ
取
ら
れ
た
頼
衰
に
性
窯
法
師
が
衣
を
脱
い
で
打
ち
か
け

て
や
る
が
両
者
の
姿
が
修
め
で
笑
わ
れ
る
と
い
う
場
而
が
あ

リ、

餡
蔵
本
に
は
合
戦
場
面
の
中
に
あ
っ
て
一
種
呉
様
な
雰

囲
気
を
醸
し
出
し
な
が
ら
そ
の
絵
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が、
八

坂
系
の
屋
代
本
に
は
そ
の
叙
述
自
体
を
欠
き、

百
二
十
句
本

で
は
頼
査
が「
楳」
だ
っ
た
と
の
語
は
出
ず、
一
方
流
の
覚一

本
や「
兵
楳」
と
ま
で
強
調
さ
れ
た
流
布
本
で
の
こ
の
部
分
の

叙
述
と
比
べ
る
と`

短
く
あ
っ
さ
り
と
話
が
終
わ
っ
て
い
る。

説
み
本
系
の
延
変
本
や『
源
平
盛
哀
記I
で
は、

店
柑
f
さ
え

失
っ
た
と
述
ぺ
ら
れ
て
お
リ（
四
部
合
戦
状
本
は
欠
巻）、

絵

は
こ
れ
に
オ
盾
す
る。

説
み
本
系
の
中
で
も、

記
述
が
ボ
細
か
く
て
長
く、

語
り

系
諸
本
に
も
な
い
話
や
注
釈・
考
証
的
な
記
事
も
多
数
含
ま
れ

て
い
る『
源
平
盛
哀
記」
は、

近
枇・
近
代
に
よ
く
戒
ま
れ、

近

枇
初
期
に
fll
行
も
さ
れ
た、

江
戸
時
代
の
絵
画
と
の
関
係
も

深
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る。

実
際、

平
家
絵
の
中
に
も「
淵
平
盛

衰
己
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
作
品
も
あ
る。

例
え

ば、

前
出
の
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵「
平
家
物
語
図
押

絵
貼
屏
風」
の「
倶
利
伽
羅
落」
の
場
而
で
は（
図
7)、
「
源
平
盛

も
ち
ろ
ん、

絵
が
た
だ
―
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
対
応
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し、

絵
は
時
に

文
脈
ま
で
超
え
て
も
先
行
す
る
絵
か
ら
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
も

の
で
あ
る。

し
か
し
例
え
ば
既
述
の
よ
う
に
先
行
作
品
が
多

い「
宇
治
川
先
陣」
で、

腹
帯
を
締
め
直
す
ポ
ー
ズ
を
し
て
黒

色
の
馬
11
摺
墨
に
乗
る
景
季
と
み
ら
れ
る
武
者
が、

す
で
に

川
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う、

先
行
図
様
の
利
用
の
み
で

は
生
ま
れ
褐
な
い
要
索
が
含
ま
れ
る。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん、

例

え
ば
文
中
に
は
な
い
が
兼
平
が
松
原
の
方
を
指
さ
す
仕
草
な

ど、

絵
な
ら
で
は
の
表
現
も
あ
る。

先
行
図
様
自
体
が
少
な

く
と
も
現
存
作
品
中
に
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
こ
と
か

ら
も、

依
拠
し
た
も
の
か
ら
新
た
に
惧
厖
に
因
様
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
作
品
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(
It
27)。

以
上
の
よ
う
に、

館
蔵
本
の
絵
は、

絵
の
描
き
方
か
ら
す

れ
ば
や
や
慈
外
に
思
わ
れ
る
ほ
ど、

内
容
的
に
は
か
な
り
細

か
い
部
分
ま
で
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
と
い
え
る。
そ
し
て、

そ

れ
は
語
り
系、

な
か
で
も一
方
系
諸
本
の
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る(
It
28)。

絵
の
節
者
が
括
の
内
容
の
ど
の
部
分

に
ど
こ
ま
で
注
目
し、

ど
ん
な
動
作
を
画
中
人
物
に
と
ら
せ

て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
と、

そ
の
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
依
拠
ぷ

り
は、

手
元
に
資
料
と
し
て
本
が
あ
っ
た
に
し
て
も、

内
容

を
熟
知
し
た
人
物
に
よ
る
よ
ほ
ど
細
か
い
絵
様
の
指
示
が
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
る。
し
た
が

っ
て
こ
の
よ
う
に
一
方
系
の
内
容
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
制
作
の
現
場
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り、

依
穎
主
も
し

図
6

図
5
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[
四]

話
り
と
絵

く
は
仲
介
行、

あ
る
い
は
画
家
の
周
り
に
あ
っ
た
人
的、

物

的
系
統
を
指
し
示
し
て
い
る
と
KJ
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。

館
蔵
本
の
内
容
が
依
拠
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
明
ら
か
に
な

っ
た
と
し
て、

し
か
し
な
が
ら
前
述
の
よ
う
に、

そ
の
テ
ク

ス
ト
の
該
f
部
分
は
義
仲
の
み
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く、

様
々
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
ド
ラ
マ
が
次
々
に
記
さ

れ
て
い
る。

で
は、

江
戸
時
代
初
期
当
時、

こ
の
よ
つ
に、

物

語
の
中
か
ら
義
仲
に
焦
点
を
絞
っ
て
抜
き
出
す
視
点
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か。

江
戸
時
代
初
期
ま
で
に
盛
行
し
た
平
家
物
の
文
学、

諸
芸

能
の
中
に
は、

謡
曲
の
「
木
曽
顛
苫」、

幸
若
舞
曲
の「
木
曽
願

ItLo」
も
あ
る
が
(

11

29
)、

そ
の
よ
う
に
物
語
の
一

段
か
ら
で
は
な

く
全
体
か
ら
義
仲
の
話
を
多
く
抜
き
出
し
た
作
品
と
し
て
注

□
さ
れ
る
の
が、

住
吉
如
炭
領「
木
灼
物
語
絵
巻」
三
巻（
出
光

美
術
館
蔵）
と
古
浄
瑠
璃
の
「
き
そ
物
か
た
り」
で
あ
る。

絵
巻
は、

投
仲
の
入
洛
後
か
ら
品
期
ま
で
を
描
い
た
も
の

で、

詞
It"
の
本
文
は
「
平
家
物
語」
の
流
布
本
を
基
本
に
編
集

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(

11

30
)。

詞
啓
笙
者
や
作
成
名、

制
作
の

事
情
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が、

下
巻
に
「
住
吉
内
記
等」

の
署
名
と
各
巻
に「
上
左」
「
広
通」
の
印
が
あ
り、

絵
は、

住

吉
如
氏
が
党
文
元
年（
一

六
六
一
）
に
剃
髪
し
て
如
炭
の
号
を

賜
り
法
橋
に
叙
さ
れ
る
以
前
の
作
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る。

図
様
に
直
接
的
な
関
連
性
は
み
ら
れ
な
い
が、
「
鼓
判
官」
の

法
性
寺
殿
攻
め、

石
打
ち（
図
9)、

頼
資、
「
木
沿
最
期」
の
兼

こ
の
よ
う
な
義
仲
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
祝
点
は、

一

ガ

系
語
り
本
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か。

そ
の

視
点
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ、

絵
画
化
に
至
っ
た
と
推

測
で
き
る
の
だ
ろ
う
か。

語
リ
系
諸
本
に
描
か
れ
て
い
る
殺
仲
像
は
明
る
く、

天
兵

爛
漫
な
野
人
の
像
が
作
リ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う（
註
32)。

他

の
本
で
は
他
の
侍
の
活
躍
と
し
て
描
く
と
こ
ろ
を
そ
れ
は
義

仲
の
指
図
に
よ
る
と
す
る
な
ど
つ
と
め
て
義
仲
を
前
面
に
押

し
出
し、

合
戦
を
筏
仲
の
み
に
焦
点
を
し
ぽ
っ
て
報
道
的
に

で
な
く
具
体
的
に
再
現
し
て
み
せ、
「
義
仲
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
と
英
雄
性
の
強
調
が
い
ち
じ
る
し
い
」
と
い
う
の
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
新
し
い
英
雄
像
は、

語
り
系
諸
本
の
中
で
し
叙

廿
的
な
151
代
本
よ
り
共
一

本
の
ほ
う
が
さ
ら
に
明
確
な
も
の

に
育
っ
て
い
る
と
い
う。

そ
し
て
一

方
系
の
党
一

本
と
流
布

本
を
比
ぺ
れ
ば、

流
布
本
の
方
が
さ
ら
に
名
調
子
で
饒
舌
で

あ
る。こ

れ
ま
で
比
較
し
て
き
た
語
リ
系
の
諸
本
と
い
う
の
は、
「
語

リ
系」
と
い
っ
て
も．

そ
の
通
り
そ
ら
ん
じ
た
語
り
の
台
本
の

よ
う
な
も
の
と
言
う
よ
り
は、

語
る
際
の
典
拠
と
さ
れ
た
も

の
で、

実
際
の
語
リ
は
も
っ
と
生
成
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ソ
ク
な

流
動
を
し
て
お
り、

聴
衆
や
場
に
応
じ
て
い
く
つ
も
の
浙
昭

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
与
え
ら
れ
て
き
て
い

る（
註
33
)。

中
世
に
は
全
巻
ま
た
は
任
窓
の
一

巻
の
通
し
語
り

平
と
の
再
全
か
ら
義
仲
の
最
期
ま
で
の
各
部
分
が、

館
蔵
本

と
同
じ
場
面
を
描
い
て
い
る。

本
図
に
は
下
絵
が
残
っ
て
お

り、

如
炭
の
基
準
作
と
し
て
も
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
が、

そ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
と
し
た
く、

こ
こ
で
注
目
す
る
の

は、

館
蔵
本
と
お
そ
ら
く
あ
ま
り
違
わ
な
い
時
期
に
義
仲
を

主
題
と
し
て
創
造
さ
れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

ー

ガ、

古
浄
瑠
璃
の
「
き
そ
物
か
た
り』
は、
『
平
家
物
語j

や
「
源
平
盛
哀
記j
な
ど
が
参
照
さ
れ
た
も
の
で
(

11

31
)、

両
者

に
は
で
て
こ
な
い
鈴
木
三
郎
と
亀
井
六
郎
の
活
躍
を
軸
に
し

て
い
る
新
た
な
趣
向
の
作
品
だ
が、

義
仲
都
人
り（
義
仲
勢
の

洛
中
狼
藉）
か
ら
義
仲
の
死
ま
で
を
扱
い、

そ
の
点
は
絵
巻
と

ほ
ぼ
共
通
す
る。

正
本
は
明
暦（
一

六
五
五
ー
五
七）
初
年
頃

の
江
戸
版
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る。

こ
の
古
浄
瑠
璃
に
つ
い

て
も
作
者
な
ど
は
不
明
だ
が、

一

般
に
古
浄
瑠
璃
は
す
で
に

存
在
し
て
い
た
語
り
を
利
用
し
て
舞
台
化
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る。

そ
し
て
正
本
が
刊
行
さ
れ
る
前
か
ら
す
で
に
上
演
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。

つ
ま
リ、

館
蔵
本
も
如
慶
の
絵
巻
も、

古
浄
瑠
璃
の
前
段

階
と
し
て
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
語
り
物
も`

ほ
と
ん
ど
同

じ
時
期
に
誕
生
し
た、

義
仲
を
主
題
と
し
て
そ
の
死
ま
で
を

描
い
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る。

こ
の
時
期
何
ら
か
の
理

由
で
義
仲
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

ら
し
い
。

そ
し
て
一

方
系
の
流
布
本
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た

の
も、

そ
の
少
し
前
の
こ
と
で
あ
っ
た。

（
「
一

部
平
家」
ま
た
は
「
巻
平
家」
と
い
う）
も
盛
ん
に
行
わ
れ

た
が、

そ
の
よ
う
な
卒
受
の
あ
り
方
は、

聴
く
こ
と
で
は
な

＜
版
本
の
品
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り、

近

世
に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く。

浙
咄
に
は、

聞
き
手
に

応
じ、

そ
し
て
演
奏
者
に
よ
り、

も
っ
と
様
々
な
構
成
を
と

る
も
の
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る（
註
34)。

平
家
物
語
に
多
く

を
取
材
し、

こ
の
頃
ま
で
に
平
曲
に
秤
わ
っ
て
全
盛
期
を
迎

え
て
い
た
幸
岩
舞
曲
の
編
集
姿
勢
を
参
名
と
し
て
み
て
み
れ

ば、

漉
氏
ぴ
い
き
の
当
時
の
時
代
相
も
あ
る
が、

源
氏
を
中

心
に
据
え
る
志
向
が
あ
リ、
「
聴
衆
に
と
っ
て
は
平
曲
を
通
じ

て
既
知
の

F'
家
物
語』
の
内
容
を、

源
氏
中
心
の
作
品
に
再

構
成
す
る
こ
と
で、

新
し
さ
を
強
調
し
た」
と
い
い、
「
「
平
家

物
語」
と
は
違
う
路
線
を
目
指
そ
う
と
い
う
舞
曲
の
姿
勢
は、

い
か
な
る
伝
本
に
よ
り、

ま
た
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
も
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る」
と
指
摘
さ
れ
る

（
註
35
)。

そ
の
よ
う
な
動
向、

聴
衆
の
期
待
が、

平
家
語
り
や

平
曲
の
涸
咄
に
お
い
て
も
新
た
な
構
成
の
ニ
ュ
ー
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
を
生
み、

そ
の
一

例
と
し
て、

占
浄
瑠
璃「
き
そ
物
か
た

り」
が
存
在
を
暗
示
す
る、

そ
の
も
と
と
な
っ
た
よ
う
な
語
リ

が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

義
仲
を
ク
ロ
ー
ズ

ァ
ノ
プ
し
英
雄
性
を
強
調
し
た
根
本
テ
ク
ス
ト
を
持
つ
一

方

流
の
琵
琶
法
師
で
あ
れ
ば
こ
そ、

義
仲
に
焦
点
を
あ
て
て
句

を
構
成
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
品
り
を
現
場
で
は
宅
み
出
し
て

い
た
と
も
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た`

そ
の
よ
う

な
一

方
系
の
テ
ク
ス
ト
の
刊
行
に
よ
る
義
仲
像
の
流
布
に
加

図
9
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え、
こ
こ
で
仮
定
し
た
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
語
り
の
卒
受

が、
義
仲
ぴ
い
き
の
t
場
の
聴
衆
を
育
て
た
こ
と
も
あ
っ
た

だ
ろ
う。
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
言
い
方
で
は
あ
る
が、
館

蔵
本
に
琵
琶
法
師
と
関
わ
リ
の
深
い「
竹
生
島
詣」
の
段
が
わ

ざ
わ
ざ
描
か
れ、
神
々
し
い
よ
う
な
雰
囲
気
の
表
現
が
と
ら

れ
た
の
も、
そ
の
よ
う
な
語
り
の
存
在
が
制
作
の
甚
本
に
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
あ
る
い
は
琵
琶
法
師

か
そ
れ
に
関
わ
り
の
深
い
人
物
の
存
在
が
制
作
の
背
憬
に
想

定
で
き
ま
い
か。
ま
た、
餡
蔵
本
の
絵
解
き
の
行
わ
を
誘
い

出
す
か
の
よ
う
な
連
綿
と
話
が
辿
な
る
構
成
は、
そ
う
し
た

新
し
い
語
り
の
内
容
を
想
像
し
て
み
た
く
な
る
も
の
で
あ
る。

琵
琶
法
師
の
二
大
流
派
で
あ
る一
方
と
八
坂
は、
近
世
初

期
に
相
次
い
で
開
板
す
る
に
至
っ
て、
平
家
語
り
を
語
り
物

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
音
曲
へ
と
大

きく
性
格
を
変
質
さ
せ、
同

時
に、
流
派
寇
識
が
高
楊
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る（
註
36
)。
そ

れ
は、
江
戸
初
期
の
幕
府
の
体
制
に
対
応
し
て
確
立
さ
せ
た

も
の
で
も
あ
っ
た。
流
派
や
諸
本
に
よ
っ
て
炭
な
る
部
分
を

確
か
め、
疑
間
を
正
し
た
り
し
て
い
た
様
子
や、
別
の
系
統

の
琵
琶
法
師
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
を
楽
し
ん
で
い
た
様
子
な

ど
が
伝
わ
る
記
録
も
あ
り（
註
37
)、
卒
受
者
の
側
も
そ
れ
に
意

盗
的
で
あ
る。
開
板
で
物
語
の
内
容
の
把
握
は
読
む
こ
と
に

よ
る
の
が
定
行
し、
時
代
の
嗜
好
に
も
あ
わ
な
く
な
っ
て
き

て
い
た
と
は
い
え、
平
曲
の
享
受
は
歴
代
将
庫
が
式
楽
に
採

用
し
た
の
を
は
じ
め、
大
名
や
門
閥
富
商、
茶
人・
文
人
の
古

雅
な
教
養
と
し
て
残
っ
た。
表
芸
と
し
て
平
曲
を
話
り
つ
づ

の
場
面
で一
列
に
な
っ
て
谷
を
見
下
ろ
す
義
仲
勢
の
誇
ら
し

げ
な
こ
と
は、
こ
の
場
面
を
描
い
た
絵
巻
や
絵
本
の
作
例
の

多
く
が
戦
場
全
体
の
混
乱
状
態
を
描
い
て
い
る
の
と
比
べ
て

み
て
も
明
ら
か
で
あ
る。
屏
風
の
中
央
に「
頻
北＂」
の
八
幡
社

を
描
い
て
そ
の
戦
勝
を
導
く
神
の
加
護
を
も
伝
え、
白
旗
が

堂
々
と
翻
っ
て
い
る。
「
願
苔」
や「
真
盛」
や「
木
情
最
期」
の

兼
平
と
の
再
全
の
場
面
で
は、
周
囲
を
取
り
囲
む
よ
う
に
侍

た
ち
を
脆
か
せ、
義
仲
と
い
う
主
役
に
否
応
な
く
ス
ポ
ッ
ト

が
当
た
る
よ
う
な
濱
出
を
施
す。
窓
味
も
な
く
よ
そ
見
を
す

る
者
も
描
か
ず、
ま
た、
「
木出ぃ
顧
苫」
で
党
明
が
義
仲
の
方

を
向
い
て
い
る
こ
と
の
効
果
も、
や
は
り
他
例
で
双
方
が
烏

店
の
方
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
と
比
ぺ
る

と
明
ら
か
に
なっ
て
く
る。
義
仲
に
取
材
し
た
作
品
に
は、
巴

や
四
天
王
と
い
わ
れ
た
忠
臣
た
ち
を
前
面
に
出
し
た
も
の
も

多
く、
浮
世
絵
に
お
け
る
彼
ら
の
描
か
れ
方
を
み
て
も、
必

ず
し
も
義
仲
が
実
笠
的
な
主
役
と
も
言
え
な
い
状
況、
そ
し

て
さ
ら
に
近
年
に
至
る
義
仲
の
低
い
評
価
と
関
心（
註
42
)

を
知

る
現
代
の
目
か
ら
見
る
と、
こ
れ
は
義
仲
へ
の
仕
凪
度
が
か

な
リ
高
い
立
場
に
あ
る
作
品
と5.0
え
る。
た
だ、
こ
れ
が、
一

方
系
の
語
リ
や
本
の
享
受
や
人
脈
に
加
え
て
注
文
主
の
活
か

れ
た
何
か
限
定
的
な
特
定
の
立
場
に
結
ぴ
つ
く
か
と
い
う
こ

と
ま
で
芍
察
を
進
め
る
に
は、
も
う
少
し
他
の
手
が
か
り
が

必
災
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
出
光
本
は
館
蔵
本
と
同
じ
く一
方
流
の
内
容

を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
が、
義
仲
を
扱
う
態
度
は
若
千
異
な

お
わ
り
に

け
た
の
は
権
力
に
保
護
さ
れ
た
高
官
の
育
人
た
ち
で
あ
る（
註

38
)。
館
蔵
本
を
求
め
る
よ
う
な
義
仲
ぴ
い
き
の
傾
向
を
示
す

卒
受
者
は、
そ
ん
な
閃
境
の
中
に
存
在
し、
一
方
系
の
内
容

を
絵
様
に
選
ん
だ
の
で
あ
る。

占
浄
瑠
璃
の
成
立
や、
出
光
本
絵
巻
や
館
蔵
本
の
注
文ヽ
丘

が
登
場
す
る
背
尿
に
は、
同
様
に
絵
画
の
成
立
に
軍
記
物
語

と
能、
幸
若
舞、
古
浄
瑠
璃
と
の
関
係
が
絡
ん
で
く
る、
「
義

経
記」
や
義
経
伝
説
に
関
連
す
る
絵
画
や（
註
39
)、
昇
風
絵
の
作

例
の
多
い「
曽
我
物
語l
の
絵
画
の
成
立
と
展
開（
註
40
)

も
参
考

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

そ
も
そ
も「
平
家
物
語」
に
お
け
る
義
仲
像
は、
あ
る
部
分
は

戦
術
に
長
け
た
英
雄
と
し
て
理
想
的
な
表
現
で
た
た
え
ら
れ

て
い
る
か
と
思
え
ば、
田
舎
者
と
し
て
こ
き
お
ろ
さ
れ
る
な

ど、
語
る
主
体
に
つ
い
て
の
論
が
い
く
つ
も
な
さ
れ
る
ほ
ど

そ
の
描
き
方
に
二
面
性
が
あ
る（
註
41
)。
そ
れ
を
思
い
あ
わ
せ

て
み
る
と、
館
蔵
本
を
構
想
す
る
目
が一
貫
し
て
い
る
こ
と

が
際
だ
っ
て
く
る。
選
ば
れ
た
楊
面
は、
栄
兵
の
時
か
ら
死

に
至
る
ま
で
の
合
戦
に
ま
つ
わ
る`

特
に
合
戦
を
崇
高
な
も

の
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る。
そ
れ
は
さ
ら
に
義
仲
へ
の

あ
た
た
か
い
賞
賛
の
祝
線
に
満
ち、
と
り
わ
け
忠
臣
と
の
切

な
く
も
麗
し
い
関
係
に
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
で

あ
り、
同
時
に
敵
方
の
ぶ
ざ
ま
な
場
而、
出
し
抜
き
の
エ
ピ

ソ
ー
ド、
内
通
に
よ
る
勝
利
の
場
面
で
あ
っ
た。
そ
れ
を
支

え
て
い
る
の
が、
画
家
の
表
現
力
で
あ
る。
「
倶
利
伽
羅
落」

る。
入
洛
後、
田
含
武
士
と
し
て
あ
き
れ
ら
れ
る「
猫
間」
の

段
に
始
ま
り（
註
43
)、
あ
と
は
死
ま
で
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
運
命

に
流
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
で、
倶
利
伽
羅
谷
の
大
勝
利
な
ど

彼
の
人
生
が
登
リ
調
子
で
あ
る
挙
兵
か
ら
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
を

取
リ
上
げ
て
い
な
い。
そ
の
過
程
に
は、
河
原
合
戦
に
あ
た

り
六
条
高
倉
の
女
房
と
名
残
を
惜
し
ん
で
出
て
こ
な
い
の
で

家
臣
が
切
腹
し
て
裕
い
立
た
せ
る
な
ど
と
い
う
場
面
も
織
り

込
み、
飽
き
さ
せ
な
い。
絵
巻
と
い
う
形
式
も
物
語
の
筋
の

通
り
順
を
追
っ
て
悲
運
を
た
ど
る
の
に
適
し
た
選
択
で
あ
っ

た。
そ
の
判
官
贔
履
的
な
視
点
や、
都
で
の
田
含
者
扱
い
の

場
而
か
ら
取
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
法
な
ど
が、
そ
の
後

の
義
仲
人
気（
註
44
)

の
性
格
を
先
駆
け
し
て
い
る
よ
う
な
こ
の

桟
線
は、
き
わ
め
て
江
戸
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

も
す
る
の
で
あ
る
が、
後
考
と
し
た
い。

こ
れ
ま
で、
平
家
絵
に
つ
い
て、
依
拠
さ
れ
て
い
る
も
の
の

詳
細
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た。
「
平
家
物
語」
の
絵

画
化
と一
言
で
い
う
と、
誰
に
と
っ
て
も
共
通
の「
平
家
物
語」

と
い
う―
つ
の
実
体
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
錯
党
し
て
し

ま
う
が、
た
と
え
刊
本
を
読
む
と
い
う
卒
受
を
し
て
い
る
場

の
状
況
で
も、
そ
れ
は
物
語
の
あ
り
方
の
ご
く一
端
で
あ
り、

当
の
卒
受
者
も
そ
れ
に
意
識
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は

注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う。
平
家
物
語
は
様
々
な
語
り
口
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や
構
成
を
も
っ
て
享
受
の
場
の
数
だ
け
存
在
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
ら、

特
に
初
期
的
な
図
様
の
特
色
を
示
す
絵
画
作
品
に

お
い
て、

依
拠
し
て
い
る「
平
家」
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た

の
か
検
討
す
る
こ
と
が
絵
の
内
容
と
性
格
の
理
解
に
は
必
要

だ
と
思
わ
れ
る。

ま
た、

物
語
や
語
り
に
つ
い
て
考
え
る
と
き、

例
え
ば
琵

琶
法
師
の
演
唱
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と（
註

45
)

以
外
に
絵
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ。
一

方
系
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
館
蔵

本
を
め
ぐ
っ
て
は、

そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に

よ
り、

絵
の
方
か
ら
語
り
や
物
語
の
年
受
の
あ
り
方
に
つ
い

て
見
通
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る。

註m

紙
本
金
地
名
色
六
曲一
双
各
隻
縦一
Ji
ニ・
四
cm
横
三
六
五・
八

g
紙
に
三
四・
五
cm
笞一
O
cm

掲
載
文
献
は
左
記
の
通
IJ.

SO
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 N
ew
 York,
0c
to
ber
 1
9
9
1

「
肉
筆
浮
世
絵
大
観
十
千
葉
市
美
術
館j
講
談
社
一
九
九
Ji
年

「
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
作
品
選」
千
葉
市
美
術
館
一
九
九
五
年

裏
面
に
は`

鶴
と
葦
の
簡
単
な
絵
が
あ
る（
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
カ
タ
ロ
グ
に
図

版
掲
載）．

の

以
下、
巻
数
と
巻
名
は
覚一
本
の
東
京
大
学
国
語
研
究
至
蔵
本（
ぷ

野
本）
を
庇
本
と
し
た
岩
波
書
店
の「
新
日
本
古
典
文
学
体
系
平
家
物
語」

に
従
う。

③

平
家
物
語
絵
に
関
し
て
は「
平
治
物
語
絵
巻」
六
波
羅
合
戦
巻
か
ら
の

引
用
に
つ
い
て、
旧
麻
布
美
術
t
芸
館
寄
託
本、
天
兵
寺
本、
大
英
博
物

三
巻
が
あ
る
が、
安
産
頼
豪
少
将
帰
洛
の
巻
の
み
残
る
苓
本
で
あ
る。

現
存
し
な
い
が、
一品
永
年
間
に
住
占
弘
貰
が
土
佐
光
伯
涎
と
鑑
定
し
た
臼

描
平
家
物
語
絵
巻
八
を
は、
こ
の
三
巻
を
含
ん
で
お
り、
rol
じ
系
統
の
絵

咎
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
記
111
を
杉
原
伯
杓
守
が
占
い
た
と
さ

れ
る「
ク
古
両
壻」
巻
卜
に
品
さ
れ
た
絵
巻
は、
や
は
リ
こ
の
弘
貫
鑑
定
の

白
紐ハ
巻
本
と
似
た
も
の．
と
注
記
さ
れ
て
い
る。

梅
准
次
郎「
伝
光
信
僚
平
家
物
語
絵
巻」
I

芙
術
史」
三
十
五
一
九
六
0

年武
田
恒
犬「
平
家
絵」
「
図
説
n
本
の
古
典
9
平i禾
物
語j
集
英
社
一

九
し
几
年

記
仕
で
は、
｛品
中
に
あ
っ
た「
平
家
絵
十
を」（『
行
聞
御
記』
水
亨
十
年

」ハ
H
十
三
日
条）
や、
「
八
鴫
合
戦
絵
三
巻」（「
大
釆
庄
寺
社
雑
が
記
l

廷

徳
三
年
九
月
廿
九
日
条）、
「
源
平
両
家
絵
合
戟
之
巻」（「
梵
恕
日
記j
*

正
L
年
五
月
十
二
H
条）．
「
平
家
物
語
八
釦，
絵
詞」（「
尖
隆
公
記j
水
正

六
年
閏
八
月
ト
ニ
H
条）、
「
絵
平
末ー
を」（「t
5

経
孵
記j
炭
長
二
年）`

「
平｛水
物
語
松
l「
平
末
絵
h
巻」（『
時
炭
卿
記』「
資
勝
卿
記』
寛
水
五
年
|

-
H．
空
水
九
年
六
H)
な
ど、
多
く
の
絵
巻
物
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

伺
わ
れ
る
が、
現
什
す
る
完
木
は、
江
戸
時
代
中
期
の
土
佐
左
助
筆「
平

家
物
語
絵
を」
三
十
六
巻（
林
原
芙
術
館
蔵）
の
み
が
知
ら
れ
て
い
る。
ま

た、
完
成
品
の
存
在
は
確
認
さ
れ
な
い
が、
住
吉
家
の
下
桧（
東
京
芸
術

大
学
資
料
館
蔵）
と
上
佐
派
の
稿
本（
京
祁
市
立
去
術
大
学
成）
が
残
さ
れ

て
い
る。

g
面
画
の
揃
い
と
し
て
は、
ゼ
マ・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
シ
ア
ト
ル）
と
大
倉

集
古
館
の
貼
交
屏
風、
根
渭
美
術
餡、
ペ
ル
リ
ン
東
洋
共
術
館
の
砧
面
貼

付
画
帖
が
あ
る。
絵
本
の
完
本
と
し
て
は、
神
奈
川
黒
立
閉
物
館、
長
野

市・
其
山
家、
熊
本
大
学
付
属
図喰＂
館
北
岡
文
庫
の
も
の
が
あ
る。
ま
た、

「
栢
f
盛
哀
記」
の
豪
鉗
絵
本
の
揃
い
が
土
令
城
芙
術
宝
物
館
に
あ
る。
版

本
と
し
て
は、
「
平
末
物
語』
流
布
本
の
う
ち
明
屈
二
年
版
以
降
の
製
版
本

と．
『
隙
平
盛
哀
記j
の
寛
文
五
年
版
以
悼
の
製
版
本
に
挿
詮
が
あ
る．

涅
井
紐
子「
林
原
芙
術
館
蔵「
平
家
物
話
絵
巻j
に
つ
い
て
の
考
烈
ー
詞
章

の
駐
本
の
確｛牛
と
絵
巻
の
成
立
ー」
「
富
士
フ
ェ
ニ
ノ
ク
ス弘噂
数」一
―

九
九
三
年

「
国
文
学
研
究
貸
糾
舵
点『
平
家
物
語E
関
係
マ
イ
ク
ロ
沢
料
鮮
題」
村
上

皐
編『
平
家
物
語
と
語
り」
三
弥
片
押
店
一
几
九
二
年

⑲
I

平
家
物
話・
美
へ
の
旅』
辰
図
鉢
N
H
K̀

N
H
K
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
一
九
九
二
年
第一
図

館
本
の「一
の
谷・
屈
島
合
戦
図
厨
風」
の
例
が
指
淡
さ
れ
て
い
る。

田
沢
裕
貿「
平
家
物
籍
一
の
谷．
a

凡
合
戦
図
屏
屈
の
諸
相
と
展
開」

「
秘
蔵
日
本
美
術
大
観一

大
英
博
物
館』
講
談
社
一
九
几
二
年

141

大
和
絵
系
の
絵
師
の
作
と
さ
れ、
そ
の
柔
軟
な
表
現
が
共
通
す
る
と

指
摘
さ
れ
る
作
品
に、
大
英
博
物
館
本「一
の
谷・
屋
島
合
戟
図
屏
風」
や

新
出
の「
縣
平
合
戟
図
届
風」
が
あ
る。

辻
惟
雄「
ノ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館r
Hit-JC•
平
治
合
戦
図
群
凰」
に
つ
い
て」

「
日
本
屏
晟
絵
染
成
第
五
巻
人
物
画
ー
大
和
絵
系
人
物』
譲
ふ
社
一

九
七
九
年

辻
惟
雄「
源
平
合
戦
図
屏
風」
「
国
華」―
二
三
六
号
一
九
九『八
年

前
掲
註
3
田
沢
論
文

151

前
掲
註
3
田
沢
沿
文

⑥
「
秘
蔵
El
＊
其
術
大
観一

大
英
博
物
館
l（
講
駁
社
一
九
九
二
年）

の「
高
館
図
屏
県」
の
田
沢
裕
賀
氏
の
解
説
で
は、
寛
氷
年
間
前
半
頃
と
さ

れ
る
大
英
博
物
館「
高
館
図
届
風」
が
本
図
と
作
凪
を
通
わ
せ、
「
合
戦
図

等
を
工
房
的
に
制
作
し
て
い
た
町
絵
師
の
作」
と
さ
れ
て
い
る。
名
古
歴
市

旧
物
館「
長
狂
合
戦
図
屏
風」
も
こ
れ
に
作
凪
が
近
い
と
さ
れ
る。

m

川
本
桂
子
氏
は、
天
兵
寺
本
と
大
英
博
物
餡
本
の「
両
者
の
違
い
は

他
の
作
品
と
の
差
異
の
大
き
さ
に
比
ぺ
れ
ば
き
わ
め
て
徴
細
で
あ
り、
同

一
流
派
中
の
同一
工
房
の
制
作
で
な
か
っ
た
か
と
す
ら
思
わ
せ
る」
と
さ
れ

る（「「
平
家
物
語」
に
取
材
し
た
合
戦
屏
凰
の
諸
相
と
そ
の
成
立
に
つ
い
て」

『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
五
巻
大
和
絵
系
人
物j
講
談
社
一
九
七
九

年）。
IBI

前
掲
註
7
川
本
論
文

⑨

大
坂
の
陣
の
頃
に
活
躍
し
た「
武
者
絵
か
き」
と
し
て「
遠
碧
軒
記」
に

記
さ
れ
る
狩
野
三
甫
の
名
が
知
ら
れ、
狩
野
派
の
傾
向
を
示
す
作
品
の
解

説
に
合
戦
図
の
専
門
絵
描
き
と
し
て
そ
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
が`

し
ば
し
ば
百
及
さ
れ
る
よ
う
に「
琳
門」
と
い
う
こ
と
が
あ

り
え
た
の
か
な
ど、
実
態
は
不
明
で
あ
る。
埼
玉
凩
博
本
に
は、
図
様
を

ほ
と
ん
ど
同
じ
く
す
る
作
例
が
穫
数
存
在
し、
今
後、
そ
れ
ら
と
の
関
連

に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る。

⑩

前
掲
註
7
川
本
論
文、
前
掲
註
3
田
沢
玲
文
参
照。

仰

中
世
に
遡
る
作
例
と
し
て、
伝
土
佐
光
侶
箪「
白
描
平
家
物
語
絵
巻」

闘
「
ア
メ
リ
カ
が
愛
し
た
日
本」
展
図
録（
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
九
五

年
榊
原
悟
氏
解
説）
に
よ
る。

仙

Hば公
群
風
緊
花
統
編j
し
こ
う
し
ゃ
図
笞
販
売
一
九
九
三
年
第

ー
ニー
図

⑲
『
江
戸
の
や
ま
と
桧j
展
図
録
サ
ン
ト
リ
ー
茂
術
館
一
九
八
五
年

⑮

影
印
「
天
埋
図
占
館
普
本
叢
苔
和
苫
之
部
第
五
十
巻
古
浄
瑠
璃

縦
集」
八
木
苔
店
―
JL
七
九
年

翻
刻
「
古
浄
瑠
璃
正
本
果
二』
角
川
行
店
一
九
六
四
年

挿
絵
が
全―
iハ
頁（
両
面
兄
開
き
六．
片
而
四）
あ
る。
影
印
本
の
角
田

一
郎
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば、
明
暦一．
二
年
頃
の
江
戸
版
か
と
い
う。
当

時
の
浄
瑠
璃
と
し
て
は
長
編
で
詞
章
が「
平
家
物
語」
に
よ
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
の
で
説
み
物
用
か
と
の
説
も
あ
る
が（
若
月
保
治
「
古
浄
瑠
璃
の

研
究」
桜
井
苔
店
ー
JL
四
三
年）、
角
田
氏
は
上
演
さ
れ
た
も
の
と
す
べ

き
で
あ
る
と
述
ぺ
ら
れ、
上
演
の
様
を
推
測
さ
れ
て
い
る。
な
お`

貞
が

三
年
几
月
四
H
か
ら
の
和
歌
山
新
堀
に
お
け
る
文
弥
出
羽
浄
瑠
璃
の
興
行

で．
「

木
曽
物
語（
巴
款
冬
吝
気
物
語）」
が
上
演
さ
れ
て
い
る
が
本
曲
と
の

関
係
は
不
明
で
あ
る（
阪
口
弘
之「
元
棟
期
淡
路
紬
芝
居
の
地
方
興
行
ー

「
芝
居
根
元
記」
を
め
ぐっ
て
ー」
人
形
纂
台
史
研
究
全
編「
人
形
浄
瑠
璃

舞
台
史』
一
九
九一
年
八
木・
苓
店）。

闘

こ
の
ほ
か
に、
江
戸
時
代
中
期（
卜
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
惟
紀
初

期）
の
作
例
と
し
て、
鹿
浦
野
義
明
胡
光
筆「
平
家
物
栢
図
廂
凪」（
六
曲一

災
ウ
ィ
ー
ン
国
立
工
去
美
術
館
蔵）
が、
義
仲
と
巴
の
出
陣
の
図
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る。
（「
秘
蔵
日
本
芙
術
大
観
十―
j
講
談
社
一
九
九
四

年）ま
た、
「
古
画
偏
芍j
の「
贈
朝
鮮
屏
凰」
に
は`

天
和
二
年（一
1ハ
八
二）

に
狩
野
探
信
噴「
兼
平
故
期・
一
の
谷
籍
越
図」、
狩
野
洞
雰
筆「
木
杓
廂

柑•
河
原
兄
弟
図」、
正
徳
元
年（一
七―
i
)
に�
狩
野
探
芍
筑「
倶
利
伽

羅
落
図」、
狩
野
養
朴「
巴
粟
准
軍・
越
後
板
額
女
図」
と
い
う
画
題
が
み
ら

れ
る。
現
存
は
確
競
さ
れ
な
い
が、
こ
れ
ら
も
回
に
該
当
す
る
よ
う
な
屏

風
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る。
江
戸
の
狩
野
派
の
作
と
し
て
口
の
よ
う
な

屏
視
に
は、
近
年
静
岡
凩
立
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
狩
仔
探
幽
管「i

の
谷
合
戦
二
度
之
懸
図
屁
風」
六
曲一
災
が
あ
り、
参
が2
と
な
る
だ
ろ

、r,⑱

そ
れ
ら
に
は
義
仲
四
天
王
や
巴
御
前
ら
の
活
錨
が
常
に
描
か
れ`

ま

19 I8 



た、

歌
舞
伎

を
ヒ

凶
とし
た
も

の
も
多

い。

浮
世
仕

に
み
る

義仲
像

に
つ
い

て
は ｀
次

の
文
献

を
参
照 。

「
原
色
浮
世
絵
大
百
科
ボ
典
第
四
巻
画
題
ー

説
話・
伝
説・
戯
曲

ー1

k
條
館
苔
店
一
九
八一
年

F盆＂
筏仲

江
戸
浮
世
絵
武
行
絵

に
兄
る

姦仲
像」
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー

信
州

一
九
九
ヒ
年

「
源
f

物
語
絵
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
I

神
戸
市
立
博

物
館
ーj
神
戸
市
立
博

物
紀
紺
財
団
法
人
神
戸
市
ス
ポ
ー

ツ
教
打
公
社
発
行
一
几
几
七
年

⑲

前
掲
注iヽ

川本
治
文
参
照 。

⑳

テ
ク
ス
ト

の
検

討
に

用
い
た
諸本
は
次

の
通
り 。

党一
＊
ー

祈
n
本
古
典
文
学
体
系「平
末

物
絣j
む

阻＂
店

流布本

ー「平
家

物
語j
改
訂
版
桜
撮
社
序本

早
稲
田
大
学
図
苫
館

蔵
元
和
ヒ
年
fll．
片
仮
名
交
じ
り
製
版本

築
f
卜

行本

ー＇『

史承
物

品
全
注
釈』
角
川
苫
店

tj
ニ
ト

旬
＊
ー

新
湘
n本
古
典
文
学
集
成『
f
家

物
語j
新
潮
社

四
部
合
戦
状
＊
ー「

四
部
合
戦
状本
平
家

物
語j
打
栢
堂

贋本

ー「
吊
代
本
店
野
＊
対
照
平
家

物
語j
新
典
社

中
粒
＊
ー「

平
求

物
品（
中
は
本）

の
研
究j
杢
刊
国
文
貸
料
刊，fT
会
慶

長
古
活
字
版
底本
不
明

延
慶本

ー「
延
慶本
平
家

物
甜

本
文
編」
勉
誠
社

点平盛

兵
記
ー『

新

盗沼
盛
哀
記j

新
人

物
往
米
社

四

諸本
の

記
述
の内
容

をま
と
め
る

と
表
ー

の
通
り
と
な
る，

な
お 、

歴

代本
は
巻
九

は
欠
巻

で
あ
る。

8

党一
本

の
必
野本
よ
り
引
用
す

れ
ば 、
「

木杓
左

馬
頭
其
ll

の
公

束
に
は`

ふ
地

の
錦

の
直
垂

に、

店綾
お
ど
し

の
鎧
符

て．
鍬
形
う
ッ
た

る
甲

の
緒

しめ、

い
か
も

の
づ
く
リ

の
お
ほ

太
刀

は
き、

石
う
ち

の
矢

の、

k
H

の
い
く

さ
に
射

て
少
々
残
ソ

た
る

をか
し
ら
だ
か
に
R
ひ
な
し ．
し

げ
ど
う

の
T
持
ッ

て、

聞
ゆ
る

木竹
の
鬼
葦
毛
と

い
ふ

馬
の、

き
は
め

て

ふ
と
う
た
く ま
し

ひ
に`

貿
覆輪

の
鞍
霞

い
て

ぞ
の

ッ
た
り
け
る」
と
あ
る。

こ
の
共
現
が
F'
家

物
語J
全
体

の
中

で
持
つ
点
味
な
ど

に
つ
い

て
は．
左

記
を
参
照 。

服
部
ヤ
造「「平
家

物
語j

の
武
装
表
現」
r
ギ
奸
算
曲
研
究」
第
七巻
三

弥片
苔
店
一
九
几
二
年

QlJ

前
庄
論
文
中

の
及

の
方
法

に
な
ら
っ

て
柘本

の
武
装
表
現

の
比
較

を

四

天
真
寺
蔵「一

の
谷・
歴
島
合
戦
因
屏
風」

に
お

い
て、
是
李

の
戦

い

の
場
面

に
描
か
れ
た
郎
等

の
人
数
が
た
行
作
品

の
図
様

を
変
更
し

て
増
え

て
い

る
の
は、

天
真
寺本
が
人
数

を
よ
り
大勢
と
す
る「

源平
盛
哀
記j

に

よ
っ

て
い

る
か
ら

で
は
な

い
か
と

の
指
摘
が
す

で
に
あ
る（

前
掲
辻
3

田

沢
治
文） 。

同
じ
く大

英
博

物
館
本

に
描
か
れ
た
上
吊
兄
弟
と
業
盛

の
組

討
ち

の
場
Jhi

に
お
い

て
片
戸

を
描
い

て
い
る

こ
と
も ．
参
照し
た
テ
ク
ス

ト
の
違

い
に
よ
る
も

の
た
と
推
測
さ

れ
て
い

る
が、
こ

れ
は
具
体
的

に
は、

品
み本
系

の
三本
と
四
部
合
戦
状本

に
は
で
て

くる
モ
テ
ィ
ー

フ
で、

党

一
本
に
は
み

ら
れ
な

い
も

の
で
あ
る。

つ
ま

り、

大
炎
博

物
能本
は一
方

流の
テ
ク
ス
ト

に
よ
っ

て
い
な
い
作
例
と

い
う
こ
と

に
な
る。

匈

社
21

の
表

を
参
照 。

⑰

L
ち
ろん、

仕
11

に
述
べ
た
よ
う
な
室
町
時
代
以
降
存
在し

て
い
た

こ
と
が
わ

か
る
大
部
な

平家
絵

の
図
様

に
よ
っ
た
uI
能
性
は
あ
る。
しか

し
現
在

の
とこ
ろ
そ

れ
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た

か
を
推
測
す
る

手

が
か
リ
とし

て
は．
前
述

の
四

の
出
倒

しか
な
い。
絵
木
や
林
ば
又
術
館

の
絵
を

は、

間
に
版
本
挿
絵

を
介
し

て
み
る

と
共
通
す
る

と
い
え
る
よ
う

な
図
様
が
み

ら
れ

る
こ
と

か
ら、

今後
は
版本
挿
絵
し、

過
去

の
図
様

を

想
像
す
る

手
が
か
り

の
ひ
と
つ
と
し
て
笠
理
さ

れ
る

ぺ
さ
だ
ろ
う。

g
ー
ガ
流
系
統

に
も ．

党一
本
か
ら .
-
Ji
流の
険
校

の
佼
打

に
よ
り

元
利
期

に
刊
行
さ

れ
庇本
化
し

た「
流
布本
」

ま
で
諸本
が
あ
る

が．
そ

れ

ら
の
差
は
少
な
く
と
も

本
図

に
あ
る

場
面

に
お

い
て

文
字
単
位

の
徴
妙
さ

が
多
く ．

絵
だ
け

で
は
こ
れ
以
K

の
枯
定

は
で

き
な

い。

互
然
性
が
店
い

の
は
流化
本

で
あ
ろ
う
が、

流布
本

の
fll
iT

に
干
る一
ガ
流内
部

の
状
況

や
そ

の
経
緯 ．
fll＂fT
後
間
も
な
い
時
期

の
卒
受

の
様
相

に
つ

い
て
は、

不

明
な
点
が
多

い。

⑳
ま

た．
義
仲
凋
辺

の
人

物
が
・兵
役
だ
が．
品
曲

に「
木
沿
故
期」

を
赳

材
と
した「

液平
」
や「
巳」 ・
「
実盛

的
期」

を
題
材
と

し
た「
実
盛」 ．
御
伽

屯
子

に「
＊
沿
投
高

物
品（
清
水
冠
者

物
品）」「
店
糸

m蔽」
が
あ
る。

8

例
え
ば
t

巻
の
れ
if
第一
段

の
＂
嬰一
行

は、
「
征
必
大
枡
屯
腔＂」

の
n

gJi-—一
行

の
抜
粋
て
あ
る

が、

頼
朝

の「
武
力

の
の

い
よ
且
し
給
へ
る

に

よ
っ

て」
は、
一
方
系

の
覚一

本
(-"団
野本
）
や 、
覚一

本
か
ら
流
布本
へ

t了
る

過
岐
的
本
文

を
持
つ
屎
f

士＂本
や
F

村
時
lh
刊
＊（
庇
及
中
期
rll

古
泊{
te)

に
は
み

ら
れ
な
い．

流布本
の
み

に
加
わっ

た
詞

で
あ
る。

ま

た 、

同
じ
く
第一
段

の「
猫
間」

の「

木m"
は

に
も

に
す
あ
しか

り
け
り 。
み

め
は
好
男

に
て
あ
リ
け

れ
と
し」
も、

砧
野本

に
は
み
ら

れ
な
い
流
布
木

の

こ
と
ば

で、
し

か
し
こ

の本
文

で
は
木M"
が「
色
白」
と

い
う
部
分
が
省
略

さ
れ
て
い

る．
な
ど 。
「
猫
間」

で
牛
紅

い
を
糾
い
殺t"し

て
し ま
う
く
た

り
の
本
文

を
割
愛
し
た
り ．
「
木m"
品
期」

で
は本
文

に
記
した兼

平
の
n

害
の
場
面

を
絵

に
は
描
か
な
い
な
ど ．
そ

の
編
染
方
針し
興
味

深

い
点
が

あ
り
検
討

を
要
す
る

が
別

の
機
全

に
汲
リ
た

い。

oll

前
掲
庄
16
17
月
溢
文

で
は
出
邁
とし

て「
源平
盛
哀
紀』「
且
兵
鏡
I

お
伽
卒
子「
木曽

物
油」
な
ど
と
し．

謡
曲「
ビ」「
液
f」
も
参
照
さ

れ
て
い

る、

と
さ

れ
る。

8

山
ド

宏
明「平
家

物
点

に
お
け
る

哀仲
像」
r
頃
記

物
ilf
と
語
リ

物
文

玉」
塙
if
房
昭
和
四
十
七
年

a

中址
の
正本
と
し

て
の
党一
本
は、
発
琶
法
師

の
台本

の
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
．権

蚊
的
な
規
範
と
し

て
作
成・
伝
授
さ

れ
た
も

の
で、
品

で

も
い
つ

でも
参
照

で
き
る
よ
う
な
も

の
で
は
な

かっ

た
と
9J
え
ら

れ
て
い

る。
語
リ
と

の
関
連
と
し

て
は、

様
々
な
テ
ク
ス
ト

の
笑
同
は、
iii
咄
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ

ン
に
よ
る

と
い
え
る

か
と
し
忠
定

さ

れ
て
い

る。

兵
藤
裕
己「
座

頭
発
琶

の
語
リ

物
伝
承

に
つ
い

て
の
研
究」
「
埼
玉
大
学
紀

要
教
養
学
部j二

十
六 、
二

十
八
一
九
九一
年

邸

当
11
聞
き

手

の
前

で
場
当
た

り
的

に
演
唱

の
ほ・
句
が
決
め
ら

れ
て
い

哀記 i平原 畠本 院中

本

句本
＋ 
二白

ロ

”本＂党― 
盛 のは本

赤 赤 赤 赤 赤 垂直地 地 芦 芦錦 錦 芦

店校威金薄
と

絞
唐
威渾令

と ! : 店綾 薄金 〖
佐

威
と

し、 し、 し、 ＼ヽ
ぅ う う ぅ

足 息 §
象

鍬甲
述 し 9な かし ふ： しヽ

レ

記 霜 し、
かい 太刀が か

尼 わ も ， こ
の の�—し•‘ ＜ っ· づ

リ ＜ 
i リ

護 骨 打＝ 矢田 干

直
干危 り 胤た

る 合
た

切 � る
i l. 石

歪 仝 兌 贔 品 弓

；→· � 

ダ）
B 篠

記 n 禽 窯 木曽 ． 男

［�一
を の の

! 〗

； ［ i 
沃

輪§ 
と

（
表
2

ま
と
め
る

と
よ
2

の
通
り
と
な
る。

四
ペ
ル
リ
ン
東
洋
芙
術
館

の
届
面
貼
付
画
帖

に
は、
団
占

を
記
した

六

ト
面

を
伴
う
が、

こ
の本
文
は
流布本
か
ら

の
抜
枠

で
あ
ろ
う。
例
え
ば 、

「
く
り

か
ら
お
とし
」

の
E
苔

で、
本
日
面

に
記

さ

れ
た
よ
う

に．
瀬
尾
太

郎兼
康
が
聞（
ゆ）
る「

つ
はも
の
に
て

有
け

れ
と
も．
う
ん
や
つ

き
に
けん
」

と
の
詞
が
入
る

の
は
流布本
で
あ
る

[

R屯威

H本
芙
術
大
観
ヒ

ペ
ル
リ
ン

求
洋
芙
術
館』（
講
談
社
一
几
几
二
年）
第
四
卜

図
に
掲
載

]
0

哀記 源盛平 用 晶本 本句 百二 禰̀佑
« 一 党 蔵館

本
E こ

,- ，，十＂1:―＊ 

i 
取

糸ん

を

りJl
轡
並ぺ
を

、
取

を
つ 木殿停 て

つ打に
殿木'{/ 取

を
っ 殿木曽 t ゃ百

ヤヽ ‘ ]0 畏、 ·疇
し
戸 ‘ てリ、

乎
兼と

ペ
呂ぅ• 今井

、
＾
J} .,. ’っe•^ 井1 

こ見 塁
で

怠両

手

を の
取子を 馬

か
の の
手 取馬 手

な ＾
石 云 右一 中て

i
白

息ーし 旗に に に に 百ピ
t のっ 伺 同 岡

し、 �-じ• � じ� 一じ 勢
向 ： ビ笞て とか

記 今そ？。 途？． い
し、

述 令

翌
―

： 図
ーく

会

キ
酋

と
ね切
ら
じ X

の
武

ー騎
の内
I:: 

石
＾ 右 のJi.り、れ七 の令1こ巴

に に 岱闘 騎
ま 今木

ず騎の 百
し、

立 の 同 i,ij そて主
て

る 前 の 名r じ じ゚ i
井

杓り
の今Jt: 従

ーのの 前ごの§£ り 孟勢で
後‘ 勢

と
七騎

塁唇 1この g 1) 魯 会1こ討
最後再 の中滋� . 残tこ

な函 う、
轡に今）ト つに： 靡 てにで今)t 

てをに ？ 〗 ＄ 

さ

1) 百今
.:::; し Iこ

ーは取 付 庄取 し、
： 

，う
キ゜ むずと 降

り‘ 鳥
苫ら1)

‘
し き‘の

馬馬つ
付
り 木0 ての う。 はf寸主馬し、

宮ぅ。 づみ
降
，） 取 閏 ょ らいのよ て 周 のをて いの リ リ とて'!':, ＇） い 口砕記 て馬 つ

き I) 、
付の飛 流し ー涙 の

U飛び
る． のにり

述 君の い戻ん ）］取．

男天 め太 唇天 斬 つ物
きに打

防
→し ム片， しヽ ｝｝ っこ物

.c:-し 1刀こ 駆て 抜を ーし ］
に

J ての てIL抜 悲
‘

廻る
靭年をL. 

ま ， に し、
つ けし、 つ わ て

〖し、 るて し、 る ‘

て 0 、 て あぁ
u,.L , を 記 し'. IL ＼ヽ

述．祠 ど馬

［ ； 唇同 馬 はま 花仲
tの のの の

深

田 頭
も し

の

［
つク）一頭 一頻 一頭 て馬1こ に に

つ 埋 つ つ
＼ヽ ま し、 ＼ヽ ［ 

深

：； 
る 互 て ul 

ほ 記 ＼ヽ に

（
表
ー）
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た、
成
い
は
濱
葵
名
の
方
か
ら
提
女
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る。
前
伯
社
33
兵
藉
占
文
参
照。

凶

三
澤
裕
卜「
物
品
の
受
容
と
＆
税
ー
ヤ
と
纂
曲
の
場
合
ー」
「
あ
な

た
が
ふ
む

翌禾
物
話(
4)
平
i永
物
語
ー
受
容
と
変
容」
有
精
堂
出
版

一
九
九
三
年

Bil

文｛（
テ
ク
ス
ト
が
固
定
化
さ
れ
な
い
中
IU
に
お
い
て
は．
点
り
の
液

儀`

公
屋
の
遠
い
と
し
て
は
比
磁
さ
れ
て
お
ら
ず、
流
派
と
は、
琵
位
法

師
の
汀
倒
的
人
数
増
大
に
什
っ
た
む
し
ろiを
意
磁
に
近
い
b
の
で、
「
近
柑

墨
曲
の
演
昭
ス
タ
イ
ル
が
帷
t
す
る
過
程
で、
液
憤
ふ国
派
の
起
凍
が
中
世

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
幻
想
さ
れ
た
と
こ
ろ
に、
語
り
の
流
派
と
し
て
の一

ガ
泊
八
坂
流
は
発
生
す
る」
と
い
う（
兵
藤
裕，J「,八
坂
流
の
兌
生
ー＇「
平

さ
語
り
と
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
中
世
と
近
泄
ー」「^
·
染
中
世
の
文J←

散
文
巴
明
治
苔
に
一
几
九
四
年）。

元
fiI
年
間
の一
ガ
系
の
泊
介
本
の
間
板
に
川
抗
し、
八
坂
系
で
は「『
1

片
の
本」
を
開
板
し
八
坂
系
の
原
本
と
称
し
た
し．
一
ガ
系
も
可
道
拾
要

録」「
当
追
要
抄j
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ`

だ
か
ら
こ
れ
は
八
坂
の
平
家
と
は

遠
う
の
だ
と
立
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に．
流
浪
怠
品
の"9
楊
が
あ
ら
わ
れ

るon

咆
本
に
つ
い
て.
r
慶
豆
見
間
芭
に
は`

傾
朝
の
伊
豆
の
n
代
を
何

と
語
る
か．
あ
る
JM
成
が
や
す
ぎ
判
官
と
出
っ
た
こ
と
に
つ
い
て、

P淳

音
ど
と『
平
家
物
店
l

を
比
較
し
確
必
し
た
と
い
う
記
ポ
が
み
ら
れ
る。

ま
た．
林
羅
山
の『
徒
然
卒
野
槌
浣
和
ヒ
年
卜
月
二
十
li
n
条
に
は、
茉

翌＂
圧
が

氾氷
物
店
の
作
名
だ
と
公
＂
補
任
に
あ
る
が、
そ
れ
は
況
平
成

岱
の
こ
と
だ
と
述
べ
た
り．
お
よ
そ
こ
の
杓
品
に
数
本
あ
っ
て
往
々
に

し
て
討
し
で
な
い
と
述
べ
る
な
ど
の
品
41
が
見
ら
れ
る
一
ガ
検
校
が
玲

瓜
し
た
泊

梨
を
刊
行
し
た
の
は
JC
和
ヒ
年
で
あ
っ
た
が．
こ
の
よ
う
に

そ
れ
以
前
の
段
階
か
ら
諸
本
の
遠
い
に
つ
い
て
意
磁
的
で
あ
っ
た．

品
り
に
つ
い
て
は、
し
ば
し
ば
11
111
さ
れ
る
記
U
に、
城
竹
検
校
が
ili

っ
た

：パり
が
以
前
に
椿一
検
校
が
語
っ
た
と
こ
ろ
と
詞
じ
も
の
で、
そ
れ

ぞ
れ
殊
勝
で
あ
っ
た
と
す
る
記
11(
="
聞
御
記j
応
水
三
上
石＇
四
月
二

ど
fl
き
が
あ
る

こ
れ
に
つ
い
て「
内
派
の
庫
り
n
の
相
逸
は
問
題
と

な
っ
て
い
た」
と
さ
れ
る(tハ
t
捻
次
郎「
室
町
時
代
の
平
曲」
「
平
家
物
語

講
座」
第
二
を）
が、
た
ま
た
ま一
致
し
た
叶
能
性
も
あ
り、
演
奏
名
の
方

か
ら＇屯
兵
句
を
決
め
て
中
し
入
れ
る
の
か
ど
う
か
こ
の
記
事
に
は
慎
翫
に

各
ぺ
さ

とす
る
指
摘

しあ
る（
信
太
閑「
祈
版
詮
入
平
家
物
品
延
宝
五
年

た
評
11
に
対
し．
現
在
義
仲
に
ゆ
か
り
の
あ
る
上
地
の
打
点
が
結
成
し
た、

「
哀
仲
復
権
の
会」
と
い
う
組
織
も
あ
る。

⑬

三
行
は
ど「
征
夷
大
将
軍
に
宣」
の
段
か
ら
の
抜
枠
が
冒
頭
に
品
さ
れ、

ス
ト
1
11
ー
を
補
足
し
て
導
入
と
す
る．

仰

松
t
巴
係
は
義
仲
の
羞
の
隣
に
水
眠
し
た
い
と
遺
ぶ
し．
祈
サ
fl
石

は「
統
史
余
論＝
で
註
42
の
よヽ
つ
な
評
価
の
殺
仲
を
灌
護
し
た。
歌
舞
伎
や

浮
世
絵
で
は、
義
仲
の
忠
臣
た
ち
や、
特
に
巴
の
存
在
が
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ、
主
従
愛．
男
女
愛
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
C
ば
な
人
物
と
し
て
も
受

け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る。
江
戸
時
代
に
お
け
る
花
仲
あ
る
い
は「
＊

杵
杓」
の
人
気
が
何
に
始
ま
り
何
を
店
竺
に
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は．

さ
ら
に
り
烈
を
要
す
る。

四

石
井
正
己「
梵
琶
法
師
と
犬
ー
琵
琶
法
師
の
図
像
学
m

ー」「
琵
琶

法
邸
の
演
昭
ー
琵
琶
法
師
の
図
像
学
切
ーー」
「
仕
と
語
リ
か
ら
物
語
を

よ
むj
大
作
舵
苔
店
一
九
九
ヒ
年

付
記

作
品
の
祠
査
に
あ
た
っ
て
は。
出
光
其
術
館
の
用
田
泰
三
氏、
埼
玉
凩
立

博
物
館
の
兼
子
順
氏、
新
井
浩
氏
に
大
変
お
世
話
に
な

りま
し
た。
ま
た、

写
只
の
掲
載
に
こ
協
力
い
た
だ
さ
ま
し
た
所
蔵
名
の
方
々
に
記
し
て
感
謝

い
た
し
ま
す．

版』
柑
説）．

『
貞
控
文
染」
に
は．
「
都
方（
い
ち
か
た）、
城
方、
検
校
采
勾
杵
衆`

烈（
つ
ら
な
リ）
平
玄
純
間
巾
休」
と
い
っ
て、
そ
れ
ぞ
れ
の
妹
勝
で
あ
る
と

述
ぺ
る
苫
状
が
の
る。
ま
た、
r
隔
女
ど
に
は、
多
く
の
平
衣
哨
頭
と
の

交
流
が
記
さ
れ
る
が、
例
え
ば
寛
氷
二
十一
年
に
は、
城
作
座
頭
が
琵
琶

を
弾
い
て
平
家
を
語
る
の
を
聴
き．
そ
の
三
ヵ
月
後
に
は
柑
か
れ
た
江
花

興rr
て
會

元
頭
の「
平
求
三
句」
を
屁
き、
数
H
後
に
城
秀
座
頭
の
弾
く

「
当
液」
の
三
味
総
を
稔
い
た．
と
記
し
て
い
る
よ
う
に、
鳳
林
の
よ
う
な

寺
の
仕
侍
が
点
流
の
｛冶
間
を
耳
に
す
る
環
境
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る。

⑱

加
藉
康
昭「
H
本
h
人
社
会
史
研
究
l

未
来
社
一
九
ヒ
四
年

西
岡
サ
ト「
平
家
座
頭
の
動
向
＇ー
鳳
林
の
周
辺
ー」
「
寛
水
文
化
の
ネ
，

ト
ワ
ー
ク
「
隔
交
記」
の
世
界』
息
文
闇
出
版
一
九
几
八
年

Ogl

g
lh.
It
川＂LI
文「
花
経
仕
を
と『
義
経
品」」
「
文
＂了j
匹ニ
ト
じ

巻
じ
号
一
JL
六
几
年

そ
の
は
か
の
作
例
と
し
て、
東
京
芸
術
大
学
沃
料
館
蔵
の
住
吉
家
の
資

料
に「
義
経
記
詮
巻
下
画」
が
あ
り．
仕
吉
如
慶
管「
堀
河
夜
討
詮
巻」
二
巻

（
東

免屯甘
物
館
芭
と
と
も
に．
「
＊
行
物
品
に
巻」
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
後
サ
と
し
た
い。

仰

む羹
f
f「
笠
孜
物
点
図
の
系
滸
に
お
け
るザな
能
と
の
関
連
性」

記
灼
又
術
財
団
年
報j
-
IL
几
八
1

片
澤
英
里
f「m口
我
物
語
図
サ
ー＇一
双
屏
風
の
成
立
に
つ
い
て
ー'」
『
R

本
芙
術
携
包
明
徳
出
版
社
一
几
九
几
年

⑪

鈴

貸
郎「I
V9名
物
沿」
に
お
け
る

森＂
姦
仲
の
人
物
像」

で＾
公
研

究』
Ji
t-
r̂

悶一
「
其
仲
説
話
の
形
成」
「
平
玄
物
油
の
形
成」
加
蘊
中
ふ
館
．
九

ヒ一
年

梶
歴
正
昭「
軍
憎
と
い
く
さ
物
品

太
夫
房
覚
明
の
生
涯」
「
角
川
鑑
賞

古
典

笠永
物
品』
111
川u"
出
一
九
ヒ
五
年

水
原一
「
指
仲
説
品
の
り
さ
「
延
慶

令＇i名
物
＂
溢
り』
加
藤
中
心
鮨

-
IL
七
几
年

合
片
泊
光「

令

森
説
出
と
汗
光
＂寸
屯．
叶
衆」
「
文
学
l

-

JL
八
0
年

JL
H
 

⑫

筏
仲
に
対
す
る一
天
マ
イ
ナ
ス
評
価
は、
法
兒
を
攻
撃
す
る
に
ま
で

至
る
行
釉
と
m
合
武
ヒ
で
物
牒
を
知
ら
な
い
と
い
う
点
て
あ
る

こ
う
し
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phrase "Heike painting" has been employed until now, but to which Tale of the Heike were 
painters referring? The various texts can be generally divided into two types: reading books 
l1·0111i/1011) and recitation books (kalmi/Jon). When the subject matter depicted in the Chiba 
�Iuseum screens is pieced together, there is a definite connection to the lchikata School category 
of recitation books, ll'hich are based on a text established in the Northern-Southern courts period 
by the biwa hos/Ji or reciter Kakuichi of the Ichikata line. Only a limited number of texts 
incorporate the "Trip to Chikubushima" scene into the story of Yoshinaka's battle, and in tracing 
the detailed descriptions of the scenes represented in the Chiba :\1useum screens. I came to the 
conclusion that the subject matter could only be fully accounted for br using a text of the 
lchikata School. When compared with works like the Kanagawa Museum painting (Plate 7) 
which is known lo be based on the Account of /1,e Rise and Fall of /1,e Minamoto aud Taira 
(Genpei seisui ki), which was also popular as the popular edition of the lchikata School text 
published at the same time, it becomes clear that the Chiba Museum screens do not depend upon 
this book 

The Chiba Museum screens are quite faithful to the text even down to small details. Even if 
the painter had direct access to a book, there is no question that he or she was following very 
detailed painting style directions from someone who had a thorough knowledge of the subject 
matter. The fact that the screens come close to the content of the lchikata School text indicates 
that the person who commissioned them acted as an intermediary or that there was someone or 
something connected with this lineage in the painter's milieu 

Furthermore, with regard to the idea of singling out and narrowing the focus on Yoshinaka 
from the story, in looking at Sumiroshi Jokei's Tale of Kiso (set of 3 handscrolls, Idemitsu 
�luseum of Art) and the jomri text Tale of Kiso, it can be comfirmed that the Chiba Museum 
screens, the handscrolls by Jokei, as well as the tale assumed to be an early period joruri, all 
appeared at roughly the same time. 

4. Recitation and Painting 
The idea of focusing on Yoshinaka seems to be related to the conspicuous characteristic of 

Ichikata School books to emphasize a closeup of Yoshinaka and his bravery. lchikata School 
biwa reciters possessed this script which gave birth to an original narrative composed of passages 
focusing on Yoshinaka, and audiences with a fondness for Yoshinaka were nurtured. Since the 
depiction of the "Trip to Chikubushima" episode in the Chiba �1useum screens has a strong 
connection with biwa reciters, it is conceivable that someone closely connected with that kind of 
narrative or a biwa reciter himself was involved in the circumstances of its creation. I would like 
to suggest that the compositional organization of the story in the Chiba Museum screens 
represents that kind of novel narrative subject matter 

Since the two main lines of biwa reciters - Ichikata and Yasaka - published books in 
succession in the early Edo period, one can imagine that consciousness of the two schools was 
heightened. and that the listeners were also conscious of the differences. The enjoyment of Heike 
music began as an elegant form of cultivation, i.e. the ceremonial music adopted by successive 
shoguns, and high-ranking blind persons patronized by the authorities continued to recite Heike 
music as their principal artistic accomplishment. The audience for the Chiba :-luseum screens 
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was from this kind of environment and elected to have the subject matter of the lchikata School 
made into a painting 

The scenes selected for the Chiba ;\'Juseum screens, especially the episodes glorifying battles. 
are suffused with a feeling of warm admiration toward Yoshinaka. This conception is consistent 
throughout. The artist's expressive power supports this vision through the numerous representa・

tions spotlighting the leading character Yoshinaka. 

Conclusion 
The details concerning the sources for Heike paintings have not been previously investigated 

The Tale of the Heike is represented by diversity of narratives and compositions, and since it 

probably only existed in numbers from the standpoint of enjoyment. to understand the content 

and character of paintings showing the special features of the early style it is necessary to 

im·estigate what kind of thing \\'as the "Heike" they depended upon. In addition, paintings have 

not be�n consulted when thinking about stories and recitations. By focusing on the Chiba �luseum 

screens which clearly have lchikata School content. the enjoyment of recitations and stories can 

be studied from the viewpoint of painting (Translated by Patricia Fister) 
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Screens of the Battles of Kiso Yoshinaka 

Matsuo Tomoko 

The Sc,'eens of the Battles of Kiso Yoshinaka in the collection of the Chiba City Museum of Art 
(Plate I) are a unique and unusual pair of folding screens depicting episodes from the Tale of the 
Heike, centering particularly on the battles of Kiso Yoshinaka. This article investigates in detail 
how the story was depicted and what this reveals about the circumstances of its appreciation 
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I. A Synopsis of the Screens of the Battles of Kiso Yoshinaka 
The story is depicted on the pair of screens in the following order: Upper right of right screen 

- "The Youth Shimizu" (Chapter 7) and "Trip to Chikubushima" (Chapter 7); Bottom right of 
right screen "Battle at Hiuchi" (Chapter 7), "Prayer•· (Chapter 7), "Downfall at Kurikara'' 
(Chapter 7), and "Sanemori" (Chapter 7); Upper right of left screen - scenes of "The Burning of 
the Hosshoji Cloistered Palace,''"Stoning," and "Yorisuke" from "Captain Tsuzumi" (Chapter 8) 
and''Vanguard at the Uji River" (Chapter 9); Lower half of left screen - "The Death of Kiso" 
(Chapter 9) 

\\'ithin the multiple layers of space interplaying with the gold ground and gold clouds, the 
scenes are divided by gold clouds, slopes, and trees so that one can follow Yosinaka's biography 
without difficulty. The composition is also skillfully arranged in an overall sense. There is no 
firm documentation concerning the artist or date of execution, but when the Chiba :\i!useum 
screens are compared to other screens with early images from the Tale of the l/eike, in the gold 
clouds, pines (Plate 2), and proportions and poses of the figures (Plate 3) one can see that the 
Chiba Museum screens have the same basic forms as the Screens af Battles at Ichinofani and 
Yashima in the Saitama Prefectural Museum. While the expressions of the figures are more vivid 
and skillfully depicted in the Saitana Museum screens, and the figures in the Chiba Museum 
screens display unique characteristics, the relationship between them is not so distant. It is likely 
that the Chiba Museum screens were painted by a professional painter active in the early Edo 
period (possibly the Kan'ei era, 1624-44), who specialized in historical battle paintings as well as 
more contemporary battle and genre paintings. 
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2. Paintings with Kiso Yoshinaka as the Subject 
Other presently known (to the author) paintings related to the tale of Kiso Yoshinaka daung 

to the first half of the Edo period or earlier are: a screen in the Kanagawa Prefectural Museum; 
a pair of 8-panel screens in a private collection; a pair of screens in the Asian Art Museum, San 
Francisco: a screen by Hasegawa Shinshu; the Tale of I<iso (set of three handscrolls) by 
Sumiyoshi Jokei in the Idemitsu Museum of Art; and an old joruri text titled Tale of Kiso (Kiso 
mo11ogatari). In the context of all Heike paintings, there are only a few works with Yoshinaka 
as the subject. In comparison with the paintings listed above, the Chiba Museum screens were 
composed by consciously assembling scenes of Yoshinaka's battles. The screens are unusual in 
that the story is told from beginning to end. Large-scale works like the Chiba Museum screens 
that depict a number of scenes in a broad sense and integrate them into one theme are limited 
in number. 

3. A Study of the Depiction and Content of the Chiba Museum Screens 
There are many different book,·ersions of the Tale of the Heike, as well as many plays. The 
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な
っ
た。
そ
し
て

実
際、

そ
の
と
き
私
が
制
作
し
た
作
品
は、
こ
の
見
解
の

反
映
だ
っ
た」（
註
7)。

コ
ス
ー
ス
が
絵
画
で
も
彫
刻
で
も
な
い
芸
術
に
つ
い
て
そ

の
言
説
の
中
で
明
確
に
語
り
始
め
る
の
は一
九
六
八
年
頃
で

あ
る
が（
註
8)、

遅
く
と
も
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド・
ア
ー
ト・
イ
ン

ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
在
学
中(-
九
六
三
年＇iハ
四
年）
に
は
ラ
イ

ン
ハ
ー
ト
の
存
在
を
知
っ
て
い
た。
そ
し
て
そ
の
プ
ラ
ッ
ク・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
ス
テ
ラ
の
作
品
以
上
に
絵
画
の
極
限
に

近
い
と
考
え
た
の
で
あ
る。
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は、
一
般
に
五

0
年
代
に
は
冷
遇
さ
れ
て
い
た
が、

六
0
年
代
に
は
す
で
に

若
い
作
家
た
ち
の
一
部
か
ら
注
目
を
浴
ぴ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た。
コ
ス
ー
ス
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ス
ク
ー
ル・
オ
プ・
ピ

ジ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ツ
に
通
い
始
め
た一
九
六
五
年
に
は
す
で
に

絵
画
制
作
を
放
棄
し
て
い
た
が、

不
思
議
な
こ
と
に
ラ
イ
ン

ハ
ー
ト
は、

そ
の「
故
後
の
両
家」
と
し
て
の
役
割
を
こ
え
て、

絵
画
で
も
彫
刻
で
も
な
い
作
品（
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー

ト）
の
制
作
を
は
じ
め
た
後
の
コ
ス
ー
ス
に
ま
で
影
響
を
与
え

綺
け
た
の
だ。

そ
し
て
ル
ー
シ
ー・
リ
ッ
パ
ー
ド
が
言
う
よ
う

に、
コ
ス
ー
ス
は
六
0
年
代
に
お
い
て
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
遺

産
を
受
け
継
い
だ
若
い
芸
術
家
の
代
表
的
格
と
な
っ
た（
註
9)。
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ペ
ン
ジ
ャ
ミ
ン・
プ
ッ
ク
ロ
ー
は、
こ
の一
兄
奇
妙
な
現
象

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る。

「
ア
ド・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の（
彼
が
そ
の
公
式『
芸
術
と
し
て

の
芸
術j
に
凝
縮
し
た）
経
験
論
的
ア
メ
リ
カ
ン・
フ
ォ
ー
マ

リ
ズ
ム
と
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
視
掟
性
の
批
判（
例
え
ば．
「
裸

体
以
前
の
時
期
の
私
の
全
て
の
作
品
は、

祝
詑
的
な
絵
画

で
あ
っ
た。
次
に
観
念
に
到
逹
し
た
…
9
.
.
 j
と
い
う
有
名
な

言
葉
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る）
は、
六
0
年
代
半
ば
に、

両
者
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
コ
ス
ー
ス
の
試
み
と
い
う
歴

史
的
に
起
こ
り
え
な
い
融
合
の
な
か
に
現
れ
る。
そ
れ
は

-
JL
六
六
年
以
降
用
い
ら
れ
て
き
た
彼
自
身
の
公
式（
訳
註

「
概
念
と
し
て
の
概
念
と
し
て
の
芸
術J)
へ
と
導
か
れ
た」

（
註
10
)。

さ
ら
に
プ
ッ
ク
ロ
ー
は．
こ
の「
歴
史
的
に
あ
り
え
な
い
融

合」
の
矛
盾
を
コ
ス
ー
ス
の
作
品
の
な
か
に
も
見
い
だ
そ
う
と

試
み
る。

「
逆
説
的
に、

六
0
年
代
半
ば
以
降
の
コ
ス
ー
ス
の
作
品
さ

ぇ
ー
絵
画
の
伝
統
的
な
オ
プ
ジ
ェ
と
し
て
の
地
位
と
視
党

的・
形
式
的
意
匠
か
ら
の
逸
脱
を
強
調
し
て
お
き
な
が
ら
ー

大
き
く
焦
い
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
正
方
形
上
に
言
葉
の
定
義
を

提
示
し
続
け
た
の
で
あ
る」（
註
11
)。

こ
こ
で
プ
ソ
ク
ロ
ー
は、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
研

究
の
第一
人
者
ら
し
か
ら
ぬ
誤
り
を
お
か
し
て
い
る。
コ
ス

ー
ス
自
身
直
ち
に
抗
漬
し
た
よ
う
に（
註
12
)、
こ
の
フ
ァ
ー
ス

ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る〈
タ
イ
ト
ル

u-]

二
つ
の
黒
い
正
方
形
ー

《
タ
イ
ト
ル
ド》
と《
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ》

コ
ス
ー
ス
は、
一
九
六
五
年、
二
十
歳
で
ス
ク
ー
ル・
オ
プ・

ビ
ジ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ツ
に
通
い
始
め
た
頃
に
は、
の
ち
に
プ
ロ

ト
・

イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
先
駆
的
作
品
を
制
作
し
て
い

た
の
で（
註
13
)、

絵
画
制
作
は
そ
の
修
行
時
代
に
限
ら
れ
る（
註

14
)。
し
か
し
こ
れ
ま
で
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に、
六
0
年
代
中

頃
当
時、

彼
の
問
題
慈
職
の
源
に
絵
画
が
あ
っ
た
こ
と
は
間

追
い
な
い（
註
15
)。

一
般
的
に、

伝
統
的
メ
デ
ィ
ア
に
縛
ら
れ
ず一
気
に
コ
ン

セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
に
到
達
し
た
作
家
た
ち
に
比
べ、

絵

画
か
ら
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
に
移
行
し
た
作
家
た
ち

の
道
の
り
は
よ
り
険
し
い
も
の
だ
っ
た
と
孟
え
る
だ
ろ
う。
例

え
ば
ロ
パ
ー
ト・
モ
リ
ス
は、

早
く
か
ら
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
影
響

に
よ
リ
レ
デ
ィ
メ
イ
ド・
オ
プ
ジ
ェ
を
制
作
に
取
り
入
れ
て
い

た
の
で、
日
々
の
出
来
事
等
を
四
十
四
枚
の
カ
ー
ド
に
タ
イ

プ
し
て
壁
掛
け
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
た〈
カ
ー
ド・
フ
ァ
イ
ル
r‘

早
く
も一
九
六
二
年
に
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た。
ま
た
ギ

ャ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
経
歴
を
開
始
し
た
ダ
ン・
グ
レ
ア
ム
も、

最
初
の
作
品
が
す
で
に
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
と
呼
ぴ

う
る
も
の
で、
一
九
六
六
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
初
期

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
記
念
碑
的
作
品〈
ホ
ー
ム
ズ・

フ
ォ
ー・
ア
メ
リ
カ〉
を「
ア
ー
ツ・
マ
ガ
ジ
ン」
誌
上
に
掲
載
し

ド(titled)〉
の
シ
リ
ー
ズ
は、

辞
書
の
項
目
を
そ
の
ま
ま
写
其

殺
影
し
て、

反
転
し
大
き
く
引
き
延
ば
し
た
フ
ォ
ト
ス
タ
ッ

ト
で
あ
る。
し
か
し
こ
れ
は
単
に
記
述
の
不
正
確
さ
に
関
す

る
問
題
で
あ
っ
て、
こ
こ
で
は
そ
れ
ほ
ど
厘
視
す
る
必
要
は

な
い。
む
し
ろ
頂
要
な
の
は「
大
き
く
黒
い
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
正

方
形
上
に
言
葉
の
定
義
を
提
示」
し
た
こ
と
と「
絵
画
の
伝
紐

的
な
オ
プ
ジ
ェ
と
し
て
の
地
位
と
視
立
的・
形
式
的
意
匠
か
ら

の
逸
脱
を
強
調」
し
た
こ
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
矛
盾
で
あ

ろ
う。
そ
れ
こ
そ、
コ
ス
ー
ス
の
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
受
容
を
語

る
う
え
で、

避
け
て
通
れ
な
い
問
題
な
の
で
あ
る。

一
九
六
0
年
代
後
半、

他
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
た
ち
と
同
じ
く、
コ
ス
ー
ス
は
極
め
て
短
期
聞
の
う

ち
に
作
品
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式
を
劇
的
に
変
貌
さ

せ
て
い
る
が、

こ
れ
は
伝
統
的
な
作
品
形
態（
絵
画）
か
ら
の

逸
脱
の
過
程
に
他
な
ら
な
い。

作
品
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ、

彼
の
言
説
も
短
期
間
に
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
が、

両
者
の

変
化
の
足
並
み
は
必
ず
し
も
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。
こ

の
理
論
と
実
践
の
微
妙
な
ず
れ
は
最
前
衛
を
進
む
芸
術
家
に

と
っ
て
し
ば
し
ば
起
こ
り
う
る
も
の
と
言
え
よ
う
が、
コ
ス

ー
ス
の
場
合、
プ
ッ
ク
ロ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
こ
の
矛

府
の
な
か
に
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
什
在
が
兄
え
屁
れ
す
る
の
で

あ
る。
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く、
六
0
年
代
後
半
の
コ
ス
ー
ス

の
作
品
と
言
説
を
年
代
順
に
整
理
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い

き
た
い。

て
い
る。

こ
れ
に
対
し、
セ
ス・
シ
ー
ゲ
ロ
ー
プ
が
企
画
し
た一
九
六

九
年
の
ジ
ャ
ニ
ュ
ア
リ
ー・
シ
ョ
ウ
に
コ
ス
ー
ス
と
と
も
に
参

加
し
た
ロ
パ
ー
ト・
パ
リ
ー
と
ロ
ー
レ
ン
ス
・

ウ
ェ
イ
ナ
ー
は、

コ
ス
ー
ス
が
フ
ォ
ト
ス
タ
ッ
ト
を
本
格
的
に
使
い
始
め
た
一

九
六
六
年
に
さ
え、

未
だ
絵
画
制
作
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で

い
た。
ま
た
当
時
コ
ス
ー
ス
と
交
流
の
あ
っ
た
河
原
温
も、
い

ち
早
く
文
字
を
用
い
た
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
先
駆

的
作
品
に
到
達
し
た
が、

や
は
り一
九
六
六
年
の
時
点
で
は、

ア
ク
リ
ル
絵
具
で〈
デ
イ
ト・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
を
描
い
て
い

た。
い
ず
れ
の
作
家
た
ち
も、

絵
画
か
ら
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア

ル・
ア
ー
ト
ヘ
至
る
過
程
の
な
か
で、
ジ
ャ
ッ
ド
が
絵
画
か
ら

立
体（three-
di
mentional)
作
品
に
至
る
過
程
で
何
点
か
制

作
し
た
両
者
の
中
間
に
位
笞
す
る
レ
リ
ー
フ
作
品
の
よ
う
な、

折
衷
的
な
過
渡
期
的
作
品
を
制
作
し
て
い
る。

コ
ス
ー
ス
の〈
タ
イ
ト
ル
ド〉（
図
1
)

も、
こ
の
よ
う
な
過
渡

期
的
作
品
の一
種
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う。
絵
画
の

手
法
こ
そ
完
全
に
放
棄
し
て
い
る
が、

正
方
形
パ
ネ
ル
と
い

う
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式
は、
の
ち
に
展
開
さ
れ

る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
そ
れ
と
比

ペ
れ
ば、

は
る
か
に
伝
統
的
メ
デ
ィ
ア
に
近
い。
し
か
し‘

絵

節
を
捨
て
た
の
み
な
ら
ず、
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
言
語」
を
用

い
た
作
品
を
公
に
展
示
し
た
こ
と
は、

当
時
の
彼
に
と
っ
て

非
常
に
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
追
い
な
い。

〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
は、
コ
ス
ー
ス
の
実
質
的
な
デ
ピ
ュ
ー
に
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一

あ
た
る「
四
人
の
若
い
芸
術
家
に
よ
る
非
擬
人
形
の
芸
術」
展

（一
九
六
七
年`

ラ
ニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ
ー）（
註
16
)

と
翌
年
ロ
ス・

ァ
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
ギ
ャ
ラ
リ
1
6
6
9
で
行
わ
れ
た
最
初
の

個
展
に
も
出
品
さ
れ、
コ
ン
セ
プ
チュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
先
駆

者
と
し
て
の
コ
ス
ー
ス
の
名
を
広
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

シ
リ
ー
ズ
で
あ
る。
彼
が
使
っ
て
い
た
辞
害
の一
項
目
を
写

真
に
撮
り
反
転、
拡
大
し
た
こ
の
作
品
は、
辞
喘
の
見
出
し

語
と
し
て
す
で
に
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る(titled)
こ
と
か
ら

〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
と
名
付
け
ら
れ
た。
作
家
本
人
は、
こ
の
作

品
が
生
み
出
さ
れ
た
経
緯
を、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。

「:'•••
そ
の
形、
色
の
な
い
性
質
の
た
め
に、
私
は
水
に
興

味
を
も
っ
た。
想
像
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
や
り
方

ー↓小
の
プ

ロ
ッ
ク、
ス
チ
ー
ム
暖
房
機、
シ
ス
テ
ム
で
使
わ
れ
た
水

の
領
域
の
地
図、
大
祉
の
水
が
写
っ
た
絵
は
が
き
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
な
ど、
水
と
い
う
語
の
辞
曹
の
定
義
に
よ
る
フ

ォ
ト
ス
タ
ッ
ト
を
制
作
し
た一
九
六
六
年
ま
で
水
を
使
っ

た。

そ
れ
は
当
時
の
私
に
と
っ
て、
ま
さ
に
水
の
概
念
を

提
示
す
る
方
法
だ
っ
た。
．．．．
 ’•
そ
の
最
初
の
水
の
定
義
に

は
じ
ま
る
作
品
の
全
て
に、
「
概
念
と
し
て
の
概
念
と
し
て

の
芸
術」
と
い
う
副
題
を
付
け
た。
私
は
常
に
フ
ォ
ト
ス
タ

ソ
ト
を
作
品
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式（
あ
る
い
は
メ

デ
ィ
ア）
と
考
え
た
が、
フ
ォ
ト
ス
タ
ッ
ト
を
芸
術
作
品
と

し
て
提
示
し
た
と
は
考
え
て
も
ら
い
た
く
な
か
っ
た。
そ

う
い
う
理
由
で
こ
の
区
別
を
し、
そ
れ
ら
に
サ
プ・
タ
イ
ト

ル
を
与
え
た
の
だ
っ
た。
辞
君
の
作
品
は（
水
の
よ
う
な）

で
あ
る」
(

11

19
)。

コ
ス
ー
ス
の「
穀
初
の
関
心
は
抽
象」、
そ
れ
も
彼
以
前
の

抽
象
芸
術
が
追
求
し
た
形
態
論
的
抽
象
で
は
な
く、
形
や
イ

メ
ー
ジ
で
は
伝
え
る
こ
と
が
困
難
な
抽
象
的
概
念
を
そ
の
ま

ま
言
語
と
し
て
提
示
す
る「
完
全
な
抽
象」
で
あ
る。

そ
し
て「
抽
象」
と
い
う
言
葉
か
ら
出
発
し
た
こ
と
こ
そ、
彼

の
起
源
の一
っ
が
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア（
絵
画）
に
あ
り、
ラ

イ
ン
ハ
ー
ト
に
あ
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
と
な
る。
ラ
イ
ン

ハ
ー
ト
は
自
ら
の
著
作
の
な
か
で、
抽
象
絵
画
の
優
位
性、
絶

対
性
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
お
り
(

11

20
)、
コ
ス
ー
ス
も「
哲
学

以
後
の
芸
術」
の
第
二
部
の
冒
頭
で
そ
の
中
の一
っ
を
引
用
し

て
い
る
か
ら
だ。

「
抽
象
芸
術
と
非
絵
画
的(non-
pictorial)
芸
術
は、
今

世
紀
初
頭
に
誕
生
し、
そ
れ
以
前
の
芸
術
よ
り
専
門
化
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
よ
り
純
粋
で
完
全
で
あ
る。
そ
し

て
全
て
の
近
代
的
思
考
や
知
識
の
よ
う
に、
そ
の
関
係
を

理
解
す
る
の
に
よ
リ
大
き
な
苦
労
を
強
い
る」（
註
21
)。

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
同
様
コ
ス
ー
ス
も「
抽
象」
に
活
路
を
見
い

だ
そ
う
と
し
た
が、
彼
の
場
合
絵
画
的
方
法
に
よ
ら
ず
に
完

全
な
抽
象
を
達
成
し
よ
う
と
し
た。
す
な
わ
ち、
形
態
論
的

な
意
味
で
は
な
く、
言
語
学
的
意
味
で
の
抽
象
を
目
指
し
た

の
で
あ
る。

し
か
し、
の
ち
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
は
じ
め
と

す
る
言
語
哲
学
に
傾
劉
す
る
こ
と
に
な
る
コ
ス
ー
ス
も、
辞

苦
の
定
義
を
使
い
始
め
た
時
点
で
は
未
だ
そ
れ
ら
に
興
味
を

物
の
抽
象
か
ら、
（
意
味
の
よ
う
な）
抽
象
の
抽
象へ
と
進

行
し
た。
私
は
辞
書
の
シ
リ
ー
ズ
を一
九
六
八
年
に
や
め

た」（
註
17
)。

フ
ォ
ト
ス
タ
ソ
ト
で
は
な
く
概
念
自
体
が
作
品
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
す
る
た
め
に、
「
概
念
と
し
て
の
概
念
と
し
て
の

芸
術」(
Art
 as
 Idea
 as
 ldea)
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

た
が、
こ
れ
は
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
が
主
張
し
た「
芸
術
と
し
て
の

芸
術」(
Art
as
Art)
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
て
あ
る
こ
と

を、
コ
ス
ー
ス
自
身
も
認
め
て
い
る。
単
に「
概
念
と
し
て
の

去
術」
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
が、
伝
統
的
な
絵
画
や
彫
刻
に

も「
概
念
と
し
て
の
芸
術」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
考

慮
し、
概
念
の
み
扱
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
そ
の
部

分
を
二
重
に
重
ね
た
(

11

18
)。

引
用
の
最
後
で、
索
材(
water,
ice)
の
抽
象
か
ら、
色

(black,
 
white,
 red)
や
抽
象
概
念（precise,
specific,
 

meaning)
の
抽
象へ
と
進
ん
だ
こ
と
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
が、

こ
の「
抽
象」
と
い
う
言
葉
は、
〈
タ
イ
ト
ル
ド）
を
理
解
す
る

う
え
で
非
常
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る。
一
九
六
九
年`

シ
ー
ゲ
ロ
ー
プ、
パ
リ
ー、
ダ
グ
ラ
ス・
ヒ
ュ
ー
プ
ラ
ー、
ウ

ェ
イ
ナ
ー
ら
と
と
も
に
参
加
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て、

コ
ス
ー
ス
の
め
ざ
す「
抽
象」
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た。

「
私
自
身
の
芸
術、
私
自
身
の
試
み
は、
私
に
と
っ
て
現
実

的
な
や
り
方
で
抽
象
を
扱
う
こ
と
だ。
随
喩
的
な
種
類
の

抽
象
や、
伝
統
的
な
芸
術
か
ら
形
態
論
的
に
生
ま
れ
た
も

の
で
は
な
く、
抽
象
が
本
当
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
抽
象

示
し
て
い
な
か
っ
た。
言
語
哲
学
を
読
み
始
め
た
の
も、
「
言

語
と
の
関
係
に
お
い
て
芸
術
を
考
え
始
め
た」
の
も、
〈
タ
イ

ト
ル
ド〉
に
行
き
詰
ま
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る。
最
初
は
あ

く
ま
で、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
が
絶
対
視
し
た「
抽
象」
を
め
ぐ
る

模
索
の
な
か
か
ら、
言
語
を
用
い
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の

だ
っ
た（
註
22
)。

同
様
に、
一
九
六
六
年
六
月
か
ら
六
七
年
二
月
に
か
け
て

書
き
た
め
ら
れ
た「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
と
モ
デ
ル

の
党
え
害」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
「
概
念
と
し
て
の
概
念
と

し
て
の
芸
術」
の
理
念
も〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
を
最
初
に
制
作
し
た

時
点
で
は
そ
れ
ほ
ど
鮮
明
な
も
の
で
は
な
く、
そ
の
制
作
期

間
中
に
少
し
ず
つ
明
確
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る（註
13
)。
従っ
て
第一
京
末
尾
に
引
用
し
た「
絵

画
の
伝
統
的
な
オ
プ
ジ
ェ
と
し
て
の
地
位
と
視
箕
的・
形
式
的

慈
匠
か
ら
の
逸
脱
を
強
調
し
て
い
な
が
ら、
大
き
く
黒
い
力

ン
ヴ
ァ
ス
の
正
方
形
上
に
言
葉
の
定
義
を
提
示
し
絞
け
た」
と

い
う
プ
ソ
ク
ロ
ー
の
認
識
は
必
ず
し
も
的
を
射
た
物
で
は
な

い。
コ
ス
ー
ス
が
芸
術
の
本
体
は
概
念
で
あ
る
と
明
確
に
宣

言
し
た
と
き
に
は、
〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
の
制
作
は
ほ
ぼ
終
了
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら一
方
で、
〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
が、
正
方
形
の

フ
ォ
ー
マ
ソ
ト、
摂
い
地
と
い
っ
た
絵
画
的
要
索
を
依
然
と

し
て
残
し
て
い
た
こ
と
は、
プ
ッ
ク
ロ
ー
の
指
摘
を
待
つ
ま

で
も
な
く
当
時
か
ら
明
ら
か
で
あ
り、
結
局
こ
の
フ
ァ
ー
ス

ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
シ
リ
ー
ズ
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を
終
わ
ら
せ
る
直
接
の
原
因
と
な
っ
た 。

「
辞
杏
の
定
義
の
作
品
で 、

私
が
フ
ォ
ト
ス
タ
ッ
ト
は
フ
ォ

ト
ス
タ
ソ
ト 、

そ
し
て
芸
術
は
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
よ
う
と
常
に
試
み
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

そ
の

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
形
式（
フ
ォ
ト
ス
タ
ッ
ト）

が
度
々

絵
画
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た 。
そ
の
シ
リ
ー

ズ
の
あ
と 、

私
は
明
白
な(obv
ious)
メ
デ
ィ

ア（
新
聞 、

雑

誌 、

広
告
看
板 、
パ
ス
と
鼈
車
の
広
告 、

テ
レ
ピ）
を
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
形
式
と
し
て
用
い
始
め
た」（
註
24
)
0

芸
術
は
概
念
で
あ
る
こ
と
を「
明
白」
に
す
る
た
め
に 、
コ

ス
ー

ス
は 、

続
く〈
セ
カ
ン
ド・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ

ゲ
ー

シ
ョ

ン〉
の
シ
リ
ー

ズ
に
お
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
形
式
を
劇

的
に
変
化
さ
せ 、

伝
統
的
な
芸
術
作
品
の
場
と
形
態
か
ら
完

全
に
逸
脱
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た 。

今
度
は
辞
苦
の
定
義
の

代
わ
り
に 、
ロ
ジ
ェ

の
シ
ソ
ー

ラ
ス（
英
米
で
権
威
の
あ
る
類

語
辞
典
の
一
種）
の
見
出
し
項
目(synops
is
o
f
 

cate,
 

gor
ies)
を 、
一
九
六
九
年
か
ら
七
0
年
に
か
け
て 、

主
に
広

告
メ
デ
ィ

ア
上
に
ラ
ン
ダ
ム
に
掲
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

（
註
25）（
図
3 、
4) 。

結
局
の
と
こ
ろ 、
コ
ス
ー

ス
の
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

ヘ
の
傾
倒

ぷ
り
を
知
る
な
ら 、
二
つ
の
正
方
形
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の

形
態
的
類
似
を
見
る
こ
と
は 、

む
し
ろ
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
か

も
し
れ
な
い 。
し
か
し
ト
ー

マ
ス・
ク
ロ
ウ
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に 、
「
…

…

完
全
な
筏
党
経
験
へ
の
観
者
の
欲
望
は 、
言

葉
に
よ
る
抽
象 、

言
語
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
さ
ら
に
進
ん

技
術
的
ル
ー

ル」(
The
T
welve
 Techn
ical
 Rules)
の
部

分
の
要
旨
を
引
用
し
よ
う 。

日
テ
ク
ス
チ
ャ
ー

は
い
け
な
い

テ
ク
ス
チ
ャ
ー

は
自
然
主

義
的 、

機
械
的
で 、

粗
野
な
特
質
で
あ
る 。
…

…

口
タ
ソ
チ
や
箪
跡
は
い
け
な
い

手
害
き 、

手
仕
事 、

手
の

動
き
は
個
人
的
で
貧
し
い
趣
味
に
屈
す
る 。
；・
・＇「

タ
ッ

チ
は

そ
れ
と
わ
か
る
べ
き
で
は
な
い」 。
…•••

国
ス
ケ
ッ

チ
や
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
は
い
け
な
い

あ
ら
ゆ
る
こ

と 、
ど
こ
か
ら
始
ま
り
ど
こ
で
終
わ
る
か
は
前
も
っ
て
頭
の

な
か
で
練
り
上
げ
る
ぺ
き
だ 。
：·
…

四
形
態
は
い
け
な
い

「
最
も
完
成
さ
れ
た
も
の
は
形
を
も

た
な
い」 。．．．．．．
 

国
デ
ザ
イ
ン
は
い
け
な
い
「
デ
ザ
イ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
存
在
す
る」 。

因
色
彩
は
い
け
な
い

…·
:「

色
彩
は
外
観
で
あ
り
表
層
的

な
側
面
に
す
ぎ
な
い」 。
…
…

臼
は
い
け
な
い

「
白
は
ひ
と
つ

の
色
彩
で
あ
り 、

あ
ら
ゆ
る
色
彩
で
あ
る」 。
…·
:

囮
光
は
い
け
な
い

ハ
イ
ピ
ー

ム
や
直
接
の
光
を
絵
の
な
か

や
全
体
に
あ
て
て
は
い
け
な
い 。

囚
空
間
は
い
け
な
い
・・・・・・「

絵
画
は
フ
レ
ー

ム
の
う
し
ろ

に
存
在
す
べ
き
で
あ
る」 。
…••

因
時
間
は
い
け
な
い
「
時
計
の
時
間
や
人
間
の
時
間
は
取

る
に
足
ら
な
い」 。
…
…

田
大
き
さ
や
規
模
は
い
け
な
い

芸
術
に
お
け
る
思
考
や
感

党
の
輻
や
奥
行
き
は 、

物
理
的
な
大
き
さ
と
は
無
関
係
で
あ

だ
抽
象
の
媒
合
が
確
定
し
た
代
用
品
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る 。

従
っ
て
知
党
に
基
づ
く

痕
跡
へ
の
要
求
は
超
克
さ
れ
る
の
で

あ
る」（
註
26
)。

黒
い
正
方
形
は 、

観
者
に
よ
り
優
先
的
に
認
識

さ
れ
る
言
語
の
地
に
す
ぎ
な
い
た
め 、

何
ら
の
絵
画
的
イ
リ

ュ
ー

ジ
ョ
ン
も
喚
起
す
る
こ
と
は
な
い 。
言
語
は
あ
く
ま
で

視
党
経
験
に
よ
ら
な
い
非
形
態
論
的
な
レ
ペ
ル
の
抽
象
概
念

の
み
と
関
わ
る
の
で
あ
り 、

従
っ
て
こ
の
黙
い
正
方
形
は
ラ

イ
ン
ハ
ー
ト

の
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る 。

黒
い
地
は 、

シ
ー

ゲ
ロ
ー

プ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら 、

作
品

を「
視
党
的
に
壮
観
で
よ
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
オ
プ
ジ
ェ

」
に

仕
立
て
る
の
に
役
立
つ
嬰
索
に
す
ぎ
な
い（
註
27) 。

し
か
し
二
つ
の
県
い
正
方
形
の
類
似
は 、

果
た
し
て
畢
に

形
式
的
か
つ
表
層
的
な
影
咽
関
係
な
の
だ
ろ
う
か 。
〈
タ
イ
ト

ル
ド〉
と〈
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
の
問
題
を
論
じ
て

き
た
こ
の
章
の
最
後
で 、

両
者
の
類
似
が 、
言
説
を
通
し
て

も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い 。

コ
ス
ー

ス
は 、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

の
著
作
の
な
か
で 、
「
去
術

と
し
て
の
芸
術」
と
な
ら
び 、
「
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ー

の
た
め

の
十
二
の
ル
ー

ル」（一
九
五
七
年）
を
特
に
重
視
し
て
い
た（
註

28) 。
実
際
こ
の
エ
ッ

セ
イ
は 、
六
0
年
代
当
時 、

ラ
イ
ン
ハ

ー
ト

の
著
作
の
な
か
で
は「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」
と
と
も
に

比
較
的
有
名
で 、

広
く

読
ま
れ
て
い
た 。
そ
の
内
容
は 、

反

商
業
主
義 、
フ
ァ
イ
ン・
ア
ー
ト

の
絶
対
性 、

芸
術
の
自
律
性 、

芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー

の
重
要
性
と 、

絵
画
を
学
ぽ
う
と
す
る
者

の
心
得
の
事
細
か
な
列
挙
か
ら
な
る 。
そ
の
後
半
の「
十
二
の

口
動
き
は
い
け
な
い

「
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
動
い
て
い

る 。
芸
術
は
静
止
す
べ
き
だ」 。

g
対
象
は
い
け
な
い 、

主
題
は
い
け
な
い 、

内
容
は
い
け
な

い 。
シ
ン
ポ
ル 、

イ
メ
ー

ジ 、
記
号
は
い
け
な
い 。（
註
29)

否
定
に
よ
っ
て
事
物
を
定
義
す
る
こ
の
よ
う
な
論
法
は 、

ラ

イ
ン
ハ
ー
ト

が
好
ん
で
用
い
る
や
り
方
で 、
こ
の
文
章
以
外

で
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る 。
し
か
し
こ
こ
で
は 、

絵
画

を
学
ぼ
う
と
す
る
者
へ
の
ア
ド

バ
イ
ス
と
い
う
体
裁
に
も
か

か
わ
ら
ず 、

彼
自
身
の
絵
画
以
外
の
絵
画
へ
の
道
を
ほ
ぽ
完

全
に
閉
ざ
す
内
容
と
な
っ
て
い
る 。

こ
の
エ
ッ

セ
イ
が
発
表
さ
れ
た一
九
五
七
年
は 、

ラ
イ
ン

ハ
ー
ト

が
本
格
的
に〈
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
を
描
き

始
め
た
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
る 。
こ
れ
以
後
死
去
す
る一
九
六

七
年
ま
で 、

彼
は〈
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
の
み
を
繰

り
返
し

描
き 、
ま
さ
に
こ
こ
で
自
ら
示
し
た
逍
以
外
の
道
を

閉
ざ
し
た
の
で
あ
っ
た 。
実
際
六
三
年
に
書
か
れ
た〈
プ
ラ
ッ

ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
言
う
べ
き「
プ

ラ
ッ
ク＂
ス
ク
ウ
ェ
ア・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ」
の
内
容
は 、
こ
の

「
十
二
の
技
術
的
ル
ー

ル」
と
か
な
り
の
部
分
腫
複
し
て
い
る

（
註
30) 。

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
を
最
後
の
画
家
と
し
て
位
置
づ
け
自
ら
の

出
発
点
と
し
た
コ
ス
ー

ス
に
と
っ
て 、
こ
の「
新
し
い
ア
カ
デ

ミ
ー

の
た
め
の
十
二
の
ル
ー

ル」
が
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い 。
絵
画
制
作
を
厳
密
に
定
義
し
よ
う
と

る 。
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ム
の
後
押
し
を
受
け

術
外
的
要
索
が
極
力
排
除
さ
れ
た

し
ろ
ク
レ
メ
ン
ト・
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
芸
術
論
を
想
起
さ
せ
る

グ
に
お
い
て
成
熟
期
を
迎
え
た
ア
メ
リ
カ
ン・
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ

術
の

定
義
と
い
う
概
念
は

に
主
張
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た。

ク
レ
メ
ン
ト・
グ
リ
ン
パ
ー

う
命
題
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

芸

多
く
の
人
々
に
と
っ
て、

む

森
と
は
輿
な
っ
た
慈
味
で

「
芸
術
の
自
律
性」
が
盛
ん

る
芸
術」
と
い
っ
た
発
言
か
ら、
「
芸
術
は
芸
術
の
定
義」
と
い

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
世
代
の
ア
メ
リ
カ
は、

十
九
世
紀
の
唯

方
法、

そ
れ
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
区
分
に
没
頭
す

て
い
る。

ほ
ど
体
系
的
と
は
言
え
な
い
が、
「
そ
れ
自
身
の
プ
ロ
セ
ス
と

な
い。

確
か
に
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
自
己
定
義
の
理
論
は
そ
れ

と
い
っ
た
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
芸
術
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

…
…
芸
術
と
し
て
の
芸
術
の
継
線、

芸
術
の
た
め
の
芸

術
の
信
念、

れ
ば、

不
変
の
芸
術
精
神
と
抽
象
的
な
祝
点
が
な
け

去
術
は
理
解
不
可
能
で、

「
芸
術
は
芸
術。

「
唯
一
の
こ
とj
は
完
全

に
秘
さ
れ
た
ま
ま
だ
ろ
う」（
註
33
)。

活
は
生
活」
と
い
う
よ
う
に、
j天
術
は

H

術
の
み
を
対
象
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
ラ
イ
ン
ノ
ー

ト
芸
術
論
の
集
大
成
と
言
う
ぺ
き
内
容
が
こ
こ
に
展
開
さ
れ

デ
ミ
ー
の
た
め
の
十
二
の
ル
ー
ル
」、
「

術
と
し
て
の
芸
術」

こ
。
f
 

天
術
の
自

定
義
と
い
う
概
念
自
体
は、
「
新
し
い
ア
カ

)
こ
で
コ
ス
ー
ス
は

天
術
の
役
割
を
芸
術
の
定
義
と
し

翠
阿
は
芸
術
の
定
義
で
あ
る」（
註
35
)。

こ
。
t
 

の
「
芸
術
の
唯
一
の
主
張
は
芸
術
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る。

尾
で

コ
ス
ー
ス
は
次
の
よ‘
つ
な
言
葉
を
発
し
て
い
る。

に
没
頭
す
る
芸
術、

そ
れ
自
身
の
独
自
の
声
明
に
関
わ
る

芸
術、

そ
れ
自
身
の
自
由、

そ
れ
自
身
の
葬
厳、

そ
れ
自

身
の
本
歿、

そ
れ
自
身
の
理
性、

そ
れ
自
身
の
モ
ラ
ル
そ

し
て
そ
れ
自
身
の
良
心
に
対
し
て、

そ
れ
自
身
の
発
展
と

歴
史
と
運
命
を
自
党
す
る
芸
術
を
認
詭
す
る
こ
と
で
あ
っ

姿
勢
を
表
明
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う（
註
34
)。

実
際、

)
の
迂

に
掲
げ
る
こ
と
で、

彼
自
身
も
芸
術
の
自
律
性
を
重
視
す
る

の
段
落
全
て
を、

あ
え
て
自
ら
の
芸
術
論
を
語
る
在
の
冒
頭

コ
ス
ー
ス
も、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」

際
に
そ
う
し
て
き
た。

セ
ス
と
方
法、

そ
れ
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
区
分

は
非
芸
術
的
要
索
を
完
全
に
追
放
す
る
こ
と
を
主
張
し、

実

を
掲
載
す
る
と
い
う
一

面
も
あ
っ
た
と
は
い
え、

作
品
か
ら

「
こ
の

た
作
家
は
存
在
し
な
い。

左
爽
系
新
聞
に
著
作
や
政
治
没
画

用
し
よ
う。

ー
ト
ほ
ど
徹
底
し
て
芸
術
の
自
律
性、

純
粋
性
を
咄
え
粒
け

の
問
題
に
大
き
な
字
数
が
割
か
れ
て
い
る。

そ
の
一

部
を
引

ー
ヨ
ー
ク・
ス
ク
ー
ル
の
画
家
た
ち
の
な
か
で
も、

ラ
イ
ン
ハ

ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
だ
が、

と
り
わ
け
冒
頭
の
芸
術
の
自
律
性

抽
象
絵
画
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た。

彼
ら
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ

し
た「
十
二
の
技
術
的
ル
ー
ル
」
は、

皮
肉
な
こ
と
に
絵
画
に

残
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
を
彼
に
示
し
た
か

ら
で
あ
る。

そ
し
て
コ
ス
ー
ス
の
〈
タ
イ
ト
ル
ド
〉
は、

こ
の

十
二
の
項
目
の
ほ
と
ん
ど
に
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か、

む
し

ろ
従
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る。

と
く
に
六
の
「
色
彩
の

否
定」
と「
白
の
否
定」
の
項
目
は、

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
黒

地
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で、

注
目
に
傾
す
る
と
言
え
よ
う。

の
ち
に
コ
ス
ー
ス
は「
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
唯
一
の
色
彩
と
の
関

係
は、

色
彩
の
否
定」
で
あ
る
と
述
ぺ
た
が（
註
31
)、

辞
戊
2

の
写

真
を
あ
え
て
反
転
さ
せ
黙
地
に
し
た
理
由
を、

こ
の

定
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か。

い
ず
れ
に
せ
よ、

現
段
階
で
は
こ
れ
以

た
め、

こ
こ
で
は
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
と
コ
ス
ー
ス
の
作
品
の
形

式
的
な
類
似
が、

必
ず
し
も
形
態
的
な
模
倣
に
よ
る
も
の
で

は
な
く、

言
説
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
の
存
在
を

示
唆
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

一
九
六
j
年
か
ら
制
作
を
開
始
し
た〈
セ
カ
ン
ド・
イ
ン
ヴ
ェ

ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
〉
に
お
い
て、

コ
ス
ー
ス
は
伝
統
的
な
芸

術
メ
デ
ィ
ア
か
ら
完
全
に
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
り、

作
品
の

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式
と
芸
術
概
念
を
よ
り
明
確
に
分

離
し
よ
う
と
試
み
た。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
は
も
は
や
ラ
イ

ン
ハ
ー
ト
の
影
を
直
接
感
じ
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が、

同

年、

モ
ダ
ン・
ア
ー
ト
の
唯
一
の
主
題
は、

芸
術

そ
れ
自
体
を
認
職
す
る
こ
と
だ
っ
た。

そ
れ
自
身
の
プ
ロ

[

三
]

芸
術
の
自
律
性
を
め
ぐ
る
問
題

の
査
料
が
な
い

の
否

時
期
の
言
説
中
に
は
依
然
と
し
て
彼
の
名
は
登
場
し
続
け
る

の
で
あ
る。

〈
セ
カ
ン
ド・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
〉
の

で
に
制
作
し
終
え
た
一
九
六
九
年
中
頃、

の
行
動
を
機
械
的
に
記
録
し
た
ラ
ペ
ル
の
集
積
で
あ
る〈
フ
ォ

ー
ス・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
〉
に
行
手
し
始
め
た。

ち

ょ
う
ど
そ
の
頃、

の
芸
術」
を
執｛

所
引
用
し
て
い
る。

そ
の
う
ち「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー

ト
と
近
年
の
芸
術」
と
題
さ
れ
た
第
二
部
冒
頭
の
ニ
カ
所
の
引

用
は、

彼
は
三
部
か
ら
な
る
エ
ッ
セ
イ「
哲
学
以
後

し、

そ
こ
で
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
言
葉
を
三
カ

ハ
0
年
代

の
芸
術
動
向
に
つ
い
て
の
注
釈
で
あ
る

の
に
対
し、

第
一
部
に
あ
る
次
の
一

節
は、

コ
ス
ー
ス
自
身

の
芸
術
論
に
直
結
す
る
点
で
よ
り
煎
要
で
あ
る。

「
芸
術
に
つ
い
て
言
っ
ぺ
き
唯
一
の
こ
と
は、

の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
だ。

芸
術
は、

そ
れ
が
唯

H

術
と
し
て
の
芸

術
で
あ
り、

他
の
全
て
の
も
の
は、

他
の
全
て
の
も
の
で

あ
る。

芸
術
と
し
て
の
芸
術
は
芸
術
に
す
ぎ
な
い。

芸
術

は
芸
術
で
な
い
も
の
で
は
な
い
」（
註
32
)。

こ
の
一

節
は、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
に
よ
る「
芸
術
と
し
て
の
芸

術」
の
冒
頭
の
段
落
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る。
コ

ス
ー
ス
が
自
ら
設
立
し
た
ラ
ニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
壁
に
掲
げ

る
ほ
ど
韮
視
し
た
理
念
が、

嘉
ら
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
る。

「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」
は、

芸
術
の
自
律
性（
芸
術
と
し
て

の
芸
術）、

フ
ァ
イ
ン・
ア
ー
ト
の
絶
対
的
優
位、

純
粋
抽
象

の
頂
要
性、

絵
画
に
関
す
る
諸
処
の
細
か
い
問
題
等
が
論
じ

コ
ス
ー
ス
は
一
日

半
を
す

3
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(the
 nature
 of
 art)
を
探
求
す
る
こ
と
を
音
味
す
る」
と
述

べ
た
コ
ス
ー
ス
は、

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
自
己
参
照
的
営
為

を、

形
態
論
を
骨
抜
き
に
し
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン・
ア
ッ
プ
さ
せ

た
こ
と
に
な
る。

実
際
こ
れ
ま
で
何
人
か
の
批
評
家
た
ち
が、

コ
ス
ー
ス
の
理
論
が
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
そ
れ
に
由
来
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
き
た（
註
38
)。
む
ろ
ん
コ
ス
ー
ス
の
自
己
定
義

が
形
態
論
を
放
棄
し
て
い
る
点
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
な
い

が、

い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
理
論
は
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
と
兵
っ

向
か
ら
敵
対
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は、

を
否
定
し
つ
つ
も
そ
の
延
長
線
上
に
位
骰
す
る
も
の
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。ハ

0
年
代
末
期
の
コ
ス
ー
ス
は、

ラ
イ

ン
，
ー
ト
を
敬
愛
し
グ
リ
ン
パ
ー
グ
を
非
難
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず、

そ
の
両
者
か
ら
の
影
押
が
明
ら
か
で
あ
り、

特
定

の
問
題
が
ど
ち
ら
か
一
方
に
由
来
す
る
か
断
定
す
る
こ
と
は

難
し
い。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に、

芸
術
の
自
律
性

己
定
義
の
概
念
は
ど
ち
ら
か
と
い

は
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
に、

う
と
グ
リ
ン
パ
ー
グ
に
よ
り
多
く
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
る

.‘
 

の
が
妥
当
で
あ
る
が、

先
に
述
ぺ
た
よ
う
に、

グ
リ
ン
ノ
ー

グ
も
自
律
的
芸
術
を
前
提
と
し、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
も
自
己
定

義
に
類
す
る
主
張
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
ド
実
が
問
題
を
複

雑
に
し
て
い
る。

合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が、

以
上
の
よ
う
に

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム

ラ
イ
ン
ノ
ー
ト
と
グ
リ
ン
パ
ー
グ
は
決
し
て
互
い
を
認
め

そ
の
理
論
は
相
互
に
矛
盾
し
あ

す
る
な
ら、
「
現
在
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
は、

芸
術
の
本
質

コ
ス
ー
ス
は
グ
リ
ン
パ
ー
グ
批
評
の
形
態
論
的
側
面
を
殊

き
な
影

し
て
読
み
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る」（
註
40
)。

と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
観
の
ひ
と
つ
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と

…
…·
:」。

う
ど
こ
ろ
か、

多
く
の
点
に
お
い
て
近
似
し
て
い
る
と
さ
え

言
え
る。
コ
ス
ー
ス
自
身
も、

六
0
年
代
末
当
時
か
ら、

こ

の
事
実
を
明
瞭
に
認
臨
し
て
い
た。

「
彼（
グ
リ
ン
パ
ー
グ）
の
理
論
を
考
應
す
る
と

：··
：
フ
ラ

ン
ク・
ス
テ
ラ、

ア
ド・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト、

そ
の
他
彼
の
歴

史
観
に
あ
う
人
々
へ
の
無
関
心
を、

ど
の
よ
う
に
説
明
す

れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か。
：·
：
彼
ら
の
作
品
は
彼
の
趣
味

に
適
合
し
な
い
の
だ
ろ
う
か」（
註
39
)。

こ
の
コ
ス
ー
ス
の
認
識
を「
決
し
て
間
追
い
で
は
な
い」
と

評
価
し
た
イ
ヴ
11

ア
ラ
ン・
ポ
ワ
は、
一
九
五
0
年
代
末
の
グ

リ
ン
パ
ー
グ
と
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
関
係
を、

次
の
よ
う
に
分

析
す
る。

「一
九
五
八
年
に
グ
リ
ン
パ
ー
グ
が
突
如
自
己
修
正
す
る
必

要
に
迫
ら
れ
た
と
き、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は
触
発
者
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が、

こ
の
役
割
は

過
大
評
価
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い。
（
し
か
し）••
…•
有
名

な「
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ー
の
た
め
の
1一
の
ル
ー
ルj
が
一

九
五
七
年
に「
ア
ー
ト・
ニ
ュ
ー
ズ」
に
掲
載
さ
れ、

当
時
そ

れ
が
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
遠
元(reduction)、

自
己
純
化

(se
lf-
purification)、

自

定
義（auto-definition)

コ
ス
ー
ス
も

を
受
け
た「
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ー

の
た
め
の
十
二
の
ル
ー
ル」
の
な
か
に、

グ
リ
ン
パ
ー
グ
理
論

の
特
徴
で
あ
る「
還
元、

自
己
純
化、

自
己
定
義」
が
戯
画
的

ム
の
本
敗
を
追
求
す
る
こ
と
が
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
主
張
だ
と

で
き
な
い
だ
ろ
う・'
:··J」。

絵
画
を
通
し
て
平
面
性
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
メ
デ
ィ
ウ

し
絵
画
の
本
役
を
探
求
す
る
な
ら

王
術
の
本
質
は
探
求

る」（
註
37
)。

牧（nature
of
 art)
を
探
求
す
る
こ
と
を
慈
味
す
る。

も

認
識
す
べ
き
積
極
的
な
要
索
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
よ
う
に、
「
現
在
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
は

天
術
の
本

ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
は、

同
じ
こ
れ
ら
の
制
限
を、

公
然
と

術
の
本
毀
を
問
題
に
し
な
い。
し
か
し
私
が
ど
こ
か
で
圭―

の
み
認
職
さ
れ
う
る
消
極
的
な
要
索
と
し
て
扱
わ
れ
た。
モ

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
批
評
家
と
芸
術
家
は、

と
も
に
芸

ー
は、

過
去
の
巨
匠
た
ち
に
よ
っ
て
潜
在
的、

間
接
的
に

限
ー
平
面
的
な
表
而、

支
持
体
の
か
た
ち、

顔
料
の
特
性

対
す
る
我
々
の
理
解
に
何
の
知
識（
や
事
実）
も
加
え
な
い。

＝
術
を
用
い
た。

絵
画
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
構
成
し
て
い
る
制

析
に
す
ぎ
な
い。
し
か
し
こ
れ
は
芸
術
の
機
能
や
本
質
に

き
た。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
芸
術
に
注
意
を
う
な
が
す
た
め
に

ク
ス
ト
上
に
存
在
す
る
特
定
の
対
象
の
物
理
的
属
性
の
分

を
隠
す
た
め
に
技
術
を
用
い
て、

メ
デ
ィ
ウ
ム
を
隠
し
て

「
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
批
評
は、

た
ま
た
ま
形
態
論
的
コ
ン
テ

「
リ
ア
リ
ズ
ム
的、

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
芸
術
は、

技
術

な
認
器
を
表
明
し
て
い
る。

批
評
家
だ」
と
い
っ
た
言
葉
の
の
ち

コ
ス
ー
ス
は
次
の
よ
う

じ
く、

そ
の
歿
の
基
匹
の
保
証
が
兄
い
だ
さ
れ
る

字
的
な
営
為
だ」
「
ク
レ
メ
ン
ト・
グ
リ
ン
パ
ー
グ
は
趣
味
の

り、

そ
の「
純
粋
さ」
の
な
か
に、

そ
の
自
律
の
保
証
と
同

前
衛
で
あ
る」、
「
そ
れ
は
芸
術
で
は
全
く
な
く、

純
粋
に
美

と
な
っ
た。
そ
れ
に
よ
っ
て
各
々
の
芸
術
は「
純
粋」
に
な

る（
註
36
)。
「
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
美
術（
絵
画・
彫
刻）
は
装
飾
の

王
術
の
効
果
か
ら
除
去
す
る
こ
と
が
自
己
ー
批
判
の
仕
下

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム（
美
術、

批
評）
が
激
し
く
批
判
さ
れ
て
い

借
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
効
果
を、

各
々
の

で
あ
る
が

）
こ
で
芸
術
と
し
て
の
美
羊
の
推
進
者
と
し
て

て
い
る
と
思
わ
れ
る、

ま
た
は
別
の
芸
術
メ
デ
ィ
ウ
ム
が

第一
章
の
論
旨
の
ひ
と
つ
は「
美
学
と
芸
術
の
分
離
の
必
要
性」

か
に
な
っ
た。

別
の
芸
術
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
か
ら
借
用
さ
れ

し
て
激
し
く
非
難
し
続
け
て
い
た。
「
哲
学
以
後
の
芸
術」
の

に
独
自
の
も
の
全
て
と
一
致
す
る
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
明
ら

う
と
し
て
い
た
グ
リ
ン
パ
ー
グ
を、
「
フ
ォ
ー
マ
リ
ス
ト」
と

そ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
本
質(the
nature
 of
 its
 mediu
m
 

た
頃、

絵
画
ー
彫
刻
の
伝
統
的
二
文
法
を
か
た
く
な
に
守
ろ

「
各
々
の
芸
術
の
権
限
に
と
っ
て
独
特
で
特
有
の
領
域
は

け
れ
ど
も
コ
ス
ー
ス
は、
「
哲
学
以
後
の
芸
術」
を
執
箔
し

し
た
こ
と
は
「
絵
画
の
本
質
を
探
求」
す
る
こ
と
で
あ
る。

も
の
に
違
い
な
い。

更
に
強
調
し
た
が、

グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
形
態
論
が
行
お
う
と
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に
見
い
だ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る。
こ
の
ポ
ワ
の
指
摘
は、
コ

ス
ー
ス
の
自
己
定
義
の
概
念
を、
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
み
に
帰

す
こ
と
が
困
難
な
こ
と
の
証
明
と
言
え
る
だ
ろ
う。
自
己
定

義
す
る（
自
律
的
な）
芸
術
と
い
う
概
念
は、
従
米
コ
ス
ー
ス

の
理
論
が
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
系
訥
上
に
あ
る

こ
と
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が、
同
時
に
ラ
イ
ン

ハ
ー
ト
に
も
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る。

両
者
か
ら
の
影
梱
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

い
う
事
実
は、
グ
リ
ン
パ
ー
グ
の
用
語
や
論
法
を
流
用
し
て

い
る
こ
と
に
コ
ス
ー
ス
自
身
気
づ
い
た
の
と
ほ
ぽ
同
時
期
に、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
名
前
ま
で
も
が
突
如
そ
の
著
述
中
か
ら
消

え
る
と
い
う
興
味
深
い
現
象
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る。
コ
ス

ー
ス
は一
九
七
0
年
の
対
談
の
な
か
で、
「
私
は
フ
ォ
ー
マ
リ

ズ
ム
か
ら
逃
れ
よ
う
と
試
み
た
が、
そ
れ
自
体
の
用
語
内
で

試
み
て
い
た
」

と
述
ぺ
た
よ
う
に、
遅
く
と
も一
九
七
0
年
の

中
頃
に
は、
自
ら
が
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
用
語
や
論
法
を
流

用
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
て
い
た(
1141)。
そ
れ
と
ほ

ぽ
同
時
に（
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は一
九
七
0
年
の
エ
’

セ
イ「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
2」
あ
た
り
を
品
後
に（
註
42))
ラ

イ
ン
ハ
ー
ト
の
名
前
ま
で
も
が
そ
の
言
説
か
ら
突
然
消
え
て

し
ま
う
の
で
あ
る。

七
0
年
代
に
入
り
し
ば
ら
く
す
る
と、
コ
ス
ー
ス
と
同
世

代
の
若
い
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
な
か

で、
高
級
芸
術
の
自
律
性
と
い
っ
た
狭
い
枠
に
縛
ら
れ、
自

己
参
照
的
傾
向
の
作
品
を
制
作
す
る
も
の
は、
極
め
て
少
な

「
芸
術
は
自
律
し
た
も
の
で
は
な
い。
そ
れ
は
非
歴
史
的、

超
越
論
的
範
芍
で
は
な
い。
…・・・
芸
術
は
人
生
経
験
よ
り

も
高
く
も
低
く
も
な
く、
人
生
経
験
と
の
関
連
に
お
い
て

固
定
的
で
は
な
く、
単
に
そ
の一
部
で
あ
る。
：・・・・
芸
術

は
社
会
的
に
位
閻
づ
け
ら
れ、
よ
り
正
確
に
は、
世
界
に

粘
ぴ
つ
い
て
い
る
」（
註
44
)。

こ
こ
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

が「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」
で
主
張
し
た
こ
と
と
は
正
反
対
の

認
識
だ。
も
は
や
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
影
は
完
全
に
消
し
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た。

以
上
の
よ
う
に、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
の
先
躯
的
作

品
の
制
作
を
開
始
し
た一
九
六
五
年
以
前
か
ら、
そ
の
芸
術

論
の―
つ
の
区
切
リ
で
あ
る「
哲
学
以
後
の
芸
術」
を
発
表
し

た
直
後
ま
で、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は
コ
ス
ー
ス
に
と
っ
て
最
も

煎
祝
す
べ
き
芸
術
家
の一
人
で
あ
っ
た。
コ
ス
ー
ス
は
む
ろ

ん
必
ず
し
も
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
忠
実
な
弟
子
で
は
な
か
っ
た

が、
彼
独
自
の
視
点
に
基
づ
き
こ
の
画
家
の
芸
術
論
か
ら
多

く
を
得
た。
言
い
換
え
る
な
ら、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
か
ら
の
影

響
を
少
し
ず
つ
払
拭
す
る
こ
と
を
通
し
て、
彼
の
コ
ン
セ
プ

チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ト
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
進
展
し
て
い
っ
た
と
さ

え
言
え
よ
う。

七
0
年
代
に
な
っ
て、
「（
自
律
的）
芸
術
の
枠
内
で
自
己
定

義
を
行
う
芸
術
」

を
放
粟
し
た
と
き、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
名
前

は
い
っ
た
ん
そ
の
言
説
か
ら
消
え
る
が、
現
在
で
も
コ
ス
ー

く
な
っ
た。
彼
ら
の
な
か
か
ら
は、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト・
ア
ー
ト

や
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル・
ア
ー
ト
の
先
駆
者
が
何
人
も
生
ま
れ
て
い

た。
コ
ス
ー
ス
自
身
こ
の
傾
向
に
完
全
に
染
ま
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が、
（
と
リ
わ
け
そ
の
言
説
に
お
い
て）
完
全
に
無
緑

で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た。
事
実
コ
ス
ー
ス
が
セ

ア
ラ・
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
ら
と一
九
七
五
年
か
ら
翌
年
に
か

け
てー
ニ
号
だ
け
発
行
し
た「
フ
ォ
ッ
ク
ス」
は、
こ
の
よ
う
な

傾
向
を
如
実
に
反
映
し
た、
芸
術
と
政
治
に
関
す
る
雑
誌
で

あ
っ
た。
第一一
号
の
な
か
で
彼
は、
フ
ォ
ノ
ク
ス
の
役
割
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

「（
私
が
常
に
主
張
し
て
き
た
よ
う
に）
も
し
芸
術
が
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば、
芸
術
は
意
味
の

社
会
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い。
…·：
こ
の
た
め
に、
（
何
ら
か
の
方
法
で）
個
人
の
政

治
学
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る。
そ
し
て、
文
化
的
活

動
が
窓
味
を
求
め
て
錨
を
下
ろ
す
個
々
人
の
社
会
ー
政
治

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
目
指
し
て
努
力

す
る
必
要
が
あ
る。
「
フ
ォ
ソ
ク
ス」
が
政
治
的
雑
誌
な
の

は`

こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る。
芸
術
と
芸
術
家
の
生

活
を
社
会
哲
学
と
の
関
辿
で
考
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
」（
註

3)。
4
 彼

の
認
識
が「
フ
ォ
ッ
ク
ス」
を
転
機
に
劇
的
に
変
化
し
た

こ
と
は、
〈
テ
ク
ス
ト
／
コ
ン
テ
ク
ス
ト〉
シ
リ
ー
ズ
の
発
表

時
に
行
わ
れ
た
対
談
の
な
か
で
さ
ら
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る。ス
は
こ
の
画
家
を
敬
愛
し
て
や
ま
な
い。
一
九
八
0
年
と一

九
九
四
年
の
二
回、
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
を
擁
護
し、
賛
芙
す
る

文す半
を
発
表
し
て
い
る。
コ
ス
ー
ス
に
と
っ
て
ラ
イ
ン
ハ
ー

ト
は、
そ
の
経
歴
を
通
し
て
最
も
敬
愛
し
た
芸
術
家
で
あ
る

こ
と
は
間
追
い
な
い。

註m

「
ほ
と
ん
ど
仝
て
の
桧
画
は．
何
ら
か
の
仕
方
に
おい
て
空
間
的
で
あ

る。
：·
…
非
空
間
的
な
b
の
は
ほ
と
ん
ど
ない
と
言っ
て
よい。
主
に
ス

テ
ラ
の
作
品
が
そ
う（
非
窄
間
的）
で
あ
る」。
Donald
Judd.
 "S
pecific
 

Objects."
 A
rts
 Yearbook
 S,
 1965.
 Reprinted
 in
 Complete
 Writings
 

1959,I
 975.
 Hali
fax"
The
 Pr
ess
 of
 Nova
 Scotia
 College
 of
 Artand
 

I)
を
笞.
1975,
 p.182,
 

切
テ
ィ
エ
リ
ー・
ド
ゥ・
デュ
ー
ヴ
は、
絵
画
彫
刻
を
特
殊
な
(
S

P

E、

cific)
芸
術、
ジ
ャ
＇
ド
の
言
う
よ
う
な
絵
画
で
も
彫
刻
で
もない
芸
術
を

総
称
的
な(generic),·4
術
と
呼
ぴ
対
比
さ
せ
て
論
じ
てい
る。
こ
の
対
比

を
最
初
に
指
摘
し
た
の
が、
マ
ル
セ
ル・
デュ
シ
ャ
ン
で
あ
る。
Thierry

de
 Duve•
Kan
t
 after
 Duc
hamp.
 Cambridge,
 Mass.:
 The
 MIT
 Press,
 

1996,
 pp.
145,191.
 

③
「
7
ラ
ン
ク・
ス
テ
ラ
は
興
味
深い
ホ
例
だ。
私が（
芸
術
を）
始
め
た

と
き、
私
に
とっ
て
彼
は
最
も
煎
要
な
人
物
の一
人
で、
非
常
に
急
進
的

だっ
た。
し
か
し
あ
た
か
も
二
つ
の
方
向へ
進
ん
でい
る
よ
う
で
も
あっ

た。
―
つ
の
方
向
は、
そ
の
急
進
性
と
関
係が
あ
り、
す
な
わ
ち
彼
が
本

当
に
何
か
最
も
興
味
深
い
問
題
に
対
す
る
答
え
を
知っ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
っ
た
こ
と
で
あ
る，
し
か
し
同
時
に、
絵
両
を
絞
け
伝
統
に
同
化
さ
れ

え
た
こ
と
が、
む
ろ
ん
彼
の
弱
さ
だっ
た。
ジ
ャ
＇
ド
と
他
の
人々
（
私
に

とっ
て
は
主
に
ジ
ャ
ッ
ド）
は
同
じ
方
向
で
制
作
し
てい
た
が、
は
る
か
に

急
追
的
だ
っ
た」。
Joseph
Kosuth.
 "Art
 as
 Idea
 as
 Idea"
 (interview
 

with
 Stig
 Brogger
 and
 Erik
 Thyg
esen).
 Danish
 Radio,
 1970.
 Publi

shed
 in
 Joseph
 Kosuth
 Interviews.
 Stuttgart"
Edition
 Patricia
 

Schwarz,
 1989,
 pp.23,24

切
Joseph
Kosuth.
 "Art
 after
 Philosophy."
 Studio
 lnle
rnalional
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(
London)
 178,
 nos.91
5,917,
 1969.
 Rep
rin
ted
 
in
 Gabr
i

ele
 Guerc
io
 ed

A
→·

/
 after
 Philosophy
 and
 Aft
er:
 Col/ec
led
 
W
ritings.
 1

966,/

990
 

Ca
mbridge,
 Ma
ss.＂
MI
T
 Pre
ss.
 199
1.
 p.15.
ジ
ャ
ッ
ド
に
よ
る
オ
リ
ジ

ナ
ル
は、

前
掲
註
ー（
p.1
8
1)。

印

Arthur
R.
 Ro
se.
 "F
our
 Intervie
ws
 with
 Barry,
 
Huebler,
 

Ko
su
th,
 We
iner,·'
II
 rls
 M
ag
az
ine
 (
Ne
w
 York)
 43.
 nc
.4
 (Feb
ruary
 

1969),
 P.23.

引
用
部
分
の
前
半
を
コ
ス
ー
ス
は
み
ず
か
ら「
哲
学
以
後
の

芸
術」
に
引
用
し
て
い
る。

前
掲
註
4(p.
18)。

161
「
そ
れ
は
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
言
う
あ
の
絵
画
と
し
て
の
芸
術
の
伝
統
で

あ
る。

卜
年
以
上
に
わ
た
り、

絵
画
を
超
え
る
た
め
に
そ
れ
を
否
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
あ
の
作
品（
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ）
を
通
し

て．

そ
の
終
焉
は
達
成
さ
れ、

確
認
さ
れ
た」。

Jo
seph
Kosuth.
 
··
On
Ad

Reinhardt."
 Cover
 
(
Ne
w
 York)
 Spring/Su
m
mer
 1980.
 Reprinted
 
in
 

Art
 after
 Philosophy
 and
 
after.
 p.192
 

m

Jo
seph
 Kosuth.
 "Eye
 of
 Li
mits"
s
ging
 and
 
Reading
 Ad

Reinhardt."
 A
 Rein
hardt
 J Kosuth
 f'
Gon
zlez-
To
rres:
 Sy
mpto
ms
 of
 

Iniミ
rference·
Condi
苓
m
of
 P.
gsibili
ty.
 A
 rt
 &
 Des
咆i
A1
森へtine

(
London).
 1994,
 p
.46·

⑧

―
九
パ
ハ
年
当
時
未
発
表
の
ノ
ー
ト
が、

そ
の
早
い
例
で
あ
る。

Jo
seph
 Kosuth.
 
"
N
ote
 on
 S
pecific
 and
 General."
 
Ari
 after
 Philoso

ph)'
and
 A
fter,
 p.l
l.
 

⑨

Lucy
 R.
 Lippard.
 A
d
 Rein
hardt•
Ne
w
 York:
 Harry
 
N.

Ab
ra
ms.
 1981,
 p.
120.
 

皿

Benja
min
II.
 D.
 Buchloh.
 
"
Frc
m
 the
 Aesthetic
 of
 Ad
rninistra

Lion
 to
 In
stitutional
 Critique."
 /'
b
H
aon
g
苓
食
～one
p

3paaliuc.

Exh.
 cal.
 Mu
see
 d'ar
t
 

Mode
rne
 de
 la
 Ville
 de
 Par
is.
 1989,
 p.43.

プ

ッ
ク
ロ
ー
は
こ
の
引
用
の
直
後．
＿）
の
あ
り
え
な
い
融
合
の
先
例
と
し
て、

ス
テ
ラ
の
プ
ラ
ッ
ク・
ベ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ、

ラ
ウ
シ
ェ
ン
パ
ー
グ
の
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
な
ど
を
学
げ
て
い
る。

仰

前
渇
註
10(note
81。

⑫
「
こ
の
註
28
に
お
い
て、

…
…
…
彼
は
私
の
フ
ァ
ー
ス
ト・
イ
ン
ヴ
ェ

ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
話
の
途
中
で
絵
画
と
し
て
引
用
し
て
い
る。

辞
苔

か
ら
と
っ
た
記
述
文
で
あ
る
こ
れ
ら
の
作
品
は、

マ
ウ
ン
ト
さ
れ
た
写
真

ん
ら
か
の
資
料
も
提
供
で
き
て
い
な
い。

対
照
的
に、

私
が
イ
ン
タ
ピ
ュ

ー
し
た
当
時
コ
ス
ー
ス
を
知
っ
て
い
た
作
家
全
て
が、

こ
れ
ら
の
主
張
に

炭
議
を
唱
え
て
い
る。
一
九
六
ヒ
生
一
月
に
ラ
ニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
ジ
ョ

ゼ
フ・
コ
ス
ー
ス
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た「
四
人
の
若
い
芸
術
家
に
よ
る
非

擬
人
形
の
芸
術j
展
以
前
に、

プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を

見
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
も
の
は
い
な
か
っ
た。

私
が
イ
ン
タ
ピ
ュ
ー
し

た
作
家
は、
ロ
パ
ー
ト・
パ
リ
ー、

メ
ル・
ポ
ッ
ク
ナ
ー、

ダ
ン・
グ
レ
ア
ム、

ソ
ル・
ル
ウ
ィ
ッ
ト、

ロ
ー
レ
ン
ス・
ウ
ェ
イ
ナ
ー
で
あ
る」[i
削
船
it
lo(p.

46.
 no
te
 18)]。

こ
れ
に
対
し
て
コ
ス
ー
ス
は、

次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る。
「一
九
六

七
年
ま
で
に
私
は
フ
ァ
ー
ス
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
し

て
お
リ、

プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
は
ラ
ニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ

ー
で
は
一
度
も
出
品
し
て
い
な
い。
•
…・
当
時
こ
れ
ら
の
作
品
は
ノ
ー
ト

や
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
か
た
ち
で
の
み
存
在
し
て
い
て．

少
し
あ
と
の
作
品

の
利
益
に
よ
っ
て
私
が
資
金
を
掛
た
後
に
制
作
さ
れ
た。
：
…•
そ
の
年
齢

で
は
単
に
作
品
を
つ
く
る
た
め
の
資
金
が
な
く、

率
直
に
言
っ
て、

当
時

そ
れ
ら
を
展
示
で
き
る
見
込
み
も
な
か
っ
た
…•ー'」[
前
掲
註
10(
p.
60)]。

こ
れ
ら
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
が
展
覧
会
に
出
品
さ
れ

る
の
は、

私
が
調
べ
た
限
り
で
は、
一
九
六
九
年
の
ジ
ャ
ニ
ュ
ア
リ
ー・
シ

ョ
ウ
以
後
で
あ
り、

ま
た
言
説
内
に
登
場
す
る
の
も一
九
六
九
年
の「
哲
学

以
後
の
芸
術」
が
最
初
で
あ
る
[
1

刑
掲
註
4(
p.
30)J。

⑲

九
枚
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
リ
キ
テ
ッ
ク
ス
で
文
字
を
描
い
た〈
JL
つ
の
グ

レ
ー
に
塗
ら
れ
た
正
方
形
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
白
い
文
字
で
記
さ
れ
た
芸

術
概
念〉
と
い
う
作
品
が、
一
九
六
六
年
の
年
記
で、
一
JL
六
JL
年
の
ジ

ャ
ニ
ュ
ア
リ
ー・
シ
ョ
ウ
に
出
品
さ
れ
た
記
鉢
が
あ
る。

Lucy
R.
 Lippard
 

ed.
 Six
 
rea
rs:
 The
 De
male
riali
zali
m,
 of
 the
 A
 rl
 0
娑cl
jro
m
I
没56

lo
]
9
這．
茫rkeley:
Univ.
 of
 Cali
fo
rnia
 Pr
ess,
 1973,
 p.
72.

⑮
「
私
の
し
て
い
る
こ
と
は
絵
画
と
彫
刻
の
あ
る
側
面
の
論
理
的
発
展
で

あ
る。

私
に
と
っ
て
そ
れ
を
他
の
方
向
か
ら
兄
る
こ
と
は
難
し
い
」[
曲
渇

荘
3(p.
281]"

⑱

こ
れ
以
前
に
b
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
ネ
ー

チ
ャ
ー・
セ
ン
タ
ー
で
一
九
六」ハ
年
に
開
か
れ
た「
新
し
い
才
能」
展
に
参
加

し
た
記
録
が
あ
る。

闘

前
掲
註
4(
p.
30)"

な
お
こ
の
水
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は、
一
JL

七
0
年
に
十
Ji
枚
の
モ
ノ
ク
ロ
印
刷
の
シ
ー
ト
か
ら
な
る
マ
ル
テ
ィ
プ
ル

で
あ
る」。
J
geph
K
osuth
 and
 Seth
 S,egelaub···
Reply
 to
 Benja
m
in
 

Buchloh
 on
 Conceptual
 Art."
 
O
clobe,、
57
(Su
m
mer
 1991)•
Ml
T
 

Press
 (Ca
mbr
idge,
 Ma
努achu
sells),
p.
154.
 

こ
れ
に
対
し
プ
ソ
ク
ロ
ー
は．

次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る。
「
私
は、

コ
ス
ー
ス
の
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
断
じ
て
絵
画
と
は

言
っ
て
い
な
い。

大
き
く
謀
い
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
正
方
形
上
に
あ
る
言
葉
の

定
義
と
言
っ
た
の
だ。

も
ち
ろ
ん
私
は
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ

ョ
ン
が
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
く．

フ
ォ
ト
ス
タ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る。

し
か
し
そ
れ
ら
が
厚
紙
上
に
マ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
の
が
正

し
い
の
に．

貸
痙
な
ポ
ス
ク
ー
を
展
示
の
際
の
損
傷
か
ら
守
る
た
め
に
す

る
よ
う
に．

こ
れ
ら
紙
の
フ
ォ
ト
ス
ク
ソ
ト
も
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
マ
ウ
ン

ト
さ
れ
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
た
こ
と
は
詔
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
な

お、
〈
タ
イ
ト
ル
ド〉
は
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
に
は
含
ま

れ
な
い。
コ
ス
ー
ス
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
フ
ァ
ー
ス
ト・
イ
ン
ヴ
ェ

ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
が
正
し
い。

Benja
min
Buchloh·
,•
Repli
g
to
 

Jo
咎ph
Kosuth
 and
 Seth
 Siegelaub.
 
·、
Octo
窓r
57,
 p.159.
 

⑬

七
0
年
代
半
ば
ま
で、

コ
ス
ー
ス
は
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
言
葉
の
代
わ

り
に．

イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る。
一

九
六
六
年
に〈
タ
イ
ト
ル
ド）
の
シ
リ
ー
ズ
を
フ
ァ
ー
ス
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ

ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
命
名
し
て
以
来`

一
九
七
五
年
の
テ
ン
ス・
イ
ン
ヴ
ェ
ス

テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
翌
七
六
年
の
ス
ペ
シ
ャ
ル・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ

ョ
ン
ま
で
こ
の
言
葉
が
使
い
粒
け
ら
れ
た。
一
JL
七
三
年
の
展
覧
会
カ
タ

ロ
グ
に
お
い
て、

フ
ァ
ー
ス
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
以
前
の
初

期
作
品（
ガ
ラ
ス
を
用
い
た
作
品、

ネ
オ
ン
管
に
よ
る
自
己
参
照
的
な
作

品、
〈
ワ
ン・
ア
ン
ド・
ス
リ
ー〉
の
シ
リ
ー
ズ
な
ど）
が、
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ

ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
ひ
と
括
り
に
さ
れ
た。

Jo
seph
Kosu/1,:
 

A
 rl
 
lnoesl
igalions
 &
 Probl
e»
呈
苔
since
1

965.
 5vols.
 Exh.
 cat.
 

Kuns
t

mu
seu
m
 Luzc
rn,
 1973.
 

-
JL
八
九
年
パ
リ
市
立
近
代
芙
術
館
で
開
憎
さ
れ
た
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア

ル・
ア
ー
ト
展
の
論
文
の
な
か
で、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン・
プ
ッ
ク
ロ
ー
は
次
の

ょ
う
な
疑
問
を
呈
し
た。
「•
…••
こ
れ
ら
プ
ロ
ト・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ゲ
ー

シ
ョ
ン
作
品
が、
（
当
時
二
十
液
で）
未
だ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ス
ク
ー
ル・
オ

プ・
ピ
ジ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ツ
の
学
生
だ
っ
た
一
JL
六
五
年
も
し
く
は
3ハ
六
年

に

実
際
に
制
作
さ
れ
物
理
的
に
存
在
し
た
と
い
う
コ
ス
ー
ス
の
主
張
の

信
戟
性
を
裏
付
け
る
明
確
な
根
拠
や
資
料
を、

私
は
何―
つ
発
兒
で
き
て

い
な
い。

ま
た
コ
ス
ー
ス
も、

こ
れ
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
の
な

と
し
て
出
版
さ
れ
た。
Jo
seph
Kosuth.
 Notebook
 on
 
Wa
ler.
 1

965、

66.
Ne
w
 York,
 1970.

⑱

Jeanne
 S
iegel.
 "
Jo
seph
 Kosulh"
Ar
t
 as
 Idea
 as
 ldea."
 
W
B
AI

F
M.
 Ne
w
 York,
 April
 7,
 1970.
 Published
 in
 Ar/
words"
DScou
me
on
 

the
 
60s
 and
 7
0s.
 Michigan:
 Ann
 Arbor,
 U
M!
 Resarch
 Pre
ss,
 p.
22
1.

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」
と、
コ
ス
ー
ス
の「
概
念
と
し
て

の
概
念
と
し
て
の
芸
術」
は、

形
式
的
に
は
類
似
し
て
い
る
が、

並
列
す
べ

き
概
念
で
は
な
く、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
次
元
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る。
「
芸
術

と
し
て
の
芸
術」
は．

去
術
の
自
律
性、

純
粋
性
と
い
う
大
枠
の
問
迎
を
主

張
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し、
「
概
念
と
し
て
の
概
念
と
し
て
の
芸
術」

は、

概
念
芸
術
と
い
う
新
し
い
芸
術
の
あ
り
方
を
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る。

次

章
を
参
照
し
て
も
ら
え
ば
分
か
る
と
思
う
が、

後
者
は
前
者
の
存
在
を
前

提
と
し
て
い
る。

⑲

Seth
 Siegelaub,
 moderator.
 "
Art
 without
 Space."
 
Ne
w
 York"
 

W
B
AI-F
M,
 1969.
 Publ
ished
 in
 Six
 Yea
1,,
 p.130.
 

⑳

代
表
的
な
も
の
と
し
て「
芸
術
と
し
て
の
芸
術」
の
な
か
の
次
の
一
節

を
引
用
し
た
い
C

「
現
在
そ
し
て
永
遠
に、

唯一
の
問
題
と
単一
の
偉
大
で

原
初
的
な
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
ほ
ど
抽
象
的
で
純
粋
な
唯一
の
芸

術
は
純
粋
抽
象
絵
画
で
あ
る。

抽
象
絵
画
は、

ま
さ
に
流
派
や
動
向
や
様

式
で
は
な
く‘

砧
初
の
真
に
気
取
ら
な
い、

束
縛
さ
れ
な
い．

混
乱
し
て

い
な
い．

様
式
を
欠
い
た、

普
遍
的
な
絵
画
で
あ
る」。
Ad
Reinhardt.
 

"
A
n
 as
 Art."
 Ari
 inle
mational
 (Lugano),
 
Dece
m
ber
 1962.
 p.37.

QII

前
掲
註
4(
p.
25)'

四

前
掲
註
18(
p.
38)。

四
Jo
seph
KCsuth.
 
"
Not
e
 on
 Conceptual
 Art
 and
 
Models."
 
Ari

痣er
Philo
sophy
 and
 After,
 pp.3,5.
 

図

Jo
咎ph
Kosuth.
 
"
P
ros
pect
 69."
 
P
m.spec/
 69.
 Exh.
 cat•
DU
ssel

dorf"
S
Wdti
終he
Kunstha
lle,
 1969.
 Reprinted
 in
 Jo
seph
 Ko
sulh
 

In

ぎ善
g,
p.18.

な
お、

同
様
の
記
述
が「
哲
学
以
後
の
芸
術」
の
三
0
頁

に
も
あ
る。

四

雑
誌
広
告
を
用
い
た
と
い
う
点
で
は
グ
レ
ア
ム
に
遅
れ
る
が、
。ハ
プ

リ
ッ
ク・
ス
ペ
ー
ス
の
肴
板
を
用
い
た
点
で
は
ピ
ュ
ラ
ン
と
並
ぴ
最
初
期
の

作
例
と
言
え
る。
コ
ス
ー
ス
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル・

43 42 



八
J`I

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
死
去．

ア
ー
ト
の
雑
ば「
ア
ー
ト・
ラ
ン
ゲ
ー
ジj
の
編
島
に
関
わ
っ
て
い
た
イ
ア
ン・

パ
ー
ン
が、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
形
式
と
な
る
の
で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
Ill
い
た
ほ
う
が
い
い
と
述
べ
た
よ
う
に、
伝
統
的
ノ

デ
ィ
ア
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は、
一
般
に
井
芸
術
的
と
み
な
さ
れ
る
芸
術

的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式
を
用
い
る
の
が
効
果

的
で
あ
っ
た。
一
九
七
0
年
頃、
コ
ス
ー
ス
の
み
な
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
コ

ン
セ
フ
チ
ュ
ア
ル・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が、
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
。

Lucy
 R.
 Lip
pard.
 "E
sca
pe

 Atte
mpt."
 
Ann
 Goldstein
 a
nd
 An
ne
 

Rori
mer
 eds.
 R
eco11sid
eri11g
 /he
 Object
 of
 Ari:
 1
965'1975.
 Exh.

ca
t.
 

M
OCA
 and
 Ml̀l,
Pre
協．一995.
p.35.
 

匈
J`'ho
mas
C
row.
 The
 R
習
oj

唸a11
Ar
t
 
in
 the
 E
m
 of
 Dg
gI
.
 
Ne
w
 York:
 Harry
 N

Abra
ms,
 19
96,
 p.158.
 

g

笠h
S
iegelaub.
 "So
me
 Re
marks
 on
 So-
Ca
―led
 
umcep
tual
 A,1:
 

Extrac
ts
 fro
m
 Unpubli
sh
ed
 Int
ervie
ws
 with
 Ro
bert
 Ho
rvi
tz
 (1
987)
 

and
 Claude
 G
in
tz
 (l989)."
 /'art
 co11c
ep/11el.
ミtC
Pミ
ぅ
唸cl
ive.
p.92.
 

⑳
「
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
其
術
教
師、
政
治
漫
画
の
作
者、
講
師、
一
新
し

い
ア
カ
デ
ミ
ー
の
た
め
の
12
の
ル
ー
ル』
と
他
の
テ
ク
ス
ト
の
行
竹`
パ
ネ

ル・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
セ
ミ
ナ
ー
そ
し
て
彼
を
煎
要
な
知
踪
人
と
し
た

同
様
の
催
し
の
頻
繁
な
参
加
者
と
し
て
の
活
動
は、
そ
の
芸
術
家
と
し
て

の
活
動
の
双
味
の
形
成
に
お
い
て、
特
殊
な
芸
術
命
題
で
あ
る〈
プ
ラ
ッ
ク・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ〉
と
同
じ
く
ら
い
誼
要
で
あ
る」i
削
渇
辻
7
(p.
4

6
)0

all
Ad
 Re
inhardt.
 "T
welve
 Rul
es
 for
 New
 Acade
my."
 Ar
i
 

N
ews
 

(
New
 York)
 May
 1957.
 Reprint
ed
 in
 Barbara
 R
ose
 ed.
 Art
 as
 Ari.

茫rkeley:
Univ.
 of
 Cali
fo
rnia
 Pr
ess.
一
忘I.
pp.203�
204.
 

⑩

こ
の
文
立
中
に
お
い
て「（
大
き
く
な
く、
小
さ
く
な
く、
大
き
さ
を

欠
い
た）J．
「
形
態
を
欠
い
た」、
「
暗
い（
明
か
り
の
な
い）」＇
「
色
彩
を
欠

い
た」・
「
母
致
を
取
り
餘
く」、
「
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ー
を
欠
い
た」・
「
時
間

を
欠
い
た、
空
間
を
欠
い
たJ
等
の
よ
現
を
用
い
て
プ
ラ
ッ
ク・
ペ
イ
ン
テ

ィ
ン
グ
を
定
義
し
て
い
る。
Ad
Reinhardt.
 "T
he
 Black-Square
 

Painting."
 I
ris-
Ti
me
 (Paris),
 1963.
 Reprint
ed
 in
 Ari
 os
 Art.
 pp.
82
 83.
 

訓

前
掲
注
6
(p.4
4
)"

g
一削
掲
註
4
(p.15)"

邸

前
掲
庄
20
(p.37)"

一
九
六ー―ー
ー
六
四

コ
ス
ー
ス、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド・
ア
ー
ト・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
に
通
う。

在
学
中
に、
同
校
で
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
が
講
派
を
行
う（
溝
濱
録
は
現
存
せ

ず）．
＿
九
六
六

ク
リ
ス
チ
ー
ヌ・
コ
ズ
ロ
フ
と
と
も
に「
ア
ド・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

3咋
熟
へ
の

発
坂
ー
非
形
式
的
形
式
主
花
者
の
芸
術i

否
定
性、
純
粋
性、
そ
し

て
明
瞭
な
多
義
性」（
ス
ク
ー
ル・
オ
プ・
ピ
ジ
ュ
ア
ル・
ア
ー
ツ
の
た
め
の
未

発
及
の
タ
イ
プ
匝
秘）
を
執
下．

l
-
nn‘
ti-―
十
六
点
の
絵
画
か
ら
な
る
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
阿
顧
展
が
ジ

ュ
ウ
ィ
ッ
シ
ュ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
開
催
さ
れ
る。
コ
ス
ー
ス
も
こ
の
版
覧

会
を
観
覧
す
る。

一
九
六
七

.-
Jl、
イ
ー
ス
ト・
ヴ
ィ
レ
ー
ジ
に
ラ
ニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
の
ち
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム・
オ
プ・
ノ
ー
マ
ル・
ア
ー
ト
と
改
称）
を
設
t。
人
n
の
吃
に
ラ
イ
ン

ハ
ー
ト
の「
ア
ー
ト・
ア
ズ・
ア
ー
ト」
の
ド
グ
マ
を
掲
げ
る。

「
ア
ー
ツ・
マ
ガ
ジ
ン」
反
ザ
の
た
め
に「
ア
ド・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト、
ダ
ン・
ク

リ
ス
テ
ン
セ
ン、
桑
山
忠
明．
ラ
ル
フ・
プ
レ
イ
ク
ロ
ソ
ク」
版
の
レ
ヴ
ュ

ー
を
執
t°

夏．
ラニ
ス・
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・
オ
プ・
ノ
ー
マ
ル・
ア
ー
ト）

で「
ト
li
人
が
辿EE
す
る
お
気
に
入
リ
の
本」
展
を
企
画
す
る。
ラ
イ
ン
ハ

ー
ト
よ
り
附
ら
れ
た
ジ
ュ
リ
ア•
B・
デ・
フ
ォ
レ
ス
ト
の「
美
術
小
史」
を
出

品
す
る。

＿
九
六
九

ト
JI
上一
11、
「
哲
学
以
後
の
公
術」
を
発
及
し．
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の
ば
菜

を
三
カ
所
引
川
す
る
。

凹

彼
は「
哲
学
以
後
の
公
術」
が
苔
か
れ
た
年
に
行
わ
れ
た
対
扶
の
な
か

で．
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

「
も
し
哲
学（
と
奈
敦）
が
死
滅
し
た
と
き、

芸
術
の
生
存
能
力
は
純
粋
な
自
己
意
鏃
的
営
み
と
し
て
什
在
す
る
力
と
関

わ
り
?る
だ
ろ
う。
••••••
も
し
去
術
が
自「」
慈
琺
的
な
ま
ま
で．
芸
術
の

問
題
と
の
み
関
わ
る
な
ら、
芸
術
は
生
存
し
う
る
だ
ろ
う。
：
…•
前
掲
注

5
(p.14)'

8

前
掲
庄
4
(p.24)•

061

以
下
全
て
前
掲
荘
4
(pp.17,19)•

⑩
Cle
ment
 Gr
een
berg.
 
"
Mode
rnist
 Painting."
 Ari
 &
 Lil
eralu,
 

nc.4,
 Spring
 1
965.
 Reprinted
 in
 John
 O'
Brian
 ed.
 Cle
mc11/
 Green

恕rg"
The
Collec
ted
 
Essa
J

O
 v,1111ea11
ce·
J.957-1
969.
 London"
The
 Un
iv.
 o
f
 

Ch
icago
 Pr
ess.

1
993·
p.86.
 

図

前
掲
辻
9
(p.46)(
プ
ー
ク
ロ
ー）、
Art
Pre
ss,
 
Dec.
1981.(
カ
ト
リ

ー
ヌ・
ミ
レ
ー）
等
を
参
照。

⑱

前
掲
註
4
(p.17)。

細
Yvc-
Alain
Bois.
 "The
 Li
mit
 o
f
 

Al
m
ost."
 
M
OCA
 &
 MO
M
A
 

eds.
 Ad
 Rein
hard/•
New
 York"
RizNe-i.l
忘I·
P.15.

仰

前
掲
注
18
(p.
221)。
さ
ら
に一
九
八一
年
の
対
談
で
は
次
の

よう
に

述
ぺ
て
い
る。
「
…
…
初
期
作
品
は
私
が
思
う
に
完
全
に
対
立
す
る
フ
ォ
ー

マ
リ
ズ
ム
に
依
仔
し
て
い
る。
…
…
む
ろ
ん
甘
語へ
の
依
存
は
フ
ォ
ー

マ
リ
ズ
ム
ヘ
の
解
湘
剤
と
し
て
役
立
っ
た」。
Jo
seph
K
osulh
 (with
 Kris
 

Linders)·9·
Thr
ee
 Qu
estions
 and
 One
 Answer."
 G
E
 WA
D
 (Gent).
 vol.
 

2,
 no.I·1981.
 Repr
in
t

ed
 in
 Jo><

⑫
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
2」
の
直
後
に
啓
か
れ
た
未
発
表
の
ノ
ー
ト

「
ク
レ
ー
ン
の
た
め
の
ノ
ー
ト」
及
ぴ「
影
響r
ど
の
よ
う
に
E

と「
な
ぜ」
の
間

の
遠
い」（
い
ず
れ
も一
JL
七
0
年）
で
も
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
に
言
及
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
Ar
f

a
fter
 Phi
lgopl,y
 011d
 Aft
er
所
収
。

⑬
Jo
咎ph
Kosu
th.
 
"
1975.··
The
 Fox
 (New
 York)·
No.2.
 1975,
 p.95.

⑭
Jo
seph
 Kosuth
 (
with
 Stephane
 
Dcligeorg
es).
 "Pro
fession
 

A
『lsitc
Conccptuel."
 1978.
 T
ranslated
 fro
m
 French
 by
 
Charl
es
 
Le
 

V
ine.
 In
 Joseph
 Ko,11/I,
 In
te
rv
iew;,
 p.
56.

一
九
八
〇

「
カ
パ
ー」
＃
夏＂●
の
た
め
に「
ア
ド・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
に
つ
い
て」
を
執
箪゚

＿
九
九
四

『
ア
ー
ツ
＆
デ
ザ
イ
ン』
誌
第
三
卜
四n2
の
た
め
に「
11
の
限
界
ー
ア
ド・
ラ

イ
ン
ハ
ー
ト
を
兄
る
こ
と
と
流
む
こ
と」
を
執
箪。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
災

術
館
の
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
回
顧
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ヴ＂
ア
ラ
ン・

ポ
ワ
の
論
文
を
批
判
す
る。
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干
の
王
国
と
し
て
知
ら
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
は 、
ア
ジ
ア
の
中
心

に
あ
り 、

様
々
な
時
代
に
わ
た
っ
て
周
辺
地
域
と
交
流
し
な

が
ら
彩
響
も
受
け
つ
つ 、

彼
等
独
特
の
チ
ペ
ッ
ト
文
化
を
形

成
し
て
き
ま
し
た 。
そ
の
文
化
は 、

今
度
は
逆
に
国
境
を
越

え 、

外
に
向
か
っ
て
西
欧
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
ま
す 。

チ
ペ
ッ
ト
は 、

西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
全
体
ほ
ど
の
非
常
に
大
き

な
国
で
す 。
北
部
の
乾
燥
し
た
砂
漠
か
ら 、

南
東
の
緑
型
か

な
森
林 、

そ
し
て
南
側
の
古
に
覆
わ
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
頂
な

ど
息
を
の
む
よ
う
な
兄
事
な
漿
観
が
広
が
っ
て
い
ま
す 。
賀

河 、

協
子
江 、
メ
コ
ン
川 、
プ
ラ
マ
プ
ト
ラ
川 、

そ
し
て
イ

ン
ダ
ス
川
な
ど 、
ア
ジ
ア
地
域
の
主
な
河
川
の
源
流
も 、
チ

ペ
ッ
ト
に
あ
り
ま
す 。

チ
ペ
ッ
ト

の
古
代
神
話
に
よ
れ
ば 、

チ
ペ
ッ
ト
人
は
猿
と

岩
の
羅
刹
女
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す 。
チ
ペ
ッ

ト
人
の
人
種
的
な
ル
ー

ツ
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず 、

言
語
も
独
特
な
も
の
で
す
が 、
一
説
に
は
ピ
ル
マ
語
族
に
最

も
近
い
の
で
は
と
い
わ
れ
て
い
ま
す 。

チ
ペ
ッ
ト

の

Joseph Kosuth and Ad Reinhardt: 
A Study of Conceptual Art and Painting in the Late 1960s 

M izunuma H irokazu 

そ
の
芍

史
で
は 、

初
期
の
王
た
ち
は 、

空
よ
り
梯

子
を
伝
わ
っ
て
降
り
て
き
た
芍
王
を
祖
先
と
し 、

た
ち
は
命
が
つ
き
る
と
再
ぴ
梯
子
を
上
っ
て

く
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た 。
南
チ
ベ
ッ
ト

の
ヤ
ル
ル
ン
渓
谷

か
ら
そ
の
名
前
を
と
っ
た
ヤ
ル
ル
ン
王
家
の
系
統
は 、

紀
元

前
を
数
世
紀
ほ
ど
さ
か
の
ぽ
り
ま
す 。
現
在
も
残
る
こ
れ
ら

の
王
の
墓
は 、
こ
の
王
た
ち
が
没
し
て
数
世
紀
の
ち
に
な
っ

て
埋
葬
さ
れ
ま
し
た 。
こ
の
初
期
の
時
代
の
宗
教
は 、
一
般

的
に
ポ
ン
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で 、

柔
和
粒
も
念
怒
葬

も
と
も
に
信
仰
し
た
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
で
し
た 。

七
世
紀
前
半
の
統
治
者 、
チ
ペ
ッ
ト

の
第
三
十
三
代
ヤ
ル

ル
ン
王
ソ
ン
ツ
ェ
ン・
ガ
ン
ポ
は 、
チ
ペ
ッ
ト
中
の
異
な
る
氏

族
を
統一
し 、

唐
時
代
の
初
頭
に
は
中
国
を
も
脅
か
す
ほ
ど

大
な
帝
国
へ
と
チ
ペ
ッ
ト
を
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た 。
ソ

ン
ツ
ェ
ン・
ガ
ン
ポ
王
は 、

中
国
と
ネ 。ハ
ー

ル
よ
り

え
入
れ
ま
す 。
外
国
人
で
あ
る
こ
の
二
人
の

ッ
ト
に
仏
教
を
も
た
ら
す
上
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
え
ま
す 。
ガ
ン
ポ
王
は 、

現
在
も
チ
ペ
ッ
ト

の
首

都
で
あ
る
中
央
チ
ペ
ッ
ト

の
ラ
サ
を
首
都
と
し 、

宮
殿
ポ
タ

ラ
宮
を
建
て（
図
1
)、
二
人
の
王
妃
が
持
参
し
た
仏
像
を
奉
安

院
も
建
設
し
ま
し
た 。
こ
れ
は[
解
四
O
頁
挿
図

す
る

の

請
濱
記
録（
抄
録）

「
チ
ベ
ッ
ト

の
仏
教
美
術
Bu
d
dh
is
t

Ar
t
 o
f
 

T
i

b
e
t
」

妃
は

チ
ペ

妃
を
迎

に
伽
っ
て
い

講
師
11

マ
リ
リ
ン•
M・
リ
ー

＊
一
九
九
七
年
七
月
五
日
出
於
千
葉
市
美
術
館
講
堂

こ
の
蹟
演
会
は
七
n-
B
か
ら
八
月
三
十一
Fl
ま
で
開
催
さ
れ
た
辰
覧
会

「
天
空
の
秘
宝
ー＇
チ
ペ
ッ
ト
密
教
美
術」（
共
催
11

刺
日
新
聞
社）
に
と
も
な

っ
て
企
画
さ
れ
た 。

講
師
の
リ
ー

博
士
は 、
現
在
ス
ミ
ス・
カ
レ
ッ
ジ
の
教
授
を
勤
め
ら
れ 、
チ

ペ
ッ
ト
美
術
に
関
す
る
世
界
的
な
権
威
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る 。
本
屎
覧

会
開
催
に
際
し
て
は 、
ロ
バ
ー
ト•
A.
F・
サ
ー

マ
ン
氏（
コ
ロ
ン
ピ
ア
大

学
教
授）
と
と
も
に
監
修
の
労
を
執
ら
れ
た 。
こ
の
講
演
は
リ
ー

博
士
の
こ

れ
ま
で
の
研
究
の
成
果
の
概
要
的
な
部
分
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。
記

仕
中
に『
3

及
さ
れ
て
い
る
作
品
の
多
く
の
写
几
は
辰
覧
会
カ
ク
ロ
グ
に
収

め
ら
れ
て
い
る 。
掲
載
頁
及
び
図
版
番
号
を
付
し
た
の
で
併
せ
て
参
芍
に

さ
れ
た
い 。
図
録
解
説
編
挿
図
旦
解
頁
数
挿
図
番
号]
の
順 、
図
鉢
編

掲
載
図
版
に
つ
い
て
は[
仄
数
図
版
番
号]
の
順
に
注
記
し
た
o

蹟
漏
は
英
梧
で
行
わ
れ 、
通
訳 、
お
よ
び
本
記
仕へ
の
翻
訳
は
迫
村
知
子

氏
に
よ
る 。
更
に
本
館
学
芸
且
松
尾
知
子
が
要
約
を
行っ
た 。

尚 、
博
士
の
そ
の
後
の
研
究
成
果
と
し
て 、
最
近"
An
Earl
y
 T
i

b
e
tan
 

Thangka
 o
f
 

A
 mi
ta
y
u
s"
 

(Or
i

e
11
ta
t
i

o
11
s,
 

V
o

l.I
 9, 
N
o.
9,
 

Oc
t

o

b
e
r,
 
1
9
9
8
)

が
発
表
さ
れ
て
い
る 。

Joseph Kosuth began to create innovative works of conceptual art in the mid 1960s. In hi 
artworks and comments from this early period one can see the process of his breaking away from 
painterly thinking. The New York School painter Ad Reinhardt's artworks and statements were 
very influential on Kosuth's work at this time. 

Kosuth agreed with Donald Judd who claimed that the European painting-sculpture dichot
omy tradition had weakened and art that was neither painting nor sculpture was becoming 
mainstream. Reinhardt's Black Painting works were regarded at the farthest limits of painting, 
and consequently he was designated as the "last painter" However, Reinhardt went beyond his 
role as the last painter, for he continued to have an influence later on Kosuth when he renounced 
painting and began to produce works that were neither paintings nor sculptures. 

For example, it bas been pointed out that Kosuth's early period Titled is similar to Reinhardt' 
works (Black Painting) from the 1960s. This series, which inversely photographs and elongates 

dictionary definitions, can be viewed as a transition from painting to conceptual art. He fully 
achieves what Reinhardt absolutely regarded as "abstraction" without relying on painterly 
methods. In other words, Kosuth was striving for abstraction in the linguistic sense, not mor
phological abstraction. (His interest in linguistic philosophy began after he reached a deadend in 
the creation of Titled.) It is true that Titled is in the square format as his previous works, and 
Kosuth left the painterly element of the black ground. This morphological distinguishing charac・
teristic recalls Reinhardt's Black Painting, but the square black shape is nothing but a linguistic 
ground that is perceived first by viewers and does not give rise to any painterly illusion. For that 
reason, the two artists' works are alike only in appearance. 

Kosuth himself ac.knowledges being influenced by Reinhardt's book Twelve Rules for a New 
Academy, and it is possible that the resemblance of T£tled and Black Painting was brought about 
via Reinhardt's writings. 

Reinhardt's influence disappears from Kosuth's artwork after Second Investiqation, but his 
name still continues to appear for a while in Kosuth's statements. In his essay Art after 
Philosophy written in 1969, Kosuth includes a quote by Reinhardt centering on the concept of Art 
as A rt, and we can infer that Kosuth above all inherited an understanding of the autonomy of art. 
However, while Kosuth's making the role of art the definition of art does not contradict 
Reinhardt's theory, it further strongly recalls the art theory of Clement Greenberg whom Kosuth 
was opposed to at this time. In reality, while Kosuth's theory denies formalism it is appropriate 
to place it above the extended line. 

The theories of Reinhardt and Greenberg are far from contradicting each other and they are 
close on many points. Kosuth's concept of self-definition is traceable not only to Greenberg, but 
it is also possible to find its origins in Reinhardt. Concerning the fact that it is difficult to 
distinguish influences from the two, it is pointed out that at the time Kosuth himself became 
aware that he was appropriating Greenberg's terminology and theoretical methods, Reinhardt' 
name suddenly disappeared from his comments. 

Upon entering the 1970s, most of the conceptual artists surrounding Kosuth took on a 
political orientation, and he himself followed that trend. Unconsciously, Reinhardt's name 
disappeared from his statements for a time, but as evidenced in his essays published in 1980 and 
1994 championing this painter, Kosuth has continued to hold Reinhardt in high esteem as an artist 
even in the present day. (Translated by Patricia Fister) 
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3]、

九
世
紀
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る、

ソ
ン
ツ
ェ
ン
・

ガ
ン
ポ
王
の
等
身
大
の
彫
像
で、

粘
土
に
着
色、

金
を
か
ぶ

せ
た
も
の
で
す。

中
国
人
王
妃
を
伴
い
ま
す。

王
は
編
ん
だ

髪
に
タ
ー
バ
ン、

シ
ル
ク
の
服
に
巾
の
広
い
ペ
ル
ト
を
締
め

プ
ー
ツ
を
履
く
と
い
う、

中
央
ア
ジ
ア
式
の
服
装
を
し
て
い

ま
す。

写
実
的
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と、

流
れ
る
よ
う
で
あ

り
な
が
ら
も
体
に
ぴ
っ
た
り
つ
い
た
衣
服
を
身
に
つ
け
た
こ

の
見
事
な
彫
像
の
ペ
ア
は、

初
期
チ
ペ
ッ
ト
美
術
で
も
特
に

優
れ
た
作
品
だ
と
い
え
ま
す。

そ
の
生
き
て
い
る
よ
う
な
姿

は、

中
国
唐
初
期
の
最
も
優
れ
た
彫
刻
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま

す。

腕
や
足
の
力
の
入
り
具
合
の
徴
妙
な
バ
ラ
ン
ス、

若
衣

の
懐
の
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
表
現
や、

絹
の
ス
カ
ー
フ
や

腰
帯
の
軽
や
か
さ
も
非
常
に
巧
み
で、

ま
さ
に
生
き
て
い
る

か
の
よ
う
な
自
然
な
感
じ
が
二
体
と
も
よ
く
で
て
お
リ、

ア

ジ
ア
美
術
全
体
を
見
回
し
て
も、

初
期
の
王
室
の
肖
像
と
し

て
は
非
常
に
稀
な
迫
品
と
な
っ
て
い
ま
す。

ジ
ョ
カ
ン
（
大
昭
寺）
は、

ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ
が
六
四
0

年
代
に
建
て
た
も
の
で、

チ
ペ
ッ
ト
で
最
も
神
聖
な
寺
と
さ

れ
て
い
ま
す（
図
2)。

こ
の
建
物
の
人
口
に
は、

鹿
野
園
で
の

仏
陀
の
最
初
の
教
え
の
様
子
や
仏
教
の
隆
盛
を
表
す
太
鼓
な

ど
の
シ
ン
ポ
ル
で
装
飾
さ
れ、

吹
き
放
た
れ
た
柱
状
の
廊
下

で
あ
る
ポ
ル
チ
コ
を
通
り
抜
け
ま
す
と、

国
廊
や
鮮
明
に
彩

ら
れ
た
柱
や
壁
画
に
囲
ま
れ
た
中
庭
に
出
ま
す。

こ
の
寺
に

は
現
在、

中
国
人
王
妃
の
文
成
公
主
が
持
参
し
た
釈
迦
牟
尼

仏
陀
の
彫
像
を
奉
っ
て
い
ま
す
[
解
l

二
九
頁

挿
図
2
（
写
兵

デ
ィ
ア
ー
ナ
と
い
う
と
こ
ろ
の
高
貸
な
法
衣
を
ま
と
い、

特

徴
あ
る
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
や、

怒
り、

愛
欲、

無

知
と
い
う一
二
毒
を
象
徴
す
る
三
つ
の
頸
が
つ
い
た
鈷
杖、

サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
ス
ン
ヤ
と
い
い、

仏
教
で
い
う
と
こ

ろ
の
空
の
智
慧
に
よ
っ
て、

自
我
中
心
的
な
誤
っ
た
概
念
を

打
ち
ま
か
す
力
を
象
徴
す
る
憫
牒
杯、

そ
れ
か
ら
ヴ
ァ
ジ
ュ

ラ
と
い
う
も
の
で、

慈
悲
を
象
徴
し
ま
す。

こ
の
よ
う
な
シ

ン
ポ
ル
は
日
本
に
お
い
て
も
不
動
明
王
の
持
物
で
あ
る
剣
と

索
な
ど
で
お
馴
染
み
の
よ
う
に、

鑑
賞
者
に
尊
格
の
意
味
を

伝
え
る
も
の
と
し
て、

チ
ベ
ー
ト
美
術
で
も
頻
繁
に
利
用
さ

れ
ま
す。

こ
れ
ら
の
シ
ン
ポ
ル
は
仏
教
の
教
え
を
さ
ら
に
深

い
次
元
で
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き、

そ
の
お
か
げ
で、

仏
教

の
概
念
や、

私
た
ち
人
間
自
身
の
性
質
の
理
解
に
手
助
け
を

施
す
様
々
な
仏
の
役
割
な
ど
も
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す。

パ

ド
マ
サ
ン
バ
ヴ
ァ
と
テ
ィ
ソ
ン
・
デ
ツ
ェ
ン

王
は
と
も
に、

七
七
五
年
頃、

ラ
サ
の
南
に
チ
ペ
ッ
ト
で
最

初
の
僧
院
で
あ
る
サ
ム
イ
ェ
ー
寺
を
建
て
ま
し
た。

サ
ム
イ

ェ
ー
寺
は
聖
な
る
宮
殿
と
し
て、

仏
陀
の
浄
土
を
図
解
し
た

曼
陀
羅
の
よ
う
に
何
直
も
の
壁
が
取
り
囲
ん
で
い
ま
す。

ま

さ
に
こ
こ
で
最
初
の
二
十
五
人
の
弟
子
が
教
え
を
受
け、

仏

教
経
典
の
初
期
的
な
翻
訳
が
制
作
さ
れ
ま
し
た。

九
世
紀
半
ば
に
な
る
と、

ラ
ン
ダ
ル
マ
王
の
廃
仏
政
策
の

た
め、

僧
侶
た
ち
は
俗
人
に
戻
さ
れ
た
り、

チ
ベ
ッ
ト
の
東

西
の
奥
地
に
閑
遁
す
る
こ
と
を
余
鍛
な
く
さ
れ、

チ
ペ
ッ
ト

仏
教
は
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す。

ラ
ン
ダ
ル
マ

西
チ
ペ
ッ
ト
で
は、

ヤ
ル
ル
ン
王
国
の
支
流
が
グ
ゲ
王
国
と

は
一

九
六
0
年
代
の
中
国
の
文
化
大
革
命
で
こ
の
像
が
部
分

的
に
破
損
す
る
前
に
撮
ら
れ
た
も
の)
]。

こ
の
像
は
チ
ベ
ッ・

ト
て
も
最
も
神
聖
な
仏
像
と
し
て
奉
ら
れ
て
い
ま
す。

彫
像

よ
り
後
の
時
代
に
描
か
れ
た
壁
画
に
は、

王
妃
が
こ
の
像
を

伴
っ
て
チ
ペ
ッ
ト
ヘ
旅
を
し
て
き
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す。

そ
し
て、

後
の
世
に
は、

こ
れ
ら
の
彫
像
を
覆
う
よ
う

に
貿
金
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
ま
し
た。

切
妻
屋
根
で
鐘
の
よ

う
な
尖
項、

龍
頭
の
つ
い
た
雨
樋、

そ
し
て
何
百
も
の
仏
教

葬
の
姿
や、

神
聖
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
字
で
装
飾
さ
れ
て

い
る
様
子
は、

チ
ペ
ッ
ト
仏
教
寺
朕
の
独
特
の
建
築
様
式
で

す
[
解

三
九
頁

挿
図
］
r

八
世
紀
後
半
に
な
る
と、

テ
ィ
ソ
ン
・
デ
ツ
ェ
ン
王
の
も
と

で
チ
ベ
ッ
ト
は
再
び
大
き
な
勢
力
と
な
り、

中
央
ア
ジ
ア
の

大
部
分
を
征
服
す
る
ま
で
に
な
り`

唐
時
代
に
は
中
国
北
西

部
の
敦
俎
ま
で
も
領
地
に
な
っ
て
い
ま
し
た。

敦
焙
葵
席
窟

第
一

五
九
窟
に
あ
る
壁
画
に、

側
近
ら
と
と
も
に
描
か
れ
て

い
る
チ
ペ
ッ
ト
服
を
ま
と
っ
た
こ
の
人
物
が
デ
ツ
ェ
ン
王
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

七
世
紀
に
仏
教
が
チ
ペ

ッ
ト
に
伝
わ
っ
て
以
来、

も
と
も
と
あ
っ
た
ポ
ン
教
の
派
閥

が
大
き
な
抵
抗
を
続
け
て
い
た
の
で
す
が、

デ
ツ
ェ
ン
王
は、

優
れ
た
仏
教
僧
を
チ
ベ
ッ
ト
に
招
き
仏
教
の
伝
播
に
務
め
ま

し
た。

こ
の
と
き
に
チ
ベ
ッ
ト
に
米
た
直
要
な
仏
教
僧
の
一

人
が、

有
名
な
密
教
行
者
の
パ

ド
マ
サ
ン
パ
ヴ
ァ
で
す。

チ

ベ
ッ
ト
の
偉
大
な
迎
者
で
あ
る
こ
の
パ
ド
マ
サ
ン
パ
ヴ
ァ
は、

通
常
彼
の
出
身
地
だ
と
さ
れ
る
現
在
の
北
パ
キ
ス
タ
ン
の
ウ

王
は
八
四
二
年
に
暗
殺
さ
れ
ま
す
が、

仏
教
の
復
興
に
は
そ

の
後
何
十
年
も
か
か
っ
て
し
ま
い
、

十
世
紀
後
半
に
よ
う
や

＜
仏
教
は
復
興
し、

こ
れ
が
仏
教
の
第
二
次
伝
播
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す。

こ
れ
以
降
は
仏
教
経
典
の
翻
訳、

論、

注
釈
な

ど
と
い
っ
た
も
の
を
積
極
的
に
作
り、

仏
教
美
術
も
数
多
く

制
作
さ
れ
ま
し
た。

サ
キ
ャ
の
僧
院
や、

ス
ラ
ス
の
ミ
ラ
レ

パ

塔
の
よ
う
な
建
築
物
が
た
く
さ
ん
建
立
さ
れ、

つ
い
に
チ

ペ
ッ
ト
は
世
界
で
も
随
一

の
仏
教
国
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で

す。

十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
は、

テ
ン
ギ
ュ
ル

や
カ
ン
ギ
ュ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
仏
教
経
典
や
律、

注
釈
な

ど
の
完
全
な
翻
訳
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
が、

こ
れ
は
漢
訳

大
蔵
経
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
数
に
な
っ
て
い
ま
す。

十
五
世

紀
に
は
多
く
の
チ
ペ
ッ
ト
寺
院
で
何
千
人
も
の
僧
侶
が、

イ

ン
ド
式
の
伝
統
や
教
義
に
従
っ
た
厳
格
な
修
行
を
行
っ
て
い

ま
し
た。

そ
の
う
ち、

ニ
ン
マ
派、

サ
キ
ャ
派、

カ
ギ
ュ

派、

そ
し
て
ゲ
ル
ク
派
と
い
う
四
つ
の
主
な
宗
派
が
発
生
し
ま
す

が、

今
回
の
展
覧
会
で
は
四
宗
派
と
も
主
な
ラ
マ、

修
行
の

本
荘
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
チ

ペ
ッ
ト
以
外
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、

中
国
の
文

化
大
革
命
に
よ
る
被
害
以
後
の
こ
と
で
あ
り、

ま
だ
ま
だ
多

く
の
人
々
に
と
っ
て
未
知
の
も
の
だ
と
い
え
ま
す。

で
は
次

に
実
際
に
代
表
的
な
絵
画
や
彫
刻
を
見
な
が
ら、

チ
ベ
ッ
ト

仏
教
美
術
の
性
格
と
意
味
を
探
り
た
い
と
思
い
ま
す。

囚
2

図
1
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し
て
存
絞
し
ま
し
た
が、
十
世
紀
後
半
の
国
王
は
仏
教
を
支

持
し、

僧
侶
リ
ン
チ
ェ
ン・
サ
ン
ポ
と
と
も
に
寺
院
を
創
建
し

て
い
き
ま
し
た。
ト
リ
ン
＋ユ
解
Ji
七
頁
挿
図
23

]

は
九
七

八
年
頃
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
最
も
占
い
寺
院

で、
中
央
堂
の
設
計
は
坐
陀
羅
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す。
現

在
は
イ
ン
ド
領
に
な
っ
て
い
ま
す
が
同
じ
西
チ
ベ
ッ
ト
に
あ

る
僧
院
タ
ポ
に
は、
十一
世
紀
半
ば
の
す
ば
ら
し
い
壁
画[
解

四
二
頁
挿
図
5]
が
残
っ
て
い
ま
す。
仏
陀
や
菩
薩
は
力
強

く
明
瞭
に
描
か
れ
て
お
り、
は
っ
き
り
と
モ
デ
リ
ン
グ
さ
れ

て
い
ま
す。
こ
の
丸
い
頻
の
形
は、
中
国
の
唐
の
様
式
に
似

て
い
ま
す。
ま
た、
西
チ
ベ
ッ
ト
美
術
に
多
く
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
画
家
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た`

カ
シ

ミ
ー
ル
の
芙
術
に
も
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す。
し
っ
か
り

と
し
た
力
強
い
作
品
で
す
が、
菩
涯
の
装
飾
品
は
投
雑
で
繊

細
に
描
か
れ
て
い
ま
す。
ラ
ダ
ッ
ク
の
有
名
な
ア
ル
チ
寺
の

三
陪
堂
に
は、

骰
音
菩
薩

弥
勒
菩
酒、
そ
し
て
文
殊
菩
薩

の
巨
大
な
立
像
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
ら
は
身、
日、
意
の
浄

化
を
表
現
し
て
い
る
と
銘
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す。
廊
下
の

壁
画
は
十
二
世
紀
後
半
の
も
の
で
す
が、
さ
ら
に
活
気
が
加

わ
り
綿
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
で
し
ょ

う。
そ
の
様
式
は、

緑
タ
ー
ラ
ー
菩
薩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、

体
つ
き
は
幾
何
学
的
に
形
作
ら
れ、

非
常
に
細
い
腰
を
持
つ

も
の
で、
す
ば
ら
し
く
モ
デ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
ま
す。
顔
立

ち
は
活
気
に
満
ち、

鋭
く、

あ
ま
り
に
も
鋭
い
た
め
に、
右

の
目
は
飛
ぴ
出
て
し
ま
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す。
あ
で
や
か
に

世
紀
後
半
の
ダ
ナ
ン
寺
に
あ
る
壁
岡
も、
ペ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏

常
の
壁
画
に
似
た、
明
瞭
で
時
に
は
角
張
っ
て
鋭
く
固
い
線

で
描
か
れ、
顔
の
表
情
が
力
強
く
描
か
れ
て
い
ま
す。
こ
の

ょ
う
な
強
く
し
っ
か
り
し
た
線
や、
モ
デ
リ
ン
グ
の
強
さ
は、

チ
ペ
ッ
ト
絵
画
に一
般
的
に
見
ら
れ
る
特
徴
だ
と
い
え
る
で

し
ょ
う。
そ
の
特
徴
は、
同
じ
時
期
の
日
本
の
平
安
時
代
に

制
作
さ
れ
た
仏
画
の
繊
細
な
箪
使
い
や
色
使
い[
例
ぇ
ば「
十

二
天
像
の
う
ち
水
天」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵）（
図
4)]
と
は

非
常
に
対
照
的
な
も
の
で
す。
中
国
絵
画
の
描
線
は
も
っ
と

や
わ
ら
か
く、
か
つ
徴
妙
で
す
が、
そ
れ
に
対
し
て
チ
ペ
ッ

ト
絵
画
の
描
線
は
例
え
ば
十
三
世
紀
に
描
か
れ
た
阿
羅
漢
像

の
よ
う
に、

概
し
て
強
く
エ
ネ
ル
ギ
ソ
シ
ュ
で
す。
こ
れ
は

優
劣
を
つ
け
る
た
め
で
は
な
く、
チ
ペ
ソ
ト
絵
画
の
特
徴
を

よ
り
よ
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
比
較
で
す
が、
チ
ペ

ッ
ト
絵
画
は
こ
の
よ
う
に
独
特
の
美
窓
識
を
持
っ
て
い
ま
す。

内
面
か
ら
の
力
の
表
現
に
直
点
を
沼
い
て
お
り、
描
か
れ
て

い
る
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
非
常
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
で
す。
ま
た、
二
次
元
的
な
色
の
パ
タ
ー
ン
で

描
か
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
り、
モ
デ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
カ

強
く
写
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す。

金
鋼
仏
の
幾
例
か
は、
イ
ン
ド
美
術
の
主
要
な
様
式
と
の

強
い
つ
な
が
り、

例
え
ば
出
品
作
で
あ
る
仏
陀
像[
二
頁
図

4]
は、
筋
肉
質
な
体
つ
き
と
シ
ン
プ
ル
な
衣
の
表
現
に、
サ

ー
ル
ナ
ー
ト、

グ
プ
タ
様
式
や、
。ハ
ー
ラ
様
式
の
特
徴
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す。
し
か
し
チ
ベ
ッ
ト
彫

彩
ら
れ
た
衣
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
に
も
特
徴
が
あ
り
ま
す。
緑

タ
ー
ラ
ー
菩
薩
は、
ア
ヴ
ァ
ロ
キ
テ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ、
日
本

で
い
う
と
こ
ろ
の
観
音、

す
な
わ
ち
慈
悲
の
菩
蒔
の
女
性
の

形
の―
つ
で
す。
イ
ン
ド
や
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
で
は、

菩
薩
は

往
々
に
し
て
様
々
な
姿
に
表
現
さ
れ
ま
す。
ま
た、
タ
ー
ラ

ー
自
身
も
様
々
な
形
を
持
ち、

例
え
ば、

緑
タ
ー
ラ
ー
菩
活

は
人
々
の
要
求
に
す
ば
や
く
反
応
し
衆
生
を
苦
し
み
か
ら
救

い
ま
す
が、
白
タ
ー
ラ
ー
菩
薩
は
長
井
を
も
た
ら
す
と
さ
れ

て
い
ま
す。
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
現
象
で
す
が、
チ
ペ
ソ
ト
仏
教
で
は
菩
薩
や
時
に
は
仏
や

如
米
も
女
性
け
と
し
て
表
さ
れ、

特
に
チ
ペ
ッ
ト、
そ
し
て

こ
の
ア
ル
チ
寺
な
ど
で
は、
女
性
粒
は
特
に
人
気
が
あ
り
ま

す。束
チ
ペ
ッ
ト
に
避
難
し
て
い
た
僧
侶
た
ち
が
中
央
チ
ペ
ノ

ト
に
戻
っ
て
き
た
十一
世
紀
頃、
偉
大
な
る
イ
ン
ド
人
学
俯

聖
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
が
現
れ、
ま
た、
こ
の
時
代
に
は
新
築
の

多
く
の
僧
院
で
大
き
な
彫
刻
作
品
も
制
作
さ
れ
ま
し
た。
イ

ェ
マ
ル
に
あ
る
塑
像
は
そ
の
例
で
す。
こ
の
菩
涯
は
等
身
大

以
上
で、
コ
ー
ト
の
よ
う
な
培
衣、
ベ
ル
ト、
プ
ー
ツ、
い

く
つ
も
首
に
か
け
た
装
飾
品
な
ど
は`

中
央
ア
ジ
ア
の
様
式

に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
ま
す。
衣
が
折
り
重
な
り、
そ
の

装
が
す
ば
ら
し
く
線
的
な
パ
タ
ー
ン
を
織
リ
な
す
様
子
は、
十

世
紀
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
中
央
ア
ジ
ア
の
ト
ル
フ

ァ
ン、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
堂
第
二
〇
窟
の
壁
画
に
描
か
れ
た

仏
陀
の
着
衣
の
複
雑
な
輪
郭
線（
図
3)
と
似
て
い
ま
す。
十一

刻
で
は
も
っ
と
緊
張
感
が
あ
っ
て、
左
眉
に
掛
か
っ
て
い
る

衣
の
縁
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に、

非
常
に
曲
線
が
強
調
さ
れ

て
い
ま
す。
十――-
ttt
紀
に
な
る
と、
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ー
プ
ヤ、

宇
宙
仏、
阿
し
ゅ
く
仏
『一
0
六
貞
図
152]
の
す
ら
っ
と
し
た

体
つ
き、
堅
い
傑
巻
の
線、
そ
し
て
著
し
く
背
の
高
い
冠
な

ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
一
府
神
秘
的
な
オ
ー
ラ
が
こ
う
し

た
仏
像
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す。
こ
の
阿
し
ゅ

＜
仏
は、
日
本
の
大
日
如
来
と
同
じ
よ
う
に
悟
り
に
達
し
た

仏
で
あ
り
な
が
ら、

菩
薩
の
よ
う
な
装
い
に
な
っ
て
い
ま
す。

佃
し
み
や
怒
リ
の
克
服
を
手
伝
う
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
條
行
の
中
で
も
き
わ
め
て
人
気
の
品
い
五

仏
の
一
人
で
す。
五
仏
は
そ
れ
ぞ
れ
が
方
向
性、

色、
ま
た

我
々
が
背
負
っ
て
い
る
否
定
的
な
観
念
の
転
換
と
結
ぴ
つ
き、

怒
り、
ど
ん
欲、
高
悛、

愛
欲、
無
知
の
煩
悩
を
超
越
す
る

手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す。

中
央
チ
ペ
ッ
ト
の
大
タ
ン
カ（
図
5)
は
十
二
世
紀
後
期
の
も

の
で、
日
本
の
真
言
密
教
で
は
大
日
如
来
と
い
わ
れ
る
ヴ
ァ

イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
で
す。
タ
ン
カ
は
東
ア
ジ
ア
の
掛
軸
に
非
常

に
よ
く
似
て
い
ま
す
が、

絹
や
紙
で
は
な
く（
時
に
は
絹
に
描

か
れ
る
こ
と
も
あ
る）、

綿
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
か
れ
て
い
ま

す。
表
装
も
同
様
に
布
で
施
さ
れ
ま
す
が、

後
に
は
中
国
か

ら
輸
入
さ
れ
る
プ
ロ
ケ
ー
ド（
金
欄
織）
が
用
い
ら
れ
る
の
が

通
例
と
な
リ
ま
し
た。
水
彩
の
不
透
明
な
鉱
物
性
の
顔
料
が

用
い
ら
れ、

時
代
を
経
て
も
あ
せ
ず
美
し
く四年
か
な
色
を
出

し
て
い
ま
す。
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵

図
4
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の
こ
の
タ
ン
カ
は
、

中
央
の
大
H
如
米
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ

が
絵
画
全
体
を
し
め
る
は
ど
に
大
き
く
描
か
れ、
こ
の
お
か

げ
で
鑑
炊
者
は
イ
メ
ー
ジ
に
共
感
し
や
す
く
な
リ
、

そ
の
た

め．
瞑
想
の
終
行
な
ど
で
は
條
行
者
に
と
っ
て
無
知
を
克
服

す
る
助
け
と
な
る
の
で
す。
脇
侍
の
花＂
社
立
像
の
背
の
高
く

す
ら
っ
と
し
た
体
つ
き
は
、

こ
の
時
代
の
特
徴
で
す。
中
央

の
グ
ル
ー
プ
が
実
物
よ
り
大
き
く
描
か
れ
、

絵
両
全
体
の
表

面
に
最
も
近
い
た
め
に
、

鑑
打
者
は
何
の
限
害
も
な
く
こ
の

図
像
と
交
流
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す。
こ
の
た
め
空
間
的

な
設
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

イ
メ
ー
ジ
が
直
接
的
に

私
た
ち
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す。
す
べ
て
の
像
が
二
次
元
的
に
、

別
々
の
場
所
に
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す。
中
心
仏
の
卜
の
列
に
は
小
さ
な
礼
拝
菩
歯、

最
卜
列
に
は
カ
ギ
ュ
派
の
品
僧
た
ち
が
描
か
れ
、

下
の
方
に

は
仏
教
を
守
る
護
法
炸
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す。
タ
ン
カ

と
い
う
の
は
複
雑
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
一

般
的
に‘
―
つ
の
宗
派
の
法
脈、
つ
ま
り
代
々
の
高
僧
た
ち、

そ
し
て
仏
教
の
守
り
仏
で
あ
る
護
法
粒
、

個
人
や
寺
朕
の
守

り
仏
で
あ
る
守
護
粒
と
い
う、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
成
り

立
っ
て
お
り
、

だ
い
た
い
一
定
し
た
図
式
に
従
っ
て
い
ま
す。

初
期
の
作
品
で
は
こ
う
い
っ
た
人
物
た
ち
は、
中
心
像
の
国

り
に
小
さ
な。ハ
ネ
ル
の
よ
う
に
し
て
描
写
さ
れ
て
い
ま
す。
そ

し
て
通
常
後
ろ
の
方
に
は
マ
ン
ト
ラ（
其
言）
と
梵
字
が
果
い

イ
ン
ク
で
描
か
れ
ま
す。
タ
ン
カ
は
聖
な
る
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
、

清
め
ら
れ
、

非
常
に
大
事
に
さ
れ
る
も
の
で
す。
チ

睛
擬
慢
疑（
怒
リ、
ど
ん
欲、
高
慢
、

愛
欲
、

無
知）
と
い
う

li
つ
の
根
本
煩
悩
を
表
現
し
て
い
ま
す。
首
に
か
け
て
い
る

生
首
の
束
は、
自
我
中
心
的
な
概
念
の
五
卜
三
の
神
妙
な
形

を
超
越
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す。
こ
の
よ
う
な

念
怒
形
は
よ
リ古回
度
な
修
行
の
と
き
に
特
別
に
効
果
的
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す。
不
動
明
t
の
よ
う
な
念
怒
祁
は
、

瞑

想
の
修
行
の
対
象
と
し
て
、

こ
う
い
っ
た
念
怒
莉
の
力
と
同

化
す
る
こ
と
で、
恐
れ
や
先
入
観
と
い
っ
た
も
の
を
征
服
す

る
と
き
に
非
常
に
有
効
に
働
く
よ
う
で
す。
ご
院
の
よ
う
に

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ヒ
ー
は、
自
分
自
身
の
小
さ
な
変

化
の
形
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
ま
す。
下
の
方
に
は
正
紐
か
ら

は
ず
れ
た
密
教
條
法
を
行
っ
て
悟
リ
を
め
ざ
す、
野
蛮
で一

風
変
わ
っ
た
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
大
行
者
た
ち
と、
並

ん
で
踊
る
飛
犬
が
描
か
れ
て
い
ま
す。
ロ
シ
ア
の
エ
ル
ミ
タ

ー
ジ
ュ
美
術
館
所
蔵
の
こ
の
タ
ン
カ
は、
今
世
紀
初
碩
に
ロ

シ
ア
の
探
検｛禾
コ
ズ
ロ
フ
大
佐
に
よ
っ
て
発
兄
さ
れ
た
も
の

で
す。
十
二
世
紀
後
半
の
西
夏
時
代
に
、

西
夏
王
が
チ
ペ
ッ

ト
の
ラ
マ
た
ち
を
招
聘
し
た
頃
に
制
作
さ
れ
た
タ
ン
カ
と
がJ

え
ら
れ、
つ
ま
リ
チ
ン
ギ
ス
汗
が
西
夏
と
ハ
ラ
ホ
ト
を
も
滅

し
た―
ニ
ニ
ヒ
年
以
前
の
も
の
で
す。
本
展
で
は
ハ
ラ
ホ
ト

の
作
品
が
何
点
か
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が、
十
二
世
紀
後
半

に
こ
の
地
域
で
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
に
関
す
る
関
心
が
非
常
に
砧

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す。

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ヒ
ー
は、
独
立
し
た
炸
格
だ
け

で
な
く
、

ヤ
プ
ユ
ム
、

あ
る
い
は
父
母
仏
と
呼
ば
れ
る
絵
画

ペ
ッ
ト
の
タ
ン
カ
に
作
者
名
が
記
入
さ
れ
る
の
は
き
わ
め
て

稀
な
の
で
す
が、
最
も
行
名
な
絵
師
た
ち
に
つ
い
て
は
、

歴

史
甚
や
文
献
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
絵
師
の
中

に
は
絵
画
の
流
派
の
創
始
者
と
な
っ
た
人
や、
名
前
が
そ
の

ま
ま
絵
画
様
式
と
な
っ
た
人
物
も
い
ま
す。

チ
ペ
ッ
ト
仏
教
に
は
仏
、

如
米
や
菩
薩
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、

何
千
か
の
異
な
る
姿、
変
化
が
あ
り
ま
す。
非
常
に

柔
和
で
平
穏
な
姿
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば、
念
怒
の
形

を
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す。
修
行
の
目
的
に
応
じ
て
こ

の
よ
う
に
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す．
念
怒

形
の
女
性
粒
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ヒ
ー[-
四
九
頁
図

109

]

は、
仏
陀
の
女
性
の
形
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す。
こ
れ

は
通
常
の
仏
陀
の
表
現
方
法
で
は
な
い
の
で、
理
解
に
苦
し

ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
仏
陀
は
我
々
が
悟
る
た
め
に

最
も
助
け
に
な
る
姿
で
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。
ヴ

ア
ジ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ラ
ー
ヒ
ー
は
、

女
性
行
者
で、
独
立
し
た
非

常
に
力
強
い
荘
格
で
す。
現
在
は
内
モ
ン
ゴ
ル
で
あ
る
中
央

ア
ジ
ア
東
部
の
ハ
ラ
ホ
ト
で`

こ
の
タ
ン
カ
は
作
ら
れ
ま
し

た。
赤
い
体
で
大
き
く
舞
い
踊
り`

足
の
下
に
踏
み
つ
け
に

し
て
い
る
の
は
自
我
中
心
的
な
概
念
の
象
徴
で
、

そ
れ
が
彼

女
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て

い
ま
す。
手
に
は
斧
と
憫
牒
杯
と
三
叉
戟
と
い
う
杖
を
持
っ

て
お
リ
、

繊
細
に
彫
ら
れ
た
骨
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
て
い

ま
す。
眼
は
赤
く
緑
取
ら
れ
大
き
く
見
開
か
れ、
す
さ
ま
じ

い
表
情
で
す。
頭
の
五
憫
牒
冠
は
、

五
智
へ
と
転
換
す
る
貪

で、
男
性
の
祁
格
で
あ
る
ハ
ラ
マ
ス
ッ
カ・
チ
ャ
ク
ラ
サ
ン
ヴ

ア
ラ
と
と
も
に
登
場
し
ま
す。
こ
れ
は
タ
ン
ト
ラ
や
密
教
で

非
常
に
砧
い
レ
ベ
ル
の
修
法
で
、

女
性
を
智
慧
、

男
性
を
慈

悲
の
具
現
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
、

悟
り
そ
の
も
の、
そ
し

て
そ
の
反
映
と
し
て
象
徴
し
た
修
法
で
す。
こ
の
よ
う
な
描

写
は
秘
技
的
で
強
力
か
つ
高
等
な
任
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

悟

り
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。
こ

の
変
相
は
、

修fT
名
の
内
的
純
粋
存
在
か
ら
の
原
型
に
基
づ

く
も
の
で
す
が、
高
度
な
瞑
想
に
お
い
て
は
実
際
に
こ
の
ポ

ー
ズ
を
と
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す。
正
確
な
る
観
想
念
仏

の
方
便
は
タ
ン
ト
ラ
の
教
義
の
中
に
あ
る
の
で
す
が
、

非
常

に
深
い
哲
学
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ、
そ
し
て
神
定
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
と
経
験
を
積
ん
だ
上
で、
さ
ら
に
正
し
い
先
生
の
指
導

の
も
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す。
こ

の
タ
ン
カ[-
四
六
頁
図
107

]

で
は
巨
大
で
力
強
い
社
格
が
絵

画
の
中
心
を
占
め
て
い
ま
す。
ト
ニ
本
の
腕
の
あ
る土11
い
男

性
尊
と
、

二
本
碗
の
赤
い
女
性
尊
は
、

各
々
に
否
定
的
な
観

念
を
征
服
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
道
具
の
数
々
を
手
に
持
っ

て
い
ま
す。
一
例
と
し
て、
神
に
な
り
た
い
と
い
う
観
念
の

征
服
は
、

こ
こ
で
は
男
性
け
が
イ
ン
ド
の
想
像
神
プ
ラ
フ
マ

ー
の
切
り
落
と
さ
れ
た
頭
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
象

徴
さ
れ
て
い
ま
す。
中
心
の
二
体
を
囲
む
ハ
ネ
ル
に
は、
チ

ヤ
ク
ラ
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
王
国
の
曼
陀
羅
で
勝
楽
の
輪
と
い
う
も

の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が、
観
想
フ
ロ
セ
ス
で
現
れ
る
炸
格

が
す
べ
て
描
か
れ
て
い
ま
す。
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仏
国
上
で
は、

菩
社
や
そ
の
ほ
か
の
炸
格
は、
"9X
陀
羅
と

し
て
図
示
さ
れ
ま
す。

四
つ
の
曼
陀
羅
が
描
か
れ
る
こ
の
タ

ン
カ[
-
―
五
頁

図
83

]

は
そ
の
よ
う
な
例
で
す
が、

こ
こ
で

は
病
を
克
服
し
長
寿
や
富
を
も
た
ら
す
女
性
け
を
表
現
し
て

い
ま
す。

各
曼
陀
羅
の
外
側
に
つ
い
て
い
る
枯
は
守
護
の
輪

と
呼
ば
れ
る
も
の
で、

そ
の
中
に
は
炸
格
の
城
や
浄
t
が
四

つ
の
大
き
な
門
と
脇
侍
な
ど
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
ま
す。

曼

陀
羅
と
は、

浄
土
の
宝
石
の
よ
う
な
性
伐
と
清
ら
か
さ
を
表

現
す
る
た
め
に、

多
く
の
場
合、

炸
格
や
そ
の
ほ
か
の
も
の

が
非
常
に
入
り
糾
み
な
が
ら、

か
つ
鮮
明
で
ま
ば
ゆ
い
色
彩

で
描
か
れ
て
い
ま
す。

チ
ペ
ッ
ト
仏
教
美
術
の
典
味
深
く
五
要
な
主
題
に、

肖
像

画
が
あ
り、

特
に
僧
侶、

し
か
も
砧
俯
の
月
像
が
非
常
に
大

切
に
さ
れ
て
い
ま
す。

カ
ギ
ュ
派
の
タ
ク
ル
ン
支
派
の
高
僧

を
描
い
た
こ
の
十i
二
世
紀
の
打
像
画[
-
三
三
頁

図
96

]

の
よ

う
に、

ラ
マ
は
赤
と
黄
色
の
僧
衣
と
そ
の
上
に
さ
ら
に
寒
い

と
き
に
身
に
つ
け
る
ケ
ー
プ
の
よ
う
な
衣
を
身
に
つ
け、

返

の
台
座
に
説
法
印
を
結
ん
で
座
っ
て
お
り、

祖
師
や
上
な
守

護
け
が
彼
を
取
り
囲
ん
で
い
ま
す。

こ
れ
は
つ
ま
り
彼
の
肖

像
の
ま
わ
り
に
仏
教
の
歴
史
の
本
質
が
描
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す。

本
図
は
こ
の
時
期
に
好
ん
で
用
い
ら

れ
た、

鮮
明
で
生
き
生
き
と
し
た
色
彩
で
描
か
れ
て
い
ま
す。

表
装
は
も
と
の
も
の
で
す
が、

シ
ン
プ
ル
な
沿
く土日
い
布
と

い
う
の
が
初
期
の
こ
の
頃
に
一

般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
表

装
で
し
た。

彫
刻
に
つ
い
て
も
並
外
れ
て
す
ば
ら
し
い
作
品

作
品
で
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
金
や手＂
と
い
っ
た
顔
科

は
当
時
非
常
に
砧
い
も
の
で
し
た
か
ら、

こ
の
作
品
に
内本
大

な
円
用
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す。

ト
四
世
紀
後
中
か
ら
卜
五
世
紀
初
頭、

窃
俯
ツ
ォ
ン
カ
ハ

の
登
場
と
と
も
に、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
新
た
な
局
面
を
迎
え

ま
す。

こ
の
偉
大
な
人
物
に
よ
っ
て
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
の
教
義

は
整
理
さ
れ、

彼
は
ゲ
ル
ク
派
の
創
始
者
と
な
り
ま
し
た。

ゲ

ル
ク
派
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
系
統
と
と
も
に、

チ
ペ
ッ
ト
を
統

治
す
る
よ
う
に
な
リ
ま
す。

展
示
さ
れ
て
い
る
ツ
ォ
ン
カ
パ

の
等
身
大
の
彫
刻[
-
五
二
頁

図
111

]

は、

彼
特
行
の
俯
衣
を

身
に
つ
け、

黄
色
い
賢
名
の
帽
’r
を
か
ぷ
っ
て
い
ま
す。

手

に
は
二
本
の
連
を
持
っ
て
い
ま
す
が、

そ
れ
ら
に
は
ツ
ォ
ン

力。ハ
が
対
話
し
た
と
い
う
智
慧
の
菩
藉、

文
殊
菩
涯
を
象
徴

す
る
経
巻
と
剣
が
の
っ
て
い
ま
す。

こ
の
彫
刻
は
一
ヒ
0
0

年
頃
の
作
と
がJ‘
え
ら
れ
て
お
り、

十
六
泄
紀
の
後
半
か
ら
チ

ペ
ッ
ト
仏
教
の
統
治
を
受
け
入
れ
て
い
た
内
モ
ン
ゴ
ル
で
作

ら
れ
た
も
の
で、

日
本
で
も
中
央
ア
ジ
ア
の
探
検
な
ど
で
知

ら
れ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
探
検
家
ス
ヴ
ェ
ン・
ヘ
デ
ィ
ン

が、

今
肌
紀
の
初
頭
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
持
ち
帰
っ
た
も

の
で
す。

十
五
世
紀
に
な
る
と、

シ
ガ
ツ
ェ
の
タ
シ
ル
ン
ボ

寺
の
よ
う
に、

チ
ペ
ッ
ト
で
も
最
も
大
き
く
偉
大
な
僧
控
が、

ゲ
ル
ク
派
に
よ
っ
て
次
々
と
姥
設
さ
れ
ま
し
た。

十
五
世
紀

中
葉
に
姓
設
さ
れ
た
タ
シ
ル
ン
ポ
寺
に
は、

ニ
ヒ
メ
ー
ト
ル

以
上
も
の
高
さ
を
持
つ
巨
大
な
プ
ロ
ン
ズ
の
弥
勒
仏
が
奉
ら

れ
て
い
ま
す。

が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
が、

プ
ロ
ン
ズ
像
が
多
数
を
占
め

て
い
ま
す。

こ
の
十
叫
世
紀
の
作
品[
-
三．
八
仄

図
99

]

は、

象
嵌
の
行
い
目
と
特
徴
的
な
願
の
作
り
か
ら、

カ
ル
マ
派
l

世
を
作
っ
た
初
期
の
作
品
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す。

煎
ね
杵
さ
れ
た
衣
の
線
は、

堅
い
表
面
と
不
規
則
な
嬰

の
お
も
し
ろ
く
巧
み
な
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
て、

非
常

に
洗
練
さ
れ
た
象
嵌
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で、

金
銀
の
デ
ザ
イ
ン

が
そ
の
上
に
さ
ら
に
施
さ
れ
て
い
ま
す。

上
二、

十
四
世
紀
頃
に
な
る
と．

阿
羅
漢
と
護
法
神
の
紺

み
合
わ
せ
が
登
堪
し
ま
す
が、

こ
れ
は
中
国
絵
画
の
影
郭
か

と
名
え
ら
れ
て
い
ま
す。

モ
ン
ゴ
ル
の
元
時
代
の
頃
の
中
国

と
チ
ペ
ッ
ト
は
非
常
に
密
な
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
が、

そ

の
頃
中
国
で
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
主
辿
の
伝
統
形
式
の
よ

う
な
も
の
が
完
成
し
て
い
ま
し
た。

阿
羅
漢
を
描
い
た
作
品

で
は、

存
い
日
の
ま
ゆ
げ
が
長
く
小
さ
な
ひ
げ
を
生
や
し
た

愉
快
な
羅
漢
像
の
よ
う
な
一
凪
変
わ
っ
た
姿
の
月
像
も
あ
リ

ま
す
0
一
三
仄

図
IJ]。

風
尿
画
の
要
索
も
少
し
ず
つ
現
れ
て

い
ま
す
が

非
常
に
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
だ
け
で、

ま
た
空

想
的
に
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん。

チ
ペ
ッ
ト
に
お
い
て
富
の
守
護
炸
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
ラ

ヴ
ァ
ナ（
毘
沙
門
天）
は
人
気
が
ぶ
い
祁
格
で
す。

卜
五
世
紀

初
頭
の
作
品[iハ
ヒ
頁

図
47

]

で
は、

存
色
の
言
獅
子
に
ま
た

が
っ
て
お
り、

色
と
り
ど
り
の
甲
胄
と
冠
を
身
に
つ
け、

様

式
化
さ
れ
た
非
常
に
大
き
な
顔
を
し
て
い
ま
す。

き
つ
く
抱

え
て
い
る
の
は
宝
石
を
吐
き
出
す
マ
ン
グ
ー
ス
で
す。

こ
の

同
じ
地
域
内
で、
一
四
二
五
年
頃
に
は、

当
時
の
土
地
の

支
配
者
に
よ
っ
て
ク
ム
プ
ム
と
い
わ
れ
る
大
き
な
ス
ト
ゥ
ー

パ
寺
院
が、

ギ
ャ
ン
ツ
ェ
に
建
立
さ
れ
ま
し
た。

ク
ム
プ
ム

と
は
千
の
廊
ド
と
い
う
応
味
で
す。

ス
ト
ゥ
ー
ハ
と
寺
院
と

を
組
み
合
わ
せ
た
こ
の
類
稀
な
る
建
物
は、

ア
ジ
ア
の
ほ
か

の
地
域
で
も
い
っ
さ
い
兄
ら
れ
な
い
も
の
で
す。

各
陪
に
は

個
別
の
廊
ド
が
い
く
つ
も
あ
リ、

そ
れ
ぞ
れ
に
彫
刻
が
あ
り、

吃
も
絵
画
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す。

こ
れ
は
柊
行
者
が

ス
ト
ゥ
ー。ハ
を
上
っ
て
い
く
ご
と
に、

條
行
の
レ
ペ
ル
が
高

ま
っ
て
い
く
わ
け
で、

わ
ざ
と
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
な

っ
て
い
ま
す。

如
米
と
菩
社
は
下
の
階
に、

念
怒
形
や
ヤ
プ

ユ
ム
は
最
上
階
近
く
に
あ
り
ま
す。

十
六
世
紀
か
ら
は
チ
ペ
ッ
ト
絵
画
に
風
袋
画
が
主
な
要
索

と
し
て
ハ立
場
し
ま
す。

特
に
東
チ
ペ
ッ
ト
の
カ
ル
マ・
ガ
デ
ィ

派
の
絵
画
は
中
国、

特
に
明
朝
の
仏
教
絵
圃`

あ
る
い
は
"IJ

緑
山
水
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す。

ア
メ
リ
カ
の
プ
ル

ッ
ク
リ
ン
美
術
館
の
所
蔵
の
こ
の
阿
羅
涎
図（
図
6)
は
十
五
世

紀
初
碩
の
水
楽
帝
の
時
代
の
作
で
す
が、

こ
の
よ
う
な
中
国

絵
画
が、

チ
ペ
ソ
ト
の
阿
羅
漢
絵
画[
ニ
ヒ
頁

図
Js]
の
ぉ
手

本
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
芍
え
ら
れ
ま
す。

非
常
に
美

し
く
祈
飾
っ
た
阿
羅
漢
の
背
景
と
し
て、

二
図
と
も
に
い
ろ

と
り
ど
リ
の
岩
や、

大
き
く
豪
華
な
木
々
が
何
直
に
も
描
か

れ
て
い
ま
す。

の
ち
の
チ
ベ
ッ
ト
絵
画
に
お
い
て
も、

風
栞

は
ジ
ャ
ー
タ
カ（
本
生
諒）
で
効
果
的
に
用
い
ら
れ
ま
す
が、

通

常
は
様
々
な
場
而
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
ま
す。

こ
こ
で
は

図
6
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中
心
と
な
る
仏
陀
の
回
り
に、
猿
だ
っ
た
時
代
の
過
去
の
仏

陀
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す。
非
常
に
注
目
す
ぺ
き
点
は、
こ

の
中
心
の
仏
陀
が、
初
期
チ
ペ
ッ
ト
絵
画
の
よ
う
に
大
き
く

前
面
に
描
か
れ
ず、
後
ろ
の
空
間
に
移
動
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う。
ミ
ラ
レ
パ
の
よ
う
な
非
常
に
有

名
な
チ
ペ
ッ
ト
型
人
の
生
涯
な
ど
も、
先
ほ
ど
の
作
品
と
似

た
よ
う
な
形
で、
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
ま
す。
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
の
も
の[―
二
九
頁
図
9`3
一
三
0
頁
図
94、
-i
三

ヒ
頁
図
175
]

は、
ミ
ラ
レ
パ
の
生
涯
に
お
け
る
頂
要
な
出
来

ボ
が
十
九
凶
の
タ
ン
カ
に
描
か
れ
て
い
ま
す。
こ
の
タ
ン
カ

が
描
か
れ
た
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
JL
世
紀
前
半
に
は、
風

景
画
は、
何
籠
に
も
重
ね
ら
れ
た
円
錐
形
の
山
々
が、
エ
メ

ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
で
や
わ
ら
か
く
描
か
れ．
金
の
縁
取
り
に

よ
っ
て
幻
想
的
な
効
果
を
醸
し
出
す
岩
と
と
も
に
描
か
れ
る

よ
う
に
な
り、
こ
れ
は―
つ
の
形
式
と
し
て
成
立
し
て
い
き

ま
す。
十一
世
紀
に
活
動
し
た
ミ
ラ
レ。ハ
は、
カ
ギ
ュ
派
の

創
設
者
で
あ
り、
一
生
の
内
に
悟
り
を
得
た
と
い
う、
チ
ペ

ッ
ト
で
も
非
常
に
人
気
の
店
い
邸
人
で
あ
り
詩
人
で
す。
ヒ

マ
ラ
ヤ
山
脈
の
洞
窟
で、
ど
ん
な
に
寒
い
冬
も
白
い
綿
の
衣

の
み
で
禅
定
し
た
と
い
う
逸
話
な
ど
が
伝
わっ
て
い
ま
す。
こ

の
作
品
で
は
瞑
想
の
最
初
の
頃
に、
涸
窟
の
外
に
生
え
て
い

た
イ
ラ
ク
サ
と
い
う
桑
卒
の
み
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
様
＋

が
描
か
れ
て
い
ま
す。

特
に
十
八
世
紀
半
ば
過
ぎ
か
ら
始
ま
っ
た、
僧
侶
で
あ
り

画
家
で
あ
っ
た
タ
イ・
ス
イ
ト
ウ
に
よ
る
様
式
の
展
開
も
手
伝

あ
で
や
か
に
彩
ら
れ、
金
を
か
ぶ
せ
た
廊
下
な
ど
が
あ
っ
て`

ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
大
き
な
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
奉
っ
て
い
ま
す。
こ

の
時
代
の
芙
術
に
な
る
と、
ペ
ク
ツ
ェ
や
ラ
モ
な
ど
と
い
う

護
法
炸
が
非
常
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
写
実
性
と
動
き
で
表
さ

れ
る
よ
う
に
な
り[-
七
九
頁
図
134

]、
こ
の
二
衿
格
は
ゲ
ル

ク
派
の‘で
な
守
護
炸
と
な
り
ま
す。
こ
の
頃
黒
タ
ン
カ
が
発

展
の
ヒ
ー
ク
に
達
し
ま
す。
県
タ
ン
カ
と
は、
超
越
的
な
深

い
空
間
か
ら
浮
か
ぴ
上
が
り、
ヤ
プ
ユ
ム
の
姿
で
描
か
た
秘

境
的
な
ピ
ジ
ョ
ン
を
表
し
た
も
の
で、
梵
埃
的
に
洗
練
さ
れ

た
流
れ
る
よ
う
な
描
線
と。ハ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
で
描
か
れ
て
い

ま
す。
ヤ
マ
神
と
い
う
の
は`
E
要
な
護
法
け
で
あ
り、
死
の

恐
怖
に
打
ち
勝
ち、
征
服
す
る
修
行
で
特
に
前
要
な
け
格
で

す。
し
か
し
死
に
つ
い
て
い
え
ば、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
こ

の
護
法
れ
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
で
し
ょ
う
[

-

4ハ
七
頁
図
122
]。
ヤ

マ
ー
ン
タ
カ
と
は、
智
慧
の
特
仇、
文
殊生＂
社
の
分心
怒
の
形

で
す。
水
牛
で
あ
る
死
神
ヤ
マ
の
頭
を
含
ん
だ
九
つ
の
碩
と、

卜
六
本
の
足、
三
卜
四
本
の
腕
を
持
っ
て
い
ま
す
が、
こ
こ

で
は
死
神
ヤ
マ
を
死
ぬ
ほ
ど
介
か
し
て
い
ま
す。
條
行
者
は

ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
の
力
を
思
い
描
く
こ
と
で、
私
た
ち
の
内
に

深
く
根
ざ
す
死
や
全
滅
な
ど
に
対
す
る
恐
怖
を
征
服
す
る
た

め
の
修打
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す。
彫
刻
に

お
い
て
は、
柔
和
芍
で
あ
る
緑
タ
ー
ラ
ー守
品竺
三
ヒ
仄
図

21

]

な
ど
は
非
常
に
既
か
で
魅
力
的
な

ャよ人
性
が
あ
り、
こ
れ

に
対
し
て
念
怒
相
は、
千
の
頭
と
腕
と
足
を
持
っ
た
女
性
サ

で、
世
界
中
の
支
配
者
や
政
治
家
と
い
っ
た
人
た
ち
を
足
の

っ
て、
東
チ
ペ
ッ
ト
の
絵
画
派
の
風
娘
画
は、
三
次
元
的
で

雰
囲
気
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た。
そ
れ
ら
の
作

品
で
は、
鑑
伐
者
は
絵
画
の
性
界
へ
引
き
込
ま
れ、
け
格
の

世
界
と
私
た
ち
の
世
界
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
一

つ
の
平
面
上
で
展
開
し
て
い
く
非
常
に
雰
囲
気
の
あ
る
三
次

元
的
な
風
保
と
い
う
の
は、
後
期
チ
ペ
ソ
ト
絵
画
の
主
要
な

発
展
形
式
の―
つ
で
す。
女
荘
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー、
弁
才

天
を
描
い
て
い
る
作
品
で
も
荘
格
の
世
界
に
私
た
ち
鑑
廿
者

は
た
や
す
く
導
か
れ
て
い
き
ま
す。
画
家
は、
人
間
の
性
界

と、
け
格
や
仏
陀
や
如
米
の
世
界
の
二
つ
が
同
時
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
ま
す。
そ
れ

ら
の
絵
画
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は、
悟
り
の
世

界
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と、
私
た
ち
の
輪
廻
世
界
サ
ン
サ
ー
ラ
の

間
に
区
別
は
な
い
と
い
う、
仏
教
の
根
本
概
念
で
す。
仏
教

の
根
本
概
念
と
い
う
の
が、
こ
の
風
栞
と
芍
格
を
描
い
た
絵

画
で
は
兄
＃
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す。

卜
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
ゲ
ル
ク
派
が
チ
ペ
ッ
ト
の
世
俗

的、
宗
教
的
な
統
治
者
と
な
り、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
五
世
に
よ
っ

て
ラ
サ
に
ポ
タ
ラ
宮
殿
が
建
て
ら
れ
ま
し
た。
チ
ペ
ッ
ト
の

特
別
葬
で
あ
る
ア
ヴ
ァ
ロ
キ
テ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ、
観
音
の
住

居
の
名
前
か
ら
と
ら
れ
た
こ
の
ボ
タ
ラ
宮
殿
は、
初
代
チ
ペ

ッ
ト
仏
教
王
ソ
ン
ツ
ェ
ン・
ガ
ン
ポ
の
宮
殿
跡
で
あ
る
紅
の
山

の
斜
面
に
建
て
ら
れ
た
巨
大
な
建
築
物
で
す。
大
き
な
階
段

と
何
百
も
の
廊
下、
何
千
も
の
窓
が
あ
り、
内
装
は
す
ぺ
て

下
で
押
さ
え
つ
け
続
治
し
て
い
る
ウ
シ
ュ
ニ
ー
シ
ャ
シ
タ
タ

パ
ト
ラ[-
八
五
頁
図
139

]

の
よ
う
に、
生
き
生
き
と
し
た
活

気
に
満
ち
た
姿
で
表
さ
れ
ま
す。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
美
術
は、
数
多
い
尊
格
や
い
ろ
い
ろ
な
変
相

の
姿
を、
い
つ
の
時
代
で
も
力
強
く
強
烈
で
兄
事
な
デ
ィ
テ

ー
ル
で
表
現
し
て
き
ま
し
た。
絵
圃
で
は
巧
み
な
描
線
と
あ

で
や
か
な
色
彩
に
あ
ふ
れ、
彫
刻
は
緻
密
に
し
ま
っ
た
強
固

な
体
と、
流
れ
る
よ
う
な
衣、
そ
し
て
繊
細
に
細
工
さ
れ
た

装
飾
品
と
の
兄
平
な
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
ま
す。
チ
ペ

ソ
ト
美
術
は、
生
気
に
あ
ふ
れ、
H
常
を
越
え
た
命
が
吹
き

込
ま
れ
て
い
ま
す。
そ
し
て
内
側
に
込
め
ら
れ
た
世
界
を．
ぷ

唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
世
界
中
の
い
か
な
る
優
れ
た
失
術

に
も
匹
敵
す
る
美
術
を
作
リ
出
し
て
い
ま
す。
一
般
的
に
私

た
ち
が
鑑
伐
す
る
だ
け
で
も、
自
分
な
リ
の
感
じ
方
で
興
味

深
く、
そ
れ
ぞ
れ
に
励
ま
さ
れ
る
で
し
ょ
う。
瞑
想
な
ど
の

修
行
の
場
で
は、
條
行
者
に
と
っ
て
悟
り
ヘ
の
も
っ
と
も
困

難
な
閃
害
の
征
服
を、
こ
の
仏
教
美
術
が
助
け
て
く
れ
ま
す。

こ
の
よ
う
に
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
必
術
は、
仏
教
必
術
の
も
っ
と

も
塾＂向
な
U
的
で
あ
る
究
極
の
悟
り
と
解
放
と
を
実
現
す
る

た
め
に、
大
き
な
政
献
を
こ
れ
か
ら
も
し
て
い
く
の
だ
と
い

え
る
の
で
し
ょ
う。
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こ
の
ご
ろ 、

国
芳
に
い
ろ
い
ろ
な
兄
方
が
あ
っ
て 、

特
に
そ

の
奇
抜
な
発
愁
ぷ
り
か
ら
奇
想
の
画
家
と
名
付
け
ら
れ 、

そ

れ
が
売
リ
物
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す 。

確
か
に 、

彼
は
浮
世

絵
の
通
念
で
は
と
ら
え
切
れ
な
い
絵
を
描
く
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す 。

そ
れ
は
彼
の
尺
分 、

も
ち
ろ
ん
才
能
が
あ
っ

て
の
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
す
が 、

し
か
し 、

彼
を
そ
う

せ
し
め
る
あ
る
動
機
も
あ
っ
た
し 、

環
境
も
あ
っ
た
と 、

私

に
は
思
わ
れ
ま
す 。

し
た
が
っ
て 、

奇
想
は
奇
想
で
も
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
制
作
慈
欲
の
発
露
で 、

自
主
的
に
描
く
と
い
う

よ
り
は
他
動
的
な
要
因
も
あ
っ
て 、

奇
想
の
絵
を
描
く
技
屈

を
非
常
に
研
鑽
し 、

努
力
し
て
い
た 、

そ
れ
に
力
を
注
い
で

い
た
画
家
と
い
う
こ
と
が 、

こ
れ
か
ら
私
が
お
話
し
す
る
こ

と
で
お
わ
か
リ
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す 。

彼
の
奇
想
を
発
揮
せ
し
め
る ，

な
い
し
触
発
さ
せ
る
い
ろ

い
ろ
な
文
化
現
象
が 、

彼
の
周
辺
に
は
あ
り
ま
し
た 。

そ
の

ひ
と
つ
に 、

い
わ
ゆ
る
周
り
の
環
境
が
先J
え
ら
れ
ま
す 。

そ

の
衷
境
の
中
で
の
い
ろ
い
ろ
な
友
だ
ち
づ
き
合
い
に
は 、

た

と
え
ば
パ
ト
ロ
ン
も
い
た
で
し
ょ
う 、

あ
る
い
は
知
恵
を
貸

し
て
く
れ 、

か
つ 、

評
価
も
与
え
る
グ
ル
ー

プ
も
あ
っ
た
で

講
演
記
録

「
奇
想
の
画
家

国
芳」

Buddhist Art of Tibet 

Summery of a Transcription of a Lecture by 

Marylin M. Rhie 

July 5, 1997 

Chiba City �luseum of Art 

鈴
木
重
三

あ
に

し
ょ
う 。

な
か
に
は
魚
inl"斤
な
ん
か
の
兄
い
も
い
た
よ
う
で

す 。

さ
ら
に 、

こ
の
周
リ
に
は 、

こ
れ
は
私
の
持4直
て
す
が 、

才
気
の
触
発
作
川
に
寄
与
す
る
類
緑
文
化
と
い
う
も
の
が
あ

リ
ま
す 。

絵
だ
け
で
は
な
く 、

文
芸
も 、

戯
作
そ
の
他
も
あ

る 。

こ
う
い
っ
た
も
の
が
非
常
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
申
し
上
げ
た
い
と
111心
い
ま
す 。

特
に 、

文
芸
も
小
説
と

か
演
劇
も
歌
舞
伎
だ
け
で
は
な
く
て 、

大
衆
芸
能
で
す
ね 、

な

か
に
は
兄
世
物
も
あ
れ
ば 、

あ
る
い
は
釈
場 、

講
釈 、

寄
席

そ
う
い
う
も
の
が
彼
の
活
躍
し
た
両
国
の
あ
た
り
に
は
よ
く

あ
り
ま
し
た 。

こ
の
よ
う
な
条
件
を
頭
の
中
に
入
れ
て
ド
さ

る
と 、

彼
の
絵
は
こ
ん
な
風
に
し
て
出
来
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
が
つ
い
て
く
る
の
で
す 。

と
こ
ろ
で 、

国
芳
は
ど
ん
な
人
物
か
と
い
う
と 、

彼
は
江

戸
末
期
に
活
蹄
し
た
浮
批
絵
師
で
あ
リ
ま
し
て 、

歌
川
派
と

い
う
流
派
に
属
し
て
お
り
ま
す 。

当
時
の
浮
世
絵
界
は
大
き

く
分
け
て
二
派
あ
り
ま
し
た 。
―
つ
は
巨
峠
と
も
い
う
ぺ
き 、

あ
の
葛
飾
北
斎
が
率
い
る
北
斎
派 。

こ
れ
は
固
い
箪
法
で 、

非

常
に
鋭
利
な
線
を
駆
使
し
た 、

知
識
的
な 、

合
理
主
義
的
な

よみuん

絵
で
す 。

し
た
が
っ
て 、

読
本
の
挿
絵
と
か 、

肉
箪
と
か 、

摺

＊
一
九
九
七
年
二
月
九
H
仰

Pan I briefly introduces the land, regions, people and early history of Tibet, with focus on the 

earliest Buddhist monuments in Tibet from the period of the Religious Kings (7th - 9th century 

A.D.) in the Yarlung Dynasty. Those include the first temple, the J okhang. built in Lhasa ca. 642 
by King Songzen Gampo, and Sam ye monastery, the first teaching monastery founded around 775 

by King Trisron Detsen and the great Indian yogic master Padmasambhava. Some wall paintings 

and silk banner paintings from Dunhuang of the first half of the 9th century during the period of 

Tibetan occupation sho"· Tibetan figtireS, and the life-size clay statues of King Songzen Gampo 

and his two foreign queens are rare royal portrait statues. probably dating from this same period 

Parr II presents some common themes in Tibetan Buddhist an from the period of the Second 

Transmission (ca. 978) chronologically up to the 18th century. These are discussed in terms of 

religious meaning, function, stylistic sources and aesthetics. Paintings from Western Tibet and 

those from the central regions during the 11th - 12th century are contrasted, showing their 

respecti,·e links with Kashmir and Pala dynasty art. Early 11th century monumental clay 

sculpture at Yemar reveals Central Asian affinities. Various icons are introduced. particularly 

the "archetype" deities used in advanced religious practice. Often represented as fierce forms of 

the Buddhas and Bodhisattvas or as the Father-Mother (yab-yum) tantric forms. these archetype 

deities are the embodiment of wisdom and compassion utilized in the religious practice to 

overcome obstructions to attaining enlightenment. Portraits of lamas are a major theme through・

out Tibetan art; some of the finest have come from the 13th century Taglung order. From the 

14th - 15th century the genre of Arhat painting appears with its stylistic tradition clearly based 

on Chinese prototypes. The development of landscape in Tibetan painting increases in the 15th 

century under the impetus of Ming Dynasty painting and the rise of famous Tibetan painting 

masters, later known as the Menri and Khyenri schools, arise at this time. In the second half of 

the 16th and into the 17th century the Karma Gardri school of Eastern Tibet develops the 

blue-green landscape style. which, by the !8th century evolves into ethereal, translucent paintings 

of landscape as a setting for deities and narratives. During the period of the Fifth Dalai Lama in 

the second half of the 17th century a flourishing of the ;\Jew Menri school produces powerfully 

energetic paintings packed with rich detail and naturalistic figural depictions. These two schools 

dominate the 18th - early 19th centuries in Tibetan painting, which throughout is geared ro 
representing both as symbolic meaning and as stylistic representation the fusion of elements 
representing the wisdom and compassion of enlightenment. (Summarized by �larylin,I. Rhiel 

於
千
葉
市
美
術
館
講
堂

こ
の
ほ
浙
録
は 、

平
成
JL（一
九
JL
じ）
年
二
月
九
口 、

千
菜
市
美
術
館

て
開
催
中
の「
歌
川
国
芳
展」
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
ぶ
浙
鉢
に
補
下
し
た
も

の
で
あ
る 。

図
版
の
掲
戟
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
各
所
蔵
懐
関
の
～れ
様
の
他 、

也
俊
広 、

佐
藤
悟 、
高
島
匡
夫 、

中
右
瑛 、
向
片
の
り
f ‘

渡
辺
真
理
f
の
各
氏

の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た 。
記
し
て
泊
慈
を
表
し
た
い 。
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物
と
か、
や
や
高
踏
的、
知
的
な
分
野
で
活
蹄
し
て
お
り
ま

す。こ
の
知
性
派
に
対
し
て、
梢
に
訴
え
る、
感
性
的
な、
F

世
活
に
い
え
ば
庶
民
大
衆
の
好
み
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
役
名
絵

ー
現
在
で
も
人
気
役
者
や、
映
圃
ス
タ
ー
が
も
て
は
や
さ
れ

る
よ
う
な、
そ
う
い
う
役
者
絵、
そ
れ
か
ら、
入
人
両
ー
と

い
っ
て
も
占
原
の
お
い
ら
ん
が
多
い
で
す
け
れ
ど
も、
そ
の

他、
岡
場
所
の
妓
女
や
ミ
ス
何
な
に
と
想
察
さ
れ
る、
そ
う

い
う
類
の
芙
人
の
描
写
を
歌
川
派
は
本
領
と
し
ま
し
た。

歌
川
派
の
元
祖
は
歌
川
豊
朴
と
い
う
人
で、
宇
田
川
町
に

い
た
の
で
そ
う
い
う
姓
を
使
い、
流
派
名
と
も
し
た
の
で
す

が、
こ
の
問
春
の
弟
子
に
歌
川
豊
国
と
い
う
役
者
絵
と
美
人

圃
の
名
人、
そ
れ
か
ら
翌
広
と
い
う
兄
弟
弟
f
が
お
り
ま
し

た。
そ
の
問
国
の
弟
f
で
抽
も
流
行
し
た
絵
師
が
歌
川
国
貞

で、
後
に一二
代
豊
国
に
な
り
ま
す。
そ
の
国
貞
に
だ
い
ぶ
遅

れ
を
と
っ
て、
な
か
な
か
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
で、
あ
と

か
ら
頭
角
を
現
し
て一
線
上
に
並
ぷ
の
が
国
芳
で
す。
そ
し

て、
問
広
の
方
は、
主
流
派
か
ら
は
離
れ
ま
す
が、
そ
の
弟

子
と
し
て
か
の
歌
川
広
重
が
出
ま
す。
そ
し
て
こ
の一
二
人
が

募
木
期‘
-
ltl
を
並
ぺ
て
浮
世
絵
界
に
活
蹄
す
る
わ
け
で
す。

中ー
時
の
国
芳
は
ど
ん
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
た
か、
そ
の
ヘ

ん
か
ら
話
を
進
め
た
＜
恩
い
ま
す。
こ
こ
で
ス
ラ
イ
ド
を
多

く
用
い
て
こ
説
明
い
た
し
ま
す。

ま
ず
お
兄
せ
す
る
図
は
国
芳
の
晩
年、
安
政
二
年（―
-八
Ji

五）
flj
の
作
品
で、
文
人
両
の
団
扇
絵
で
す（
図
ー）。

文
人

ぐ
さ
を
行
い、
い
か
に
も
同
芳
の
奇
オ
ぶ
リ
を
彼
自
身
も
自

党
し
て
描
い
た
と
思
わ
れ
る
作
品
で
す。

こ
う
並
べ
る
と
同
芳
は
他
の
二
人
と
比
ぺ
て
生
気
潜
瀬、
オ

かんfっ

気
換
発
と
い
う
画
家
で
あ
っ
た
面
目
が
こ
の
絵
で
よ
く
う
か

が
え
ま
す。
こ
う
い
う
発
展
ぶ
り
を、
ど
う
や
っ
て
国
芳
は

得
て
い
っ
た
の
か、
話
を
そ
こ
へ
移
し
ま
す。

彼
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
画
壇
に
登
場
し
た
の
か。
図
4
の「
作

名
画
工
相
撲
兄
立
番
付」
と
い
わ
れ
る
Iり
の
を
ご
ら
ん
下
さ
い。

右
側
が
戯
作
者、
左
側
が
絵
描
き
た
ち、
そ
れ
を
相
撲
に
な

ぞ
ら
え
て
ラ
ン
ク
づ
け
し
た
も
の
で、
文
化
卜
年（一～八一
三）

ご
ろ
式
空
二
馬
が
持
っ
て
い
た
由
の
品
載
が
あ
り
ま
す。
こた

て

の
中
で
行
01
が
曲
卒
馬
琴
で、
脇
行
川
が
北
斎
と
型
広、
立

叩
焉
馬
が
勧
進
元。
当
時
は
横
綱
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
大
関

が
い
ち
ば
ん
上
で
載
作
者
の
方
の
大
関
が
111
東
京
伝、
関
脇

が
三
馬、
以
F-
JL・
種
彦
と
並
ぴ
ま
す。
左
の
絵
師
の
方
は

大
関
が
盟
国
で
関
脇
に
国
貞
が
米
て
い
る。
国
貞
は
こ
う
い

う
昇
進
ぷ
り
で
す。
け
れ
ど
も、
国
芳
の
方
は
ま
だ
下
か
ら

数
え
た
ほ
う
が
早
い、
前
頗
の
ニ
ト
八
番
目。
広
ili
に
い
た

っ
て
は
ま
だ
彩
も
形
も
見
え
ま
せ
ん。

た
だ、
こ
の
査
料
に
国
芳
の
名
前
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る

と、
そ
れ
以
前
に
彼
の
作
品
は
何
か
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す。

ま
だ
兄
つ
か
っ
て
お
リ
ま
せ
ん
が、
彼
は
ほ
ぼ
こ
の
文
化
ト

年
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
と
は
想
像
さ
れ
ま
す。

と
こ
ろ
で、

督辿
浮
世
絵
師
と
い
う
も
の
は
ま
ず
挿
絵、
そ

れ
か
ら
役
者
絵
を
描
い
て、
や
が
て
美
人
画、
と
だ
ん
だ
ん

両
に
し
て
は
妙
に
お
き
ゃ
ん
て`

格
好
も
な
ん
と
な
く
派
手

び
h

で
す。
後
ろ
に
松
の
木
が
あ
り、
枇
杷
の
火
の．
防
を
振
り
な

が
ら、
お
ど
け
た
よ
う
に
ベ
ロ
リ
と
突
き
出
し
た
舌
先
を
指

さ
し
て
い
ま
す。
こ
れ
は
舞
踊
の
三
番
史
の
兄
t
な
の
で
す。

特
に
舌
を
出
す「
舌
出
し＝一
番」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま
す。
持

っ
て
い
る
枇
杷
の
粉
は、
三
番
災
が
振
る
鈴
で
す。
松
は
し

た
が
っ
て
松
羽
口
を
意
味
し、
こ
う
い
う
見
立
な
の
で「
兄
立

具
ん
中
が

――一
番
変」
と
赳
し
て
い
ま
す。

次
に
こ
の
図
と
並
ぷ
二
枚
を
お
兄
せ
し
ま
す

――-
it
型
同、
つ
ま
り
以
前
の
国
貞
の
絵（
図
2)
で、
こ
れ
は
翁

に
見
立
て
て
い
ま
す。
羽
紬
が「
翁
狩
衣」
の
形
に
な
っ
て
い

せ
ん
ざ
＂

ま
す。
い
ち
ば
ん
右
端
は
千
淑
見
立
て
の
広
成（
図
3)。
盟
国、

国
芳、
広
韮
が、
お
互
い
に
自
分
の
大
体
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

窓
識
し
な
が
ら
描
い
て
い
て、
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す。
将

通一ー一
番
史
で
位
の
高
い
の
は
真
ん
中
の
翁
で
す。
そ
れ
か
ら、

千
哉
は
品
初
に
面
箱
を
持
っ
て
出
る
森
払
い
の
役
で、
こ
の

場人＂
広
巫
は
面
箱
に
な
ぞ
ら
え
て
螢
籠
を
か
か
げ
て
い
ま
す。

き
り
っ
と
し
た
広
前
ら
し
い
領
で
す。
二
人
の
パ
ッ
ク
も、
と

も
に
松
羽
H
を
慈
味
す
る
松
を
あ
し
ら
っ
て
い
ま
す。

こ
の
三
番
災
兄
立
の
位
付
け
が
当
時
の
こ
の
三
人
の
ポ
シ

シ
ョ
ン
を
端
的
に
よ
し
て
い
ま
す。
つ
ま
り、
卜
か
ら
豊
国、

国
芳、
広
重
の
順
位
だ
っ
た
の
で
す。
そ
し
て
国
芳
の
場
合、

兄
立
て
ら
れ
た「
三
番
史」
と
い
う
役
は
他
の
静
的
な
二
人
に

比
し
ジ
ャ
ン
プ
を
さ
か
ん
に
す
る
派
手
な
役
な
の
で
す。
能

で
は
狂
古
方
が
演
じ
ま
す
が、
芝
居
で
は一
陪
培
や
か
な
し

ジ
ャ
ン
ル
を
発
展
さ
せ
て
い
く。
し
か
も
挿
絵
初
箪
の
折
に

ら
ょ

う

は、
そ
の
本
の
序
の
丁
で、
師
匠
が
晶
瓜
筋
に
弟
＋
引
立
て

の
口
上
を
述
ぺ
て
く
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
通
例
で
す
が、
国
芳

作
品
に
は
師
の
型
国
の
そ
う
い
う
紹
介
の
例
が
見
当
た
り
ま

せ
ん。
お
そ
ら
く
入
門
時
に
何
か
師
と
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す。

と
も
あ
れ、
こ
の
文
化
水
年
の
も
の
で、
彼
の
挿
絵
本
作

品
の
上
限
作
は。
次
に
掲
げ
る
文
化
十一
年
刊
の
合
巻、
竹

密配作
の「
御
無
平
忠
臣
邑
と
な
っ
て
お
り
ま
す（
図
5)。

こ
の
本
の
人
物
を
見
る
と、
腕
の
形
が
何
と
な
く
反
り
気
味

に
な
っ
て
い
ま
す。
こ
れ
は
彼
の
兄
弟
f
の
歌
川
国
直、
国

芳
を
居
候
さ
せ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
人
で
す
が、
そ
の
形

を
真
似
た
も
の
で、
さ
ら
に
北
斎
風
の
奇
抜
さ
も
ち
ょ
っ
と

兄
え
て
お
り
ま
す。

ま
た、
こ
の
本
に
は
役
者
の
似
頻
絵
も
用
い、
後
に
三
代

口
菊
五
郎
に
な
る
尾
上
松
助
と、
沢
村
田
之
助
を
特
徴
強
く

描
き、
彼
は
こ
う
い
う
挿
絵
本
か
ら
出
発
し
た
よ
う
で
す。

関
連
し
て
ほ
ぼ
同
時
に、
役
者
を
描
き
だ
し
た
古
い
作
品

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う。
「
頼
朝
時
代
き
や
う
げ
ん
づ
く
し」

と
い
う
累
摺
り
の
沢
料（
図
6)
で
す。
だ
れ
が
何
両、
か
れ
が

何
両
と
い
う
給
金
づ
け、
早
く
い
え
ば
役
者
似
顔
で
示
す
年

聞
収
入
リ
ス
ト
で
す。
た
だ
し
ラ
ン
ク
づ
け
が
あ
り、
い
ち

ば
ん
品
初
に
花
形、
そ
の
次
に
大
物
が
く
る、
い
ち
ば
ん
終

り
に
最
大
物
が
来
る、
ほ
ぼ
そ
ん
な
風
に
並
ぺ
た
も
の
で
す。

国
貞
と
違
っ
て
い
か
つ
い、
ご
つ
い
顔
の
作
品
で、
こ
れ

』

図1
国
9「
比
立
三
番
曳
舌
出
し一1
番」
東
か
田IrE"
物
餡
祓

図
2
E
沿3
111「
兄
立
l＿一
番
災
翁」
11
本
tI
II
Ii
沼
物
館
蔵

”.
.
4
 

.
,人糾斗ヽ

”
3
 

t
広.̀ 
．

 

▲
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図
4
「
作
者
画
工
相
撲
兄
t
召
付」『
此
花J
よ
り

贋

胤
口 會

図
3
広
星
兄
立
三
番
曳
千
濠j
11
本
げ
世
松
門
杓
館
溢
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に
は
は
っ
き
り
亥
年
と
あ
っ
て
文
化
十
二
年
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り、

こ
れ
ま
で
役
者
を
描
い
た
最
上
限
と
さ
れ
て
い
た

の
で
す
が、

最
近
こ
れ
を一
年
上
回
る
類
似
査
料
が
見
当
た

り
ま
し
た。

「
日
本
名
高
き
川
づ
く
し
見
立」（
図
7)
と
い
う
も
の
で、

上

が
切
れ
て
い
て
ち
ょ
っ
と
わ
か
リ
に
く
い
で
す
が、

内
容
か

ら
確
か
に
一
年
前
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
す。

そ
れ

は、
さ
っ
き
の
三
代
目
菊
五
郎
と
似
た
頻
の
役
者
が、

こ
の

新
出
迂
料
で
尾
上
松
助
と
な
っ
て
い
る。
と
こ
ろ
が、
こ
ち

ら
亥
年（
文
化
十
二）
の
ほ
う
の
同
じ
願
が、

尾
上
梅
幸
に
な

っ
て
い
ま
す。
こ
の
役
者
は
松
助
の
名
を
文
化
十一
年
の
暮

ま
で
用
い、
つ
い
で
梅
幸
に
な
っ
て、

そ
の
あ
と
菊
五
郎
を

襲
名
し
ま
す。
し
た
が
っ
て、
一
年
し
か
梅
幸
を
名
乗
っ
て

い
ま
せ
ん。
そ
の
以
前
の
査
料
で、

よ
く
見
る
と
戌
の
字
の

少
し
切
れ
た
部
分
が
見
え、

文
化
十一
年
利
と
判
明
し
ま
す。

こ
の
新
迂
料
は
私
の
発
見
で
は
な
く、

都
立
中
央
図
害
館
の

中
村
忠
美
さ
ん
か
ら
の
御
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

申
し
添
え
て
お
き
ま
す。

こ
の
あ
と`

彼
は
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
か。

そ

の
勉
強
ぶ
り
を
見
て
み
ま
し
ょ
う。

よ
み
ほ
ん

あ

や

め

ぐ
さ
s
．
の

さ

み

だ

れ

こ
れ
は
彼
の
挿
絵
に
成
る
読
本「
官
蒲
草
憎
五
月
雨」（
文
化

十
二
年
刊）（
図
8)
で
す。

人
物
や
調
度
類
の
描
き
方
な
ど
さ
っ

き
の
合
巻
と
似
て
い
ま
す。

全
体
が
ポ
キ
ポ
キ
と
だ
れ
か
の

形
に
似
て
お
り、

こ
れ
は
も
と
が
あ
る
と
私
は
み
ま
し
た。
対

比
し
て
出
し
た
図
は
葛
飾
北
斎
の
有
名
な、
「
1

二
七
全
伝
南
村

夢」（
文
化
五
年
刊）（
図
9)、

人
間
の
ポ
ー
ズ
が
服
飾
こ
そ
違`
え

よ
く
似
て
お
り
ま
す。
そ
れ
か
ら
構
図
の
調
子
も
似
て
い
て、

い
ち
ば
ん
明
瞭
な
の
は
障
子
の
影
で
す。

北
斎
作
品
は、

ぽ

ん
ぽ
り
が
あ
る
か
ら
こ
う
棧
の一
部
を
略
し
た
の
で
す
が、

国

芳
の
方
は
そ
う
い
う
燈
火
が
な
い
の
に
描
き
方
が
よ
く
似
て

い
る。
あ
き
ら
か
に
図
様
を
取
っ
て
い
ま
す。
こ
の
こ
と
は

模
倣
と
同
時
に、

彼
の
努
力
El
標
は
歌
川
派
に
い
な
が
ら
北

斎
を
Fl
指
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す。

そ
れ
が
師
匠
の

豊
国
の、

あ
る
い
は
気
に
入
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
な
の
か
も

し
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す。

こ
の
よ
う
に、

彼
に
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
北
斎
志
向
と
い
う

も
の
が
芽
生
え
て
お
り
ま
し
た。
し
か
し、

彼
は
彼
な
り
に

自
分
の
境
地
を
開
拓
し
て
い
く
よ
う
に
つ
と
め
ま
す。
た
ぷ

ん、

こ
の
こ
ろ
か
ら
1
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
く
て
少
し
危

な
い
で
す
が
ー
い
わ
ゆ
る
武
者
絵
と
い
う
も
の
を
試
み
だ
し

ま
す。次

例（
図
10)
が
そ
れ
で
落
款
は、

採
芳
舎
国
芳
と、
一
勇
斎

を
名
乗
る
前
の
珍
し
い
号
を
使
い
ま
す。

中
で
も
ち
ょ
っ
と

珍
し
い、

ま
だ
ど
こ
か
こ
な
れ
ぬ
が、

彼
ら
し
い
お
も
し
ろ

さ
を
発
揮
し
て
い
る
の
が、

源
頼
光
が
土
蜘
蛛
を
斬
る
絵
で

す。

頼
光
は
は
っ
き
り
妖
怪
の
足
を
切
り
落
と
し、

や
ら
れ

た
土
蜘
蛛
の
ほ
う
は、

何
と
ニ
ョ
キ
ッ
と
人
間
の
手
を
出
し

て
人
と
妖
怪
の
混
交
を
兄
せ
て
い
ま
す。

坊
主
に
化
け
た
妖

怪
蜘
蛛
が
千
筋
の
糸
を
繰
り
出
し
て
頼
光
を
か
ら
め
る
時、

頼

光
が
切
り
払
っ
た
瞬
時
を
描
い
た
も
の
で
す。

当
時、

土
蜘

図
7
国
芳「
U
本
名
高
き
川づ
く
し
兒
立」

東
京
都
立
中
央
図
杏
館
蔵

蛛
の
絵
を
描
く
と
こ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
で
は
な
く、

大
体
次

に
い
う
例
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
多
い。
た
と
え
ば
国
長
と

い
う
大
体
同
期
の
画
家
な
ど、

浮
絵（
遠
近
法
使
用
の
絵）
風
に
描

い
て
む
し
ろ
滑
稽
じ
み
た
い
ろ
い
ろ
な
化
け
物
を
出
す
の
で

す。
大
入
道、

三
つ
目
小
俯、
一
っ
目
小
僧
等
々
で
す。
そ

し
て、

頼
光
が
首
領
格
の
土
蜘
蛛
の
足
だ
け
を
切
り
落
と
す

の
が
通
例
で
す。

国
長
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
い
ま
す

が、

い
さ
さ
か
コ
ミ
カ
ル
に
描
き
す
ぎ、

逆
に
国
芳
は
リ
ア

ル
で
す。
小
姓
が
自
然
の
姿
で
転
倒
し、

何
よ
り
も
い
ち
ば

ん
印
象
深
い
の
は
蜘
蛛
の
巣
の
洋
風
的
な
陰
影
で
す。
こ
う

い
う
新
工
夫
が
そ
ろ
そ
ろ
入
っ
て
来
る
の
が
注
目
さ
れ
ま
す。

た
だ
し、

図
様
は
彼
の
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で

す。
つ
ま
り、
「
前
太
平
記
図
会j[
西
村
中
和
画、

享
和一―

年（
一
八
0
三）
刊]（
図
11)
あ
た
り
が
参
考
に
さ
れ、

同
害
で、

頼
光
の
居
間
に
袈
裟
を
行
た
僧
が
来．

病
床
の
頼
光
に
糸
を

投
げ
か
け
る
と
頼
光
は
こ
れ
を
切
り、

逃
げ
る
僧
が
ニ
ュ
ー

ッ
と
手
を
出
す
形
な
ど
錦
絵
と
何
か
関
係
が
考
え
ら
れ
そ
う

で
す。
こ
う
い
っ
た
武
者
絵
ば
か
り
で
は
続
け
ら
れ
ず、

や

っ
ぱ
り、

諸
題
材
を
描
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん。

そ
こ
で
他

の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
し
だ
い
に
箪
を
染
め
ま
す。

こ
こ
ま
で
の
国
芳
は
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
か
っ
た
の
で
す

が、

や
っ
と
H
の
目
を
見
る
機
会
が
来
ま
す。

文
政
の
初
め

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が、

時
代
は
わ
か
ら
ず、

彼
は一一
様
の

作
品
で
少
し
く
名
を
栄
げ
ま
す。

同
じ
版
元
東
屋
大
助
か
ら

せ
●
そ
ん
ろ
う
べ
ん

出
し
て
お
り
ま
す
が、

片
方
が「
大
山
石
訪
良
弁
滝
之
図」（
図

図
11
中
和『
前
太
平
記
図
全』
よ
リ

図
9
北
斎『
三
七
全
伝
南
lif
夢j
よ
リ

図
8
国
芳「
岱渭
点
肉
五
月
雨」
よ
り

国
立
国
会
図
苔
餡
祓

_

-

li

,
•'
 

図
10

国
芳「
叔
頼
光
土
蜘
蛛の
妖
怪
を
祈
る
図」

n-．舟

図
5
固
芳「
御箪
ぷ・
忠
臣
き
表
紙
名
古
星
市
逐
左
文
庫
蔵

因
6
国
芳「
頼
朝
時
代
き
や
う
げ
ん
づ
く
しj

63 62 
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12
)

で
い
ろ
ん
な
大
山
参
り
辿
111
が
滝
に
打
た
れ
て
い
る
絵。

も

ぅ
―
つ
は
「
平
知
盛
亡
霊
の
図」（
図
13)。

こ
れ
ら
を
描
い
て
名

声
を
上
げ
た
こ
と
が「
浮
世
絵
類
夕」
に
Itu
い
て
あ
リ
ま
す。

こ

の
知
盛
の
絵
は
は
し
な
く
も、

の
ち
に
生
ま
れ
る
国
芳
ら
し

い
武
者
絵
の
端
緒
に
も
な
リ、

大
山
図
は
こ
れ
ま
た
風
俗
両、

風
胡
両
へ
の
分
岐
点
に
な
る。

そ
う
い
う
記
念
す
べ
き
も
の

と
い
う
こ
と
で
両
方
御
覧
に
入
れ
ま
し
た。

同
芳
は
つ
い
で
災
人
両
も
描
く
よ
う
に
な
リ
ま
す。

こ
の

芙
人
画「
あ
ふ
み
や
紋
彦」（
図
14)
は、

珍
し
く
ふ
つ
う
の
美
人

画
の
図
様
に
月
光
の
放
射
と
投
彰
を
人
れ
て
い
ま
す。

桧
影、

投
影
は
葛
飾
北
斎
が
以
前
に
彼
の
洋
風
風
禄
画
で
試
み
て
お

り
ま
す
が、

国
芳
の
こ
こ
ま
で
斬
新
な
投
影
は
ち
ょ
っ
と
少

な
い
と
思
い
ま
す。

衣
裳
も
異
国
の
更
紗
模
様
で、

何
か
新

奇
を
出
し
て
い
ま
す。

懐
紙
を
持
ち、

前
が
は
だ
け
る
な
ど、

少
々
思
わ
せ
ぶ
リ
も
兄
せ
ま
す。

燭
光
が
消
え
て
月
光
が
さ

し
込
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね。

お
も
し
ろ
い
の
は、

こ
こ
に
あ
る
コ
マ
絵
の
デ
ザ
イ
ン
で

す。

鏡
の
よ
う
で
す
が、

実
は
当
時
舶
来
品
を
売
り
さ
ば
く

店（
店
物
吊
と
い
い
ま
す
が）
に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
あ
た
り
か

ら
く
る
油
絵
み
た
い
な
も
の
の
フ
レ
ー
ム
を
も
っ
て
き
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す。

と
い
う
の
は、

こ
れ
と
同
じ
シ
リ
ー
ズ

が
も
う
ー
つ
あ
り、

同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
コ
マ
絵
を
設
け、

こ

う
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
ま
と
め
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す。

他
の
一

図
は
甘
降
り
の
図（
図
15
)

で
す。

こ
れ
は
投
影
は
な
い

け
れ
ど
も、

何
か
写
実
的
に
描
い
て
い
ま
す。

こ
っ
ち
は
月

で
こ
っ
ち
が
古。

も
し
か
し
た
ら
花
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
し
て
お
リ
ま
す。

ま
だ
兄
当
て
て
お
り
ま
せ
ん。

初

期
国
芳
の、

固
い
け
れ
ど
も、

若
さ
と
肝
心
の
見
え
る
作
品

と
思
い
ま
す。

次
に
役
者
絵
に
も
技
佃
を
見
せ
ま
す。

図
は
文
政
中
期
過

ぎ
ご
ろ[
哀
行
桶
北
i
こ
の
講
面
後

近
年
こ
れ
と
対
を
成
す
と
息
わ

れ
る
役
行―-
A
中
身
錦
絵
が
新
出
し，
）ヽ
の
図
は
TU
五
郎
と
菊
之
丞
の
紐

み
合
わ
せ
と
な
っ
て
お
り、
三
優
伺
座
し
た
文
政
ヒ
年（
一
八
二
四）
と
特

定
さ
れ
た̂
]
の
作
品
で
二
枇
週
ニ
ト
郎
と
三
世
尼
上
菊
五
郎
を

描
い
た
も
の（
図
16)。

似
助
が
だ
ん
だ
ん
き
っ
く
個
性
的
に
な

っ
て
い
ま
す。

両
ガ
の
口
線
が
キ
ッ
カ
リ
合
っ
た
よ
い
進
境

賃
い

を
兄
せ
て
お
リ
ま
す。

た
だ
し
彼
は、

傍
輩
の
知
名
度
に
は、

ま
だ
及
ば
ず
低
迷
を
脱
し
ま
せ
ん
が、

や
が
て
こ
の
あ
と
に、

武
名
絵
に
突
っ
走
る
あ
る
契
機
を
得
ま
す。

ま
ず、

も
の
を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う。

有
名
な「
通
俗

水
滸
伝
ぷ芯
傑
石
八
人
之
と
人」（
図
17
)

シ
リ
ー
ズ
で
す。

水
滋
伝

が
な
ぜ
出
た
か、
並口
通
い
わ
れ
て
い
る
の
は、

こ
の
こ
ろ（
文

政
八
年
頃）
収
双
紙
の
制
作
に
曲
卒
馬
翠＇
が
釆
り
込
ん
で
き
て、

だ
わ

以
前
は
歌
舞
伎
趣
向
や
情
話
種
が
多
か
っ
た
の
が
中
国
の
「
水

け
い

せ
い

滸
伝」
を
入
れ
た「
傾
城
水
滸
伝j、

女
性
に
兄
立
て
た。ハ
ロ
デ

ィ
を
敢
行
出
版
し、

こ
れ
が
大
い
に
受
け
ま
す。

こ
の
流
行

に
か
こ
つ
け
て
国
芳
は
彼
一

流
の
本
筋
の
水
滸
伝
画
像
シ
リ

ー
ズ
を
出
し
た
と
思
わ
れ
ま
す。

特
に
両
国
の
版
元（
出
版
社）

で
出
し
て
い
る。

こ
の
こ
ろ
両
国
に
は
釈
場
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
し
た
か
ら、

そ
う
い
う「
水
油
伝」
の
講
釈
も
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う。

何
し
ろ
中
国
の
も
の
で
す
か
ら、

あ
ん
ま
り

規
制
を
受
け
な
い
で
描
け
ま
す
か
ら、

卜
分
に
碗
を
ふ
る
っ

く

り

か

ら

し
ん
も
ん

た。

特
に、

倶
梨
伽
羅
紋
紋
の
入
れ
糾
を
好
む、

侠
気
の
あ

ん
ち
ゃ
ん
辿
に
は
大
い
に
受
け
た
ら
し
い
で
す。

こ
の
作
品

で
彼
は、
「
水
滸
伝
の
国
芳」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り、
一

踏
浮
上
い
た
し
ま
す。

武
者
絵
の
国
芳
と
も
呼
ば
れ、
「
水
滸

伝」
的
な
勇
壮
も
の
の
シ
リ
ー
ズ
を
た
く
さ
ん
出
し
ま
す。

そ
の
一
っ
が
「
本
朝
水
滸
伝
剛
勇
八
百
人
一

個」。

日
本
の

方
の
「
水
漏
伝」
で
す。

向
こ
う
が
百
八
人
だ
と
こ
っ
ち
は
八

百
人
と
ず
い
ぶ
ん
欲
張
っ
た
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す。

そ
の

中
の
一
っ
に
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
り
ま
す（
図
18)。

妙
な
絵

で
す
ね。

紐
武
者
と
仁
王
と
取
っ
組
ん
で
い
ま
す。

後
ろ
に

阿
弥
陀
様
が
い
て、

何
と
ふ
と
こ
ろ
か
ら
骰
骨
た
ち
が
飛
ぴ

出
し
て
窄
中
を
遊
歩
し
て
い
ま
す。

ド
に
は
ヘ
ピ
が
の
た
う

っ
て
い
る。

こ
れ
は
昔
か
ら
ど
う
い
う
題
材
な
の
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
で
す
が、

こ
れ
も
先
程
の
中
村
さ
ん
が
見
つ
け

て
き
て
く
れ
ま
し
た。
「
古
今
奇
談
紫
双
紙j
[i
兄
政
八
年（
一

ヒ
几
六
二（
図
19)
と
い
う
説
本
が
あ
り
ま
す
が、

こ
れ
で
は
な

い
か
と。

こ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
巾
し
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

蒲

い

の
は
な

生
貞
秀
と
い
う
武
将
が
甲
州
の
猪
砕
峠
と
い
う
と
こ
ろ
に
陣

を
と
り
ま
す。

す
る
と、

夜
中
に
山
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
大
き

な
石
が
降
っ
て
き
た
り、

ワ
ー
ッ
と
笑
い
声
が
す
る。
"
H
秀

は
こ
れ
こ
そ
天
狗
の
仕
業
に
違
い
な
い、

聞
く
と
こ
ろ
に
よ

る
と
山
頂
に
炭
王
が
い
て、

そ
の
昔
空
海
が
閉
じ
込
め
た
と

図
14

国
芳「
あ
ふ
み
や
紋
彦」

図
13

国
芳「
平
知
必
亡
霊
の
図J

図
19
「
占^
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「

い
う‘

だ
れ
か
行
っ
て
そ
の
正
体
を
確
か
め
て
こ
い、

と
家

臣
に
命
じ
ま
す。

そ
こ
で、

一

の
ヰ央
の
も
の
と
い
わ
れ
た
土

．

 

喜
大
四
郎
が
命
じ
ら
れ、

鎧
兜
に
身
を
固
め、

薙
月
を
持
っ

て
山
上
に
出
か
け
ま
す。

邪
魔
す
る
化
け
物
を
一

人
ば
か
り

切
っ
て、

山
項
の
魔
王
堂
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す。

そ

こ
に
仁
王
門
が
あ
る。

そ
の
仁
王
が
中
か
ら
戸
を
破
っ
て
立

ち
は
だ
か
り、
「
お
い、

お
れ
と
相
撲
を
取
ろ
う」
と
い
う。

言

う
に
や
及
ぷ
と
ば
か
り
む
ん
ず
と
組
ん
で
取
り
始
め
る。

そ

し
て
大
四
郎
の
力
が
勝
っ
て
仁
モ
を
叩
き
つ
け、

仁
王
は
首

を
残
し
て
粉
々
に
な
っ
て
し
ま
う。

す
る
と、

山
項
か
ら
大

き
な
声
を
出
し
て
鬼
婆
が
現
れ、

彼
女
は
手
に
ヘ
ピ
を
五、

六

匹
も
っ
て
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
な
が
ら、

仁
王
に
向
か
っ
て

「
お
前、

だ
め
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う。

仁
玉
は
「
相
手
を
兄
＜

ぴ
っ
て
失
敗
し
た。

も
う
一

回
や
り
た
い
け
れ
ど
も
体
が
粉
々

で
で
き
な
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
つ
な
い
で
く
れ」、

そ
こ
で
婆
は

よ
し
き
た
と
体
を
つ
な
ぐ。

手
足
が
つ
な
が
っ
た
こ
ろ
に
や

っ
と
仁
王
は、

自
分
で
自
分
の
首
を
ポ
コ
ン
と
は
め
て、

さ

あ
来
い、

と
構
え
る。

大
四
郎
は
組
む
の
は
面
倒
と
薙
刀
で

ス
パ
ッ
と
首
を
切
っ
て
し
ま
っ
た。

そ
う
し
た
ら、

こ
れ
は

い
け
な
い
と、

首
は
谷
底
に
飛
び
込
み、

婆
と
胴
中
だ
け
の

仁
E
は
す
た
こ
ら
山
の
上
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た。

口
ほ
ど
で

も
な
い
と
思
っ
て
い
る
と、

次
は
メ
リ
メ
リ
と
内
陣
を
破
っ

て
大
き
な
阿
弥
陀
仏
が
出
て
き
て、

お
れ
は
知
四
叩
即
の
た

め
に
こ
の
地
に
来
た
け
れ
ど、

だ
れ
も
お
参
り
に
来
な
い
の

な
か

で
お
腹
が
減
っ
て
仕
方
が
な
い‘

魔
王
に
勧
め
ら
れ
て
人
間

ら
し
い
で
す。

こ
れ
ま
で
の
絵
に
は
蝶
々
は
な
か
っ
た
の
で

す。

こ
の
よ
う
に
絵
で
話
の
脈
絡
が
つ
な
が
る。

こ
ん
な
お

も
し
ろ
い
現
象
も
あ
り
ま
す
の
で、

国
芳
の
武
者
絵
の
系
諮

の
一

端
を
ご
ら
ん
に
い
れ
ま
し
た。

国
芳
に
は
ま
た
咆
心
を
さ
ぐ
る
気
持
ち、

子
ど
も
志
向
と

で
も
い
い
た
い
一

面
が
あ
っ
て、

同
じ
武
者
絵
で
も
次
の
よ

つ

か

う
な
も
の
も
あ
り
ま
す（
図
22)。

金
太
郎
が
鯉
を
梱
ん
で
い
る。

金
太
郎
の
絵
と
い
う
の
は、

十
ど
も
の
幸
を
額
う
の
で
し
ょ

う
か、

清
長
も
歌
磨
も
描
い
て
い
ま
す
が、

国
芳
の
作
品
の

よ
う
に
金
太
郎
の
鯉
撰
み
と
い
う
説
話
は
な
い
よ
う
で、

お

そ
ら
く
五
月
に
ど
こ
か
で
鯉
つ
か
み
趣
向
に
ド
ソ
キ
ン
グ
さ

せ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も、

ル
ー
ツ
は
わ
か
り
ま
せ
ん。

い

か
に
も
か
わ
い
い
金
太
郎
の
絵
で、

武
者
絵
で
も、

国
芳
の

童
心
志
向
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か、

そ
う
い
う
も
の
も
あ

り
ま
す。

お
も
し
ろ
い
の
は
こ
の
波
し
ぷ
き。

非
常
に
印
象
的
で
す

が、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
芙
術
館
に、

こ
の
絵
の
校
合
柑‘

早
く
い
え
ば
ゲ
ラ
刷
り
が
残
っ
て
い
ま
す
（
図
23)。

墨
線
だ
け

彫
っ
た
も
の
で
す
が、

そ
の
波
し
ぷ
き
の
多
数
の
球
粒
状
の

と
こ
ろ
は
黙
く
し
て
い
る。

い
わ
ゆ
る
「
む
だ
彫
り」
で
す。

こ

れ
は
色
板
を
作
る
と
き
こ
の
し
ぶ
き
の
部
分
を
臼
く
抜
け
ば

い
い
わ
け
で
す。

そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス、

や
リ
方
が
わ
か
る

の
で
お
も
し
ろ
い。

そ
れ
か
ら、

右
下
方
に
版
元
印
他
を
入

れ
る
ぺ
き
部
分
を
長
方
形
で
県
く
残
し
て
い
ま
す。

印
刷
過

程
が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て、

ち

を
食
う
こ
と
を
腎
っ
た
ら
人
聞
が
食
い
た
く
て
什
方
が
な
い、

ち
ょ
う
ど
い
い
か
ら
お
前
を
食
べ
よ
う、

と
迫
る。

大
四
郎

は
そ
う
さ
れ
て
は
困
る
の
で
阿
弥
陀
仏
を
蹴
飛
ば
す
と
胸
に

穴
が
開
い
て
中
か
ら
ゾ
ロ
ゾ
ロ
骸
骨
が
出
て
き
た。

そ
の
骸

骨
が
出
て
く
る
と
と
た
ん
に
蝶
々
に
な
っ
て、

脇
の
下
に
入

っ
た
り
し
て
く
す
ぐ
る。

「
紫
双
紙j
を
読
む
と
お
も
し
ろ
い
結
末
に
な
る
の
で
す
が、

絵
の
ほ
う
は
こ
こ
ま
で
で
す。

そ
う
い
う
絵
を
も
と
に
し
て、

こ
の
仁
土
と
角
力
の
絵
を
国
芳
は
作
っ
た
わ
け
で
す。

こ
の

図
様
が
案
外
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
か、

国
芳
の
弟
子
に
ま
で

伝
わ
り
ま
す。

そ
れ
を
例
示
し
て
み
ま
す。

こ
の
ご
ろ
取
り
沙
汰
さ
れ
る
弟
子
の
月
岡
芳
年
で
す（
図
20)。

「
和
漢
百
物
語」
と
い
っ
て
慶
応
元
年(
-

八
六
五）
の
こ
ろ
の

と

•

作
品
で
す。

こ
れ
に
登
宮
大
四
郎
が、

今
度
は
仁
王
と
組
ん

で
こ
ろ
び
お
互
い
物
言
い
が
つ
き
そ
う
な
勝
負
に
な
っ
て
い

ま
す。

さ
ら
に、

芳
年
は
よ
ほ
ど
こ
れ
が
気
に
入
っ
た
と
見

え
て、

彼
の
最
後
作「
新
形
三
十
六
怪
撰」
[
明
治
二
+
三
年

（
一

八
九
0)
]

面
21)
に
も
ま
た
使
い
ま
す。

こ
の
作
品
が
い
ま

い
ち
ば
ん
普
及
し
て、

シ
リ
ー
ズ
中
の
こ
の
話
の
典
拠
が
わ

か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が、

ル
ー
ツ
は
上
掲

の
作
品
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。

猪
鼻
山
で
仁
王
を
投
げ
飛
ば
す。

こ
の
芳
年
の
絵
で
は、

以

前
の
同
題
材
作
品
と
呉
な
り、

画
中
に
た
く
さ
ん
の
蝶
が
飛

ん
で
お
り
ま
す。

こ
れ
を
見
る
と、

芳
年
は
あ
る
い
は
国
芳

か
ら
で
も
間
か
さ
れ
て
い
た
の
か
「
紫
双
紙j
を
読
ん
で
い
た

よ
っ
と
横
逍
に
そ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も、

お
目
に
か
け
て
お

き
ま
す。

こ
う
し
て
国
芳
は
自
分
で
地
歩
を
築
き
ま
す。

そ
う
な
る

と、

自
分
で
描
き
た
い
も
の
が
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん。

彼
は
風
屎
画
に
手
を
染
め
ま
す。

図
例
は

届
芳
作
品
の
中
で
も
知
ら
れ
て
い
る「
東
都
名
所

新
吉
原」（
図

24)
で
す。

全
体
に
水
平
線
を
低
く
と
っ
て、

爽
や
か
な
空
気

を
感
じ
さ
せ
る
手
法
を
と
っ
て
い
ま
す。

そ
し
て、

洋
風
の

●
わ

だ

陰
影
を
際
立
て
て
入
れ
て
お
り
ま
す。

さ
ら
に
リ
ア
ル
な
筏

箕
で、

月
が
傘
を
か
ぶ
っ
て
い
る
状
禁
を
描
い
て
い
ま
す。

い

ま
に
も
雨
気
を
催
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
も

い
た
し
ま
す。

投
節
で
も
歌
っ
て
い
る
の
か、

喉
を
聞
か
し

て
い
る
地
回
り、

そ
ん
な
占�
尿
が
あ
っ
て、

犬
が
寝
そ
べ
っ

て
い
る、

い
か
に
も
お
も
し
ろ
い
風
物
詩
的
な
絵
に
な
っ
て

い
る。

特
に、

こ
の
中
心
の
月
の
輪
郭
に
さ
っ
き
述
ぺ
た
む

だ
彫
が
残
っ
て
い
ま
す。

そ
し
て
後
の
版
で
は
こ
の
線
を
削

除
し
ま
す
が、

こ
れ
が
あ
る
早
い
版
の
方
が
や
は
り
爽
や
か

な
色
調
に
な
っ
て
い
ま
す。

そ
し
て、

こ
の
絵
に
は、

両
隅
に
所
蔵
者
の
印
が
二
つ
あ

り
ま
す。

こ
ち
ら
に
林
忠
正
の
印
が
あ
り、

も
う
一

方
に
林

忠
正
の
も
と
の
主
だ
っ
た
若
井
を
や
ぢ
こ
と
若
井
兼
三
郎、

よ

ほ
ど
こ
の
二
画
商
が
気
に
入
っ
て
い
た、

調
子
の
と
と
の
っ

た
作
品
と
思
わ
れ
ま
す。

こ
の
時
代
に
は
い
ろ
い
ろ
彼
ら
し
い
絵
を
作
り
ま
す
の
で

紹
介
い
た
し
ま
し
ょ
う。

こ
れ
は
同
じ
東
都
名
所‘
ン
リ
ー
ズ

図
23
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の「
す
る
が
だ
ひ」（
図
25)
の
虹。
川
下
の
方
か
ら
兄
た
ん
で
し

ょ
う
け
れ
ど
も、
夕
n
が
あ
か
あ
か
と
照
り
つ
け
て
い
る
感

じ
で、
空
に
引
い
た
虹
が一
木
消
涼
感
を
炉
え
て
い

ます。
「
あ

れ
を
兄
な
さ
い」
と
い
っ
た
感
じ
で
み
ん
な
兄
て
い
る、
小
僧

は
傘
を
く
る
く
る
廻
し
て
い
る。
い
か
に
も
ス
ナ
ッ
フ
を
感

じ
さ
せ
る
国
芳
ら
し
さ
で、
巾心ぷ
も
向
こ
う
に
述
ざ
か
っ
て

い
る。
広
頂
は
叙
情
的
に
描
き
ま
す
け
れ
ど
も、
国
芳
は
あ

る一
抹
の
窄
気
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す。
そ
う
い

う
11
を
彼
は
こ
の
こ
ろ
持
ち
出
し
た
よ
う
に
息
い
ま
す。

次
の
絵
は
同
じ
図
の
後
柑
版
で
す（
モ
ノ
ク
ロ
図
版
で
は
色
調
効

果
の
差
が
不
明
腔
の
た
の
こ
の
図
叛
行
略）。
や
っ
ば
り、
あ
る
程
度

流
行
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね。
た
だ、

国
芳
の
烈
図
が
入
っ
て

い
た
か
ど
う
か
問
題
で
す。
先
の
作
品
は
夕
立
が
L
が
っ
た

感
じ
で
す
が、
後
枡
品
は
ま
だ一
巾
降
り
そ
う
な、
そ
う
い

う
感
じ
が
な
い
で
も
な
い。
彼
の
洋
風
表
現
は
こ
の
よ
う
な

効
果
花
の
問
題
も
は
ら
み
ま
す。

さ
ら
に
強
い
ボ
凪
例
の「
東
都
何
々
の
図」
で、
こ
れ
は
竹

Il
の
松（
図
26)。
JI
常
に
ア
ン
グ
ル
の
厳
し
い
不
思
滋
な
絵
で

す。
ザ11
尾
の
松
と
い
う
の
は、
Ioロ
原
に
行
く
と
き
に
行
It
を

額
う
松
で、
川
下
に
向
か
っ
て
右
側
に
あ
リ
ま
す。
だ
が
こ

の
絵
で
は
松
な
ん
か
遠
ji
に
小
さ
く
扱
い、
近
漿
に
庇
に
あ

っ
た
大
き
な
石
が、
湖
の
引
い
た
あ
と
に
出
た
姿
を
兄
せ
て

い
ま
す。
し
か
も、
襟
が
ニ
ョ
コ
ニ
ョ
コ
と
出
て
い
る。
さ

ら
に
石
上
に
船
虫
が
い
る。
そ
の
向
こ
う
に
船
虫
と
同
じ
く

ら
い
の
大
き
さ
で
人
間
を
配
し
て
い
ま
す。
は
る
か
か
な
た

風
屎
は
完
全
な
洋
凪
で、
人
間
だ
け
が
浮
世
絵
風
と
い
う`

お

も
し
ろ
い
ミ
ス
マ
ー
チ
と
で
も
い
っ
た
作
品
で
す。

さ
ら
に、
構
図
が
ダ
え
て
あ
っ
て、
馬
と
人
と
綱
が
巧
み

に
二
等
辺
三
角
形
を
形
造
っ
て
い
ま
す。
そ
ん
な
構
図
法
も

考
え
て
作
っ
た
お
も
し
ろ
い
絵
だ
と
思
い
ま
す。

彼
は
い
つ
も
水
f
線
が
非
常
に
低
い。
そ
し
て、
不
思
漬

な
公
を
た
く
さ
ん
描
く。
こ
れ
が
彼
の
特
徴
だ
と
息
い
ま
す。

一
時
期
井
常
に
描
く
の
で
す
け
れ
ど
も、
だ
ん
だ
ん
別
の
様

式
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す。

次
の
例
図
に
は「一
i,
LIQ
'
£m
（
江
郭
H」（
図
29）。
や
や

後
の
作
品
に
な
リ
ま
す

↑
が
細
か
く
な
っ
て
い
る。
描
法

も
何
と
な
く
鉗
版
両
凩
に
な
っ
て
き
ま
す

こ
れ
は又r
行
な

．

 

貧
乏
夫
婦
が
年
老
い
た
母
親
を
養
う
た
め
に
n
分
た
ち
の
子

と
も
を
岬
め
よ
う
と
し
た
ら
貨
金
の
釜
を
掘
り
中ー
て
た
と
い

う
話
で
す。
こ
の
や
や
エ
キ
ゾ
チ
ー
ク
な
屎
色
に、
実
は
も

と
が
あ
り
ま
し
た。
亜
欧
堂
m
蒋
と
い
う
鉗
版
画
家
が
工
，

チ
ン
グ
で
隅
出
川
の
上
流
の
真
崎
稲
村
の
景
を
描
い
た
絵（
図

30)
で
す。
そ
れ
の
木
を
そ
の
ま
ま
頂
き、
人
体
の
構
図
も
頂

い
た
の
で
す
が、
つ
い
で
に
も
う一
っ
頂
い
た
も
の
が
あ
り

ま
す。
逝
か
彼
方
の
峠
が
二
つ
あ
る
111
で
す。
川
泣口
の
原
画

で、
江
戸
で
隅
田
川
の
北
に
蛉
が
二
つ
あ
る
山
と
い
う
と
筑

波
山
で
す。
中
国
の
よ
の
画
中
に
筑
波
山
を
描
い
て
し
ま
っ

た
の
で
す。
つ
い
知
ら
ず
に
人
れ
た
ら
し
い
で
す。

国
芳
は
よ
く
西
洋
の
新
聞
挿
絵
を
持
っ
て
い
た
と
忙LI
い
た

本
が
あ
り
ま
す
が、
こ
う
い
う
U
本
製
鋼
版
両
類
を
持
っ
て

図
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国
芳「
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夜
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神p
巾
ャ
博
杓
舵
彙

い
た
の
と
間
返
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

彼
は
挿
絵
本
に
も
洋
風
画
を
取
り
入
れ
ま
す。
「
七
ッ
組
入

＋
枕j[
嘉
＊
四
年(-
八
Ji-
)]
と
い
う
笠
亭
仙
果
の
合
巻
で

す。
そ
の
三
編
の
及
紙（
図
31
)

が、
前
而
は
普
通
の
浮
世
桧
式

の
人
物、
う
し
ろ
に
枠
をa5
け
て
い
ろ
い
ろ
な
人
間
や
尿
色

を
洋
風
に
描
い
て
い
ま
す。
何
と
な
く
上
野
の
不
忍
池
み
た

い
に
兄
え
ま
す
が、
こ
れ
も
も
と
が
あ
リ
ま
し
た。
亜
欧
堂

田
況＂
の
赤
坂
の
溜
池
の
図（
図
32
)

で
す。
＂^
巻
の
挿
仕
と
同
じ

形
の
人
間、
同
じ
家
が
描
か
れ
て
い
ま
す。
こ
の
よ
う
に、
彼

は
特
に
亜
欧
堂
田
苦
の
鉗
版
に
は
典
味
を
も
っ
て
い
た
ら
し

図
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に
水
代
ほ
を
小
さ
く
兄
せ
て
も
い
ま
す。
早
v.9『口
え
ば、
秋

田
闊
画
に
似
て
い
ま
す。
佐
竹
曙
山、
小
田
野
直
武
な
ど
が

は
や
ら
せ
た、
洋
風
を
非
常
に
取
り
入
れ
た
絵
で
す。
そ
う

い
う
も
の
を
何
か
で
兄
た
の
か、
い
ず
れ
に
し
て
も
お
も
し

ろ
い
ア
ン
グ
ル
で
描
く
と
い
う
合
抜
な
発
想
も
こ
の
こ
ろ
発

揮
し
出
し
ま
す

次。
こ
れ
は「
忠
臣
蔵
の
討
ち
入
り」（
図
27)
と
い
っ
て
も
な

か
な
か
ヒ
ン
と
こ
な
い
で
し
ょ
う。
ど
こ
か
の
大
使
公
邸
に

で
も
行
き
そ
う
な
感
じ
で
す
ね。
な
お
お
も
し
ろ
い
の
は、
み

ん
な
影
が
映
っ
て
い
る
ん
で
す。
は
し
ご
に
も
彩
が
映
っ
て

い
る。
た
だ、
こ
の
絵
は
ど
こ
に
光
源
が
あ
る
の
か
お
か
し

く
思
わ
れ
ま
す。
月
だ
っ
た
ら
こ
っ
ち
に
な
リ
ま
す
が
他
方

而
か
ら
の
光
源
も
かJ‘え
ら
れ
ま
す。
け
れ
ど
も
全
体
の
パ
ラ

ン
ス
は
崩
さ
な
い。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
彼
の
苫
心
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す。
先
輩
の
北
斎
だ
っ
て
光
淵
が
あ
ち
こ
ち
に

あ
る
作
品
が
多
い
で
す。
明
治
の
小
林
消
親
に
至
っ
て
や
っ

と一
方
光
線
に
な
る
の
で
す

そ
れ
ま
で
は、
た
だ
光
と
影

が
つ
い
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
洋
尻
邪
釈
が
あ
っ
た
よ
う
で

す。な
お、
こ
う
い
う
洋
風
と
人
間
と
が
変
な
マ
’
チ
を
す
る

絵
が
あ
り
ま
す。
次（
図
28)。
川
柳
で
11
名
な「
片
仮
名
の
キ
の

字
お
金
の
足
駄
踪」
を
連
想
さ
せ
る
絵
で
す。
飛
ん
で
い
く
馬

の
綱
を
勇
婦
お
金
が
足
駄
で
押
さ
え
る。
残
っ
た
あ
と
は
二

の
字
の
下
駄
の
跡
に
綱
の
踪
が
通
っ
て
キ
の
字
に
な
る。
「
古

今
行
聞
集j
に
あ
る
有
名
な
怪
h
女
性
の
話
で
す。
そ
の
鳥
と

図
26
国
芳「
東
都
n
t
の
松
之
図」
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ト
又
術
鯰
磁

M
gurn
 of
 Fi
ne
 Art9Spri
ngfield,
 MA.
 lfoymo
nd
 A ll,dwell
 Co=2
gn
 l�I
 

•
[
X-i-5-

図
29
団
芳「一一
卜
四
孝
勇
f
鑑
郭
い

神p
巾
T
16
杓
館
域

図
25
国
芳「
東
邪
名
所
す
る
が
だ
ひ」

69 68 



.... 

く
て、
ま
だ
ま
だ
校
倣
し
て
お
り
ま
す。
彼
の
洋
風
ル
ー
ツ

の
セ
要
源
で
あ
っ
た
よ
う
に
息
わ
れ
ま
す。

彼
に
は
も
う一
っ
別
の
ル
ー
ツ
も
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し

て
お
き
ま
す。
こ
れ
は
同
じ「
ヒ
ッ
組
入
＋
枕」
六
編（
嘉
永
六

年）
の
中
に
あ
る
挿
絵（
図
33
)

で
す
が、
大
き
な
額
仕
立
て
の
石

板
に「
舶
米
令
品」
と
あ
る。
さ
ら
に
ド
げ
石
板
に
お
も
し
ろ

い
も
の
が
あ
り
ま
す。
こ
の
行
板
を
大
き
く
し
て
み
ま
す
と、

彼
の
描
い
た「
rJr
t
廿
四
孝」（
図
M)
と
い
う
品
水」ハ
年
の
洋
風

的
な
絵
の
人
物
が
こ
こ
に
い
る
の
で
す。
こ
う
い
う
肴
板
を

飾
っ
て
い
る
店
は、
は
や
く
占
え
ば
舶
米
品
培
で
す。
店
物

展
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た。
こ
れ
は
大
坂
や
堺
な
ど
他
誌
図
会

類
に
は
図
様
を
兄
ま
す
が、
江
戸
で
は
あ
ま
り
画
材
に
取
り

k
げ
た
も
の
を
兄
ま
せ
ん。
だ
け
ど、
江
戸
に
も
あ
っ
た
と

芍
え
ら
れ
ま
す。

右
の
合
巻
に
は
な
お、
ヒ
竺
安
政
尤
年（一
八
五
四)]
に

こ
の
店
物
柑
で
遠
眼
錢
を
買
う
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す。
こ

の
図（
図
35)
で
す。
い
ま
で
は
何
で
も
な
い
け
れ
ど
も、
遠
眼

錢
はjjon
は
硲
級
品
で
し
た。
な
お
こ
の
図
中
の
通
帳
に「
紅
毛

館」
とJtu
い
て
あ
り、
ま
た
壁
際
に
は
大
き
な
枠
で、
汀
風
画

ら
し
い
も
の
が
あ
る。
こ
れ
は
E
板
両
だ
と
思
う
の
で
す、
さ

っ
き
い
っ
た
油
絵、
む
し
ろ
ガ
ラ
ス
絵
で
す。
そ
う
い
う
も

の
を
売
っ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
ま
す。
で
す
か
ら、
国
芳
の

ル
ー
ツ
は
単
な
る
洋
風
挿
絵
本
と
か
銅
版
画
だ
け
で
は
な
く、

そ
う
い
う
舶
米
品
店
に
行
き
米
し
て
得
た
も
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か。
し
た
が
っ
て、
而
品
が
今
残
る
も
の
は
少
な
い。

た
だ
し、
こ
う
い
う
浙
品
が
オ
ラ
ン
ダ
直
伝
か
ど
う
か
知
り

ま
せ
ん、
ま
が
い
品
を
及
崎
あ
た
り
で
こ
し
ら
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん。
そ
れ
に
し
て
も
こ
う
い
う
場
所
と
連
絡

を
と
っ
て
い
た
と
し
た
ら、
彼
は
と
に
か
く、
辿
歩
的
な
絵

描
き
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

さ
ら
に、
こ
れ
こ
そ
ど
う
も
玉
板
画
ら
し
い
作
品
を
国
芳

は
第
四
編
の
表
紙（
嘉
永
四
年）（
図
36
)

に
描
き
ま
す。
も
の
す

ご
く
高
い、
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
み
た
い
な
頭
戻
を
し
た
女
性

が
お
り
ま
す
が、
も
う一
方
に
は
何
と
か
ケ
ー
キ
み
た
い
な

帽
子
を
か
ぷ
っ
て、
笛
を
吹
い
て
い
る
女
が
い
ま
す。
こ
の

笛
で
気
が
つ
い
た
の
で
す
が、
何
で
も
な
い
よ
う
で、
よ
く

見
る
と
頻
の
左
で
吹
い
て
い
ま
す。
横
笛
を
左
で
吹
け
る
か

ど
う
か、
む
ず
か
し
い
と
思
い
ま
す。
そ
こ
で
こ
の
絵
は、
裏

か
ら
兄
た
ガ
ラ
ス
絵
と
推
測
し
ま
し
た。

ガ
ラ
ス
絵
と
い
う
の
は
衷
か
ら
描
く
も
の
で
す。
油
絵
の

具
を
弔
り
遺
ね
て
仕
上
げ
ま
す。
同
片
は
そ
の
災
側
を
兄
て

描
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
そ
し
て、
殺

生
な
こ
と
に
国
芳
の
弟
f
が
後
代
ま
た
こ
の
形
の
ま
ま
応
用

し
ま
す。
い
ず
れ
に
し
て
も、
こ
の
よ
う
な
絵
を
描
く
と
こ

ろ
を
兄
る
と、
中ー
時
こ
う
い
う
品
物
が
iL
戸
に
あ
っ
た
と
兄

ら
れ、
そ
し
て、
彼
の
鉄
術
の
発
展
に
よ
き
参
芍
に
な
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す。

や
が
て
国
芳
は
風
穀
両
制
作
か
ら
離
れ
ま
す。
何
か
契
機

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。
と
い
う
の
は、
次
の
よ
う

な
新
両
号
披
露
の
交
料（
図
37)
が
残
っ
て
お
り
ま
す。
こ
れ
は

ー

”Eヒ
ッ
糾
人
・j
枕
l

ヒ
編
よ
り

報
条
と
い
っ
て、
な
に
か
の
披
露
を
し
た
時
に
配
る
も
の
で

す。
苫
画
全
と
い
う一
種
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で、
文
人
を
呼
ん

で一
席
設
け
て
会
伐
の
上
が
リ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
わ
け

で
す
が、
こ
の
It"
圃
全
の
報
条
の
出
所
が
お
も
し
ろ
い。
持

っ
て
い
た
の
が
東
条
琴
台、
天
保
あ
た
り
か
ら
の
有
名
な
伯

学
者
で
す。
こ
の
人
の
兄
は
化
笠
文
ぶ
と
い
っ
て
三
流
戯
作

者、
四
流
に
近
い
三
流
で
す。
た
だ
し．
国
芳
と
は
仲
が
い

みC
$

い。
求
条
琴
台
の
方
は
い
ま
三
囲
神
社
の
境
内
に
あ
る
国
芳

の
十
l

二
回
忘
に
姓
て
た
狐
彰
碑
の
文
を
作
っ
て
い
ま
す。
簡

略
な「
国
芳
伝」
で
す
が
好
沢
料
で
す。
つ
い
で
な
が
ら
こ
の

束
条琴＇
台
は
尖
践
女
子
人
を
創
っ
た
F
IJJ
歌
イ
さ
ん
の
お
じ

い
さ
ん
に
当
た
る
人
で
す。

こ
の
琴
台
の
持
っ
て
い
たfsLI
画
全
の
報
条
類
中
に、
一
勇

斎
国
芳
が
会ヽ
£
に
な
っ
て
八
H
二
十
四
U、
両
同
の
大
の
し

楼
ヒ
で
別
号
披
露
を
催
す
旨
の
も
の
が
あ
り
ま
す。
多
分
こ

の
改
名
で
発
展
を
は
か
り
た
い
と
し
た
の
で
し
ょ
う。
こ
れ

ま
で
は
採
芳
含
を
除
い
て一
刃
斎
が
通
り
名
だ
っ
た
の
で
す

が、
一
勇
斎
か
ら
新
し
い
号
の
朝
桜
楼
を
使
い
だ
す
わ
け
で

す。
こ
の
あ
た
り
か
ら
彼
の
芸
術
に、
特
に
武
者
絵
に
あ
る

変
化
が
起
こ
っ
て
く
る
よ
う
に
私
に
は
兄
受
け
ら
れ
ま
す。

次
例
が
朝
桜
楼
国
芳
号
の
作
で「
武
刃
百
伝・
桃
太
郎」（
図

38)
を
選
ぴ
ま
し
た。
先
ほ
ど
の
荒
々
し
い
タ
ッ
チ
の．
力
の

表
視
で
あ
っ
た
武
名
絵
に
比
ぺ
る
と、
何
か
緻
密
と
い
う
か

細
か
く
な
っ
て
き
て、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
入
っ
て
き
ま
す。
凶

は一
兄、
桃
太
郎
が、
擬
人
化
さ
れ
た
イ
ヌ、
サ
ル、
キ
ジ

‘
»a
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年
の
二
枚
緞
ぎ
に
拮
抗
し
ま
す 。
と
も
あ
れ 、
影
響
力
の
大

き
い
絵
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す 。

こ
れ
ま
で
栄
げ
た
翌
国 、
国
芳 、
広
頂
の
三
人
は
当
時
の

評
判
＂心
に
次
に
ポ
す
図
の
よ
う
に
ラ
ン
ク
さ
れ
ま
す 。
「
江
戸

す
な
ご

か
那KII
細
摺
記
（
図
60
)

と
い
う
本
で「
占
原
細
兄」
に
兄
立
て
た

い
ろ
い
ろ
な
職
菜
人
述
中
の
紹
介
で
す 。
文
人
も
あ
れ
ば
食

い
物
培
や
小
間
物
届
も
あ
る 。
そ
の
中
の「
浮
世
届
両
工
郎」

の
と
こ
ろ
に ．
＂叩
初
は「
翌
国
に
か
ほ」 、
つ
い
て「
国
芳
む
し

ゃ」
そ
れ
か
ら「
広
頂
めい
し
よ」 。
つ
ま
り 、
三
人
は
こ
う
ラ
ン

ク
づ
け
さ
れ
て
い
ま
す 。
広
重
は
風
尿 、
風
器
と
い
わ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も ｀
当
時
の
人
た
ち
は
風
染
の
美
と
い
う
よ
り

名
所
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
ね 。
い
ず
れ
に
し
て
も 、
＿二
人

の ｀
い
ま
は
逆
転
し
た
け
れ
ど
も
当
時
に
は
当
時
な
り
の
ラ

ン
ク
づ
け
が
あ
っ
て 、
だ
か
ら
こ
そ
先
程
の
団
扇
絵
に
見
た

順
位
も
出
米
て
く
る
の
で
し
ょ
う 。

さ
て
こ
う
い
う
国
芳
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
咤
が
広
ま
っ

て
ま
い
り
ま
す 。
特
に 、
彼
の
付
名
な
逸
話
と
し
て 、
彼
の

ハ
ト
ロ
ン
の
行
歌
師
梅
届
鶴
f
が
料
理
茶
届
河
内
屈
平
二
郎

で
催
し
たEu
画^
点
席
K
で 、
そ
の
時
笞
ニ
ト
悦
敷
の
紙
に「
水

滋
伝」
の
北ぷ
傑
を
描
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す 。
そ
の
時
の

仔
細
が
記
鉢
の「
市
中
取
締
類
集」
嘉
永
六
年（一
八
五
三）
六

H
ニ
ト

四
H
の
条
に
載
っ
て
い
ま
す 。
ま
さ
に
エ
ン
タ
ー

テ

ィ
ナ
ー

で 、
席
上 、
K
き
な
紙
に「
水
滸
伝」
の
人
物 、
九
紋

龍
史
進
ら
し
い
の
で
す
が ｀
大
き
く

描
い
て 、
そ
れ
に
隈
取

を
つ
け
る
の
で
す 。
な
か
な
か
ら
ち
が
あ
か
な
い
の
で
丸
裸

敷
く
ら
い
に
描
く
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
を
や
っ
て
い
ま
す 。

そ
の
達
内
を
描
い
て 、
彩
色
し
た
ス
ラ
イ
ド
を
お
11
に
か
け

ま
す（
図
64) 。
門
人
が
そ
ろ
っ
て
限
取
を
や
っ
て
い
ま
す 。

当
時 、
高
力
猿
候
庵
と
い
う
人
が
名
古
屋
に
い
て 、
こ
う

い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
苫
い
て
現
在
残
り 、
名
古
展
市
博
物

館
の
所
蔵
に
な
っ
て
い
ま
す 。
こ
う
い
う
前
例
が
あ
る
の
で 、

国
万
も
符
で
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
兄
ま
し
た 。
彼
ら
し

く
て
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い 、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

一
種
の
訂
正
版
と
し
て
111
し
上
げ
て
お
き
ま
す 。

い
ま
ま
で
は
武
名
絵
で
し
た
が 、
今
度
は
歴
史
圃 、
北
話

圃
と
で
も
巾
し
ま
し
ょ
う
か 、
そ
う
い
う
も
の
に
も
手
を
染

め
ま
す

中
て
も
お
も
し
ろ
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
が
H
蓮

ヒ
人
の一
代
品
を
描
い
た「i"回
祖
御一
代
略
図」 、
特
に
佐
渡

の
f，
屎
は
打
名
で
す（
図65) 。
こ
の
人
物
を
H
蓮 、
あ
る
い
は

弟
子
の
H
朗
と
い
う
人
も
い
ま
す
け
ど 、
LI
蓮
と
見
て 、
f ,

ひ

ひ

の
中
を
難
行
し
て
上
っ
て
い
く 。
非
常
に
雰
々
と
降
る
舌
禁

で
す
け
れ
ど
も 、
こ
れ
は
実
は
ル
ー

ツ
が
あ
っ
た
こ
と
は
早

く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す 。

「
文
鳳
山
水
迫
g[
文
政
ヒ
年（
一

八
ニ
Pq)]
と
い
い
ま
し

て 、
河
村
文
鳳
と
い
う
四
条
派
の
絵
描
き
が
描
い
た
一

図
の

構
図
を
そ
っ
く
り
も
ら
っ
て
い
ま
す（
図
66) 。
い
ず
れ
に
し
て

も 、
｛登
並
み
が
ず
っ
と
並
ん
で
く
る
お
も
し
ろ
い
絵
で
す 。
そ

れ
よ
り
も
う一
っ
お
も
し
ろ
い
の
は 、
こ
の
国
芳
の
錦
絵
は

水
平
線
が
あ
る
も
の
と 、
な
い
も
の（
図
67)
と
あ
リ
ま
す 。
ど

う
し
て
か 。
舌
の
中
で
水
平
線
が
兄
え
る
わ
け
は
な
い
か
ら

図
64
Iii
低
It『
北
g
大
曲
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丹
細
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よ
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図
63
「
村w」
は
字
体

図
62
「
術
寄」
字
体 楷：

掌
り宙き

へ、
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I
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図
66
文
鳳「
文
鳳
111
水
遺
塙j
よ
リ
千
足
巾
入
術
館
淑

に
な
っ
て 、
浴
衣
に
掲
を
つ
け
て
隈
を
施
し
た 、
と
い
う
有

名
な
話
で
す 。
こ
の
行
動
が
う
そ
で
な
い
こ
と
が 、
先
掲『
市

中
取
締
類
集」
に
閃
密
廻
り
同
心
の
聞
きt"
き
が
あっ
て 、
「
み

ご
究
に
て
大
画
を
描
き」（
図
61)
と
い
う
風
に
内
い
て
あ
る 。
こ

の
記
t
は「
み
ご
と
下
に
て
水
滸
伝
の
人
物
大
圃
を
描
き
た
り」

と
品
ん
だ
引
用
文
も
あ
り
ま
す 。

こ
の
交
料
の
翻
刻
本
は
迂
料
紺
纂
所
で
刊
行
し 、
翻
品
し

くだ

て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も 、
こ
の「
箪」
の
件
り
が
ど
う
も
ヒ

ン
と
こ
な
い 。

笞ニ
ト

畳
と
い
う
そ
ん
な
大
き
な
絵
を
描
く

の
は
ど
ん
な
墳
を
使
っ
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て 、
国
立
国
会
図
苫
館
に
あ
る
原
文
を
見
て
み
ま
し
た 。

す
る
と 、
「
国
芳
義
同
所
へ
参
リ 、

伐
三
卜

傑
敷
程
の
紙
中

え 、
水
滸
伝
之
人
物
壱
人
み
ご
惰
二
而
大
凶
二
認」（
〇
印
引

用
者
付
与）
と
あ
り
ま
す
が 、
よ
く
兄
る
と
究
で
は
な
く
て
栢

と
説
め
そ
う
に
思
え
る
の
で
す 。
み
ご
t吼
み
ご
と
い
う
の

は
藁
を
た
く
さ
ん
集
め
た
も
の
で
す 。
こ
れ
な
ら
人
画
が
描

け
る 。
当
時 、
こ
う
い
う
こ
と
ば
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の

で
す 。
み
ご
は
ば
き
と
か
み
ご
は
は
き
と
い
う
用
例
が
ち
ゃ

ん
と
あ
る
の
で
す（
図
62 、
63) 。

私
は
こ
れ
を
み
ご
tm
と
兄
て 、
そ
う
い
う
逍
具
の
使
用
例

が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
芍
え
ま
し
た 。
ビ
ン
と
思
い
つ
く
の

は 、
彼
の
先
翡
の
北
斎
で
す 。
北
斎
は
名
古
程
に
行
き
西
掛

朕
で
大
達
磨
を
描
く
の
で
す
が 、
そ
の
と
き
に
栢
を
使
っ
て

い
る 。
し
ゅ
ろ
蒋
を
使
っ
た
と
苫
い
て
あ
り
ま
す 。
文
化
十

四
年(-
八一
七）
の
有
名
な
話
で
す 。
大
き
な
達
磨
を
百
伐
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削
っ
た。

逆
に、

こ
れ
で
は
弱
い
か
ら
水
平
線
を
入
れ
た。

ぶ

説
紛
々
と
し
て
い
た
わ
け
で、

あ
る
付
名
な
大
家
は
無
水
平

線
が
先
で
打
水
f
線
が
後、

と
よ
い
弘
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が、

私
は、

佐
渡
の
北
海
あ
た
り
の
梨
状
と
し

て
水
f
線
の
あ
る
ガ
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す。

そ
れ
に
し

て
も
ど
っ
ち
が
先
で
ど
っ
ち
が
後
か
く
ら
い
は
決
行
を
つ
け

て
お
き
た
く
思
い
ま
す

と
い
う
の
は、

私
は
そ
の
大
家
の
説
に
対
し
て
水
平
線
の

あ
る
方
が
た
だ
と
申
し
上
げ
た
も
の
だ
か
ら、

恨
ま
れ
た
こ

と
が
あ
る
の
で
す

そ
こ
で
そ
れ
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で、

そ

の
ガ
が
お
持
ち
の
作
品
を
ゼ
ロ
ー
ク
ス
で
と
っ
て
み
ま
し
た。

す
る
と、

多
少
涅
淡
が
は
っ
き
リ
す
る。

そ
う
し
て、

無
水

あ
と

f
線
の
と
こ
ろ
に
水
平
線
ら
し
い
無
色
の
痕
が
兄
え
て
米
た

の
で
す。

こ
の
よ
う
に
痕
跡
が
残
る
と
い
う
こ
と
は、

こ
こ

で
空
の
色
板
と
海
の
色
板
を
作
っ
て
あ
っ
た
わ
け
で
す。

も

し、

ぽ
か
す
の
な
ら
こ
ん
な
不
経
済
な
こ
と
を
し
な
い
で
一

枚
で
す
む
わ
け
で
す。

と
こ
ろ
で
こ
の
凹
み
は
下
か
ら
柑
リ

上
げ
る
と
き
は
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
し
か
ら
F
に
柑
る
と
必

ず
跨
が
つ
き
ま
す。

し
た
が
っ
て
水
平
線
付
き
が
先
の
わ
け

で
す。

国
芳
の
立
図
は
ま
ず
打
水
平
線
の
あ
っ
た
方
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す。

不
白
然
な
こ
と
は
ド
尖
で
す。

け

れ
ど、

広
軍
で
も
0
本
ほ
の
T，
の
中
に
迫
方
に
貨
士
山
を
描

い
て
い
ま
す
し、

北
斎
に
い
た
っ
て
は「
窪
払
百
漿」
の
な
か

で
言
が
降
っ
て
い
る
の
に
F臼
士
山
の
項
上
ま
で
描
い
て
い
る

の
が
あ
る。

い
わ
ゆ
る
虚
構
の
兵
と
で
も
巾
し
ま
し
ょ
う
か、

後
に
漢
の
店
祖
を
助
け
て
大
将
に
な
り
ま
す。

こ
う
い
う
教

if
的
な
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
時
勢
で
し
ょ
う
ね、

そ

こ
で
こ
の
図
柄
を
描
い
た
ん
で
す
が、

実
は
こ
れ
は
柏
初
は

つ

ぶ

，ヽ
ッ
ク
が
症
ボ
し
の
も
の
が
あ
リ
ま
し
た。

こ
れ
は
非
常
に

ノ少
な
い
も
の
で
す。

後
摺
り
は
賀
潰
し
に
茶
の
一
文
字
ぽ
か

し
で
天
保
木
期
的
な
絵
で
す
が、

こ
の
や
り
方
は
水
野
の
改

ヤ
が
あ
っ
て
あ
ま
り
派
手
な
色
を
使
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
ら

れ
る、

そ
の
こ
ろ
に
作
っ
た
か
と
111心
わ
れ
ま
す（
モ
ノ
ク
ロ
図
版

て
比
較
困
難
な
た
め
正
潰
し
版
の
ガ
の
み
紹
介）。

そ
れ
に
し
て
も、

こ
う
い
う
発
想
を
ど
こ
か
ら
街
た
か。

こ

れ
も
や
っ
は
リ
も
と
が
あ
り
ま
し
た

こ
れ
は
深
川
の
八
柑

宮、

あ
そ
こ
に
仕
鳥
額
が
あ
っ
た
の
で
す。
＂
凡
都
の
絵
描
き

が
描
い
た
も
の
で、

韓
信
の
股
く
ぐ
り
の
図
で
す。

と
こ
ろ

が、

こ
の
前
は
い
つ
焼
け
た
か、

江
戸
の
大
火
か、

災
災
か`f̂'

 

な
く
な
っ
て
現
什
し
ま
せ
ん。

し
か
し、

さ
い
わ
い
斎
藤
月

粒
が
品
氷
五
年（
一
八
五
二）
に
写
し
た
略
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
り

ま
し
た。

こ
の
人
は『
江
戸
名
所
図
全」
を
父
祖
三
代
に
わ
た

っ
て
編
纂
し
た
江
戸
の
町
名
主
で
す。

彼
が
自
分
の
記
憶
の

た
め
に
描
い
て
お
い
た
も
の
で
す。

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
も
と

の
額
を
国
芳
は
見
た
と
思
い
ま
す。

そ
の
前
に
窪
俊
泌
も
柑

物
に
は
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、

国
芳
は
江
戸
に
い
ま
し

た
か
ら、

深
川
に
行
っ
て
み
る
こ
と
く
ら
い
あ
っ
た
で
し
ょ

う。
H
“̂'
の
ス
ケ
ッ
チ
も
現
在
小
明
で
す
が、

稀
し口
複
製
仝

が
写
真
を
秘
っ
て
あ
っ
て
穫
製
仝
本
に
紹
介
が
あ
り、

貸
爪

な
衣
料
に
な
っ
て
お
り
ま
す（
図
11)。

懸
け
額
ま
で
と
は
国
芳

.
[{＇
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図
11
『
式
江
g
lft
集』
よ
リ

の
行
動
範
囲
は
な
か
な
か
広
い
と
思
い
ま
す。

今
度
は
日
本
の
伝
説
か
ら
有
名
な
玉
取
り
の
話
で
す（
図
72)。

国
際
結
栖
を
し
て
向
こ
う
か
ら
藤
原
鎌
足
の
娘
で
し
た
か、

相

手
国
の
女
王
に
な
っ
て、

お
父
さ
ん
へ
の
お
ヒ
発
に「
而，fuJ
不

背
の
モ」
と
い
う
名
玉
を
使
名
に
託
し
て
送
る（

そ
の
E
を
龍

王
が
欲
し
が
っ
て
途
中
で
奪
っ
て
し
ま
う。

そ
こ
で
謙
足
の

●

`
'
9

,
 

図
70

OO
芳「
韓
位
誇
潜
之
図」
足
立
区
立
郷
上
博
物
館
蔵

図
72

固
芳「
王
取
り（
場
女
と
大
蛸）

図
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そ
う
い
う
鑑
貸
上
の
許
容
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す。

次
に
だ
ん
だ
ん
教
行
的
に
な
っ
て
き
ま
し
て
百
人
一
首。

こ

の
こ
ろ「
Ei
人
一
竹ー
タ
嗜j
と
い
う
本
も
出
る
し、

水
野
越

前
守
も
そ
ろ
そ
ろ
名
中
に
な
っ
て
天
保
の
改
ポ
も
間
近
い
こ

ろ
で
す

大
分
描
両
対
象
が
お
固
く
な
っ
て
き
ま
す
が、

光

孝
天
れ
の「
B
が
た
め
仕
の
野
に
出
で
て
行
菜
摘
む
わ
が
以
手

に
苫
は
降
リ
つ
つ」
を
お
見
せ
し
ま
す（
図
68
)。
こ
れ
は
在
人
が

く
つ

ば

平，
中
を
沓
穿
き
で
歩
い
て
く
る、

供
た
ち
は
か
わ
い
そ
う
に

煤
足
で
歩
い
て
く
る、

そ
う
い
う
絵
で
す
が．

尖
は
こ
れ
も

ル
ー
ツ
が
あ
り
ま
し
た。

「
大
和
名
所
図
会
J[―兄
政
三
年（
一
ヒ
九
―
)]
で
す（
国
69)。

名
所
図
会
と
い
う
の
は
空
政
以
後
は
や
り
ま
す。

こ
の
中
に、

場
所
は
ど
こ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が、

ぶ
郡
か
奈
良
か
の
御
坦

原
へ
打
人
が
歩
ん
で
行
く。

こ
の
図
を
そ
っ
く
リ
い
た
だ
い

て
い
ま
す。

し
か
し、

こ
こ
に
あ
る
の
は
百
人
一
首
で
は
な

く、

藤
原
定
家
の
歌
な
の
で
す。
「
n
妙
の
抽
か
と
ぞ
思
ふ
若

菜
摘
む
み
か
き
が
原
の
梅
の
切
花」、

梅
を
沐
ん
で
い
た
ん
で

す
ね。

そ
の
梅
が
ど
こ
か
に
い
っ
て
山
に
な
っ
て
い
る。

そ

の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
こ
う
い
う
校
倣
作
が
あ
り
ま
す
が、

飛
ば

し
て
さ
ら
に
先
に
進
み
ま
し
ょ
う。

今
度
は
中
国
故
市、

有
名
な
韓
信
の
股
く
ぐ
り
で
す（
図
70)。

韓
信
が
剣
を
持
っ
て
い
る、

愚
連
隊
の
連
中
が「
お
ま
え
強
い

ん
な
ら
ひ
と
つ
切
っ
て
み
ろ。

い
や
な
ら
お
れ
の
股
を
く
ぐ

れ」
と。

韓
信
は
堪
忍
し
て
股
を
く
ぐ
っ
て
こ
と
な
き
を
得
る。
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し
ど

息
＋・
不
比
等
が
志
度
の
海
女
に
命
じ
て
玉
を
取
リ
戻
そ
う
と

計
る。
そ
の
代
わ
り
お
ま
え
と
契
リ
を
交
わ
す
と
い
っ
て
f

ま
で
も
う
け
る。
そ
の
海
女
が
龍
宮
城
へ
入
っ
て
E
を
奪
い

返
す。
そ
れ
を
龍
王
は
じ
め
咎
屈
た
ち
が
追
っ
か
け
る（
図73)。

謡
曲
の「
海
人」
で
有
名
で
す
ね。
そ
れ
か
ら「
大
職
冠」、
御

伽
阜
紙、
奈
良
絵
本、
あ
る
い
は
幸
若
第
容
に
も
兄ヽ
え、
い

ま
四
国
の
志
度
の
浦
に
残
る
伝
説
と
し
て
打
名
で
す。
こ
れ

を
国
芳
は
赳
材
に
し
て
い
る。

お
も
し
ろ
い
の
は、
ふ
つ
う
は
龍
を
大
き
く
描
く、
そ
し

て
蛸
が
小
さ
く
な
る
ん
で
す
が、
こ
の
絵
は
蛸
が
大
変
大
き

い。
砂�
は
占
い
絵
で
前
掲
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す。
こ

の
へ
ん
で
龍
が
追
っ
か
け
て
ま
す
ね、
蛸
は
ま
だ
こ
の
く
ら

い
の
大
き
さ
で
す。
も
っ
と
も
蛸
は
足
が八
本
あ
る
も
の
だ

か
ら、
ウ
を
引
い
た
リ
刀
を
持
っ
た
り
し
て
追
い
か
け
て
ま
す。

と
こ
ろ
で，
蛸
を
大
き
く
扱
っ
た
国
芳
の
絵
は、
さ
っ
き

ふ
れ
た
柳
川
翌
後
大
橡
が
龍
宮
の
見
せ
も
の
を
出
し
た
の
に

ち
な
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す。
大
橡
自
身
が
浦
島
太
郎
を

や
っ
て
乙
姫
に
自
分
の
＂心
f
を
使
っ
て
手
品
を
や
る
の
で
す

が、
蛸
が
E
手
箱
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す。

あ
る
い
は、
竹
沢
藤
次
と
い
う
独
楽
の
名
人
が
い
て、
や
っ

ば
リ
浦
島
太
郎
を
や
っ
た
ら
し
い
の
で
す。
蛸
が
大
き
い
と

い
う
の
は
そ
こ
へ
接
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す。そ
れ
は
そ
れ
と
し
て、
こ
の
絵
で
国
芳
に
は
気
の
毒
で
す

が、
こ
の
海
女
の
格
好
が
ち
ょ
っ
と
気
に
か
か
り
ま
す。
こ

今
度
は
芙
人
画
で「
夕
霰」（
天
保
七
年
）（
図
78)。
非
常
に
国

芳
ら
し
い、
号
も
朝
桜
楼
で、
こ
の
こ
ろ
か
ら
柔
ら
か
い
頻

寸
ぢ
に
な
っ
て
い
ま
す。
賢
の
ほ
つ
れ、
残
照
に
絵
の
奥
か

ら
涼
風
が
す
ー
っ
と
く
る
感
じ
で
す。
国
芳
の
絵
は
い
つ
も

空
気
の
そ
よ
ぎ
を
描
く
よ
う
に
思
い
ま
す
の
で
例
示
し
ま
し

た。
そ
し
て、
芙
人
画
に
も
こ
う
い
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い

夕
立
を
描
い
た
リ
し
て
い
ま
す。

さ
ら
に、
彼
は
次
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
も
の
も
描
い
て

い
ま
す。
ト
ニ
カ
月
描
い
た
う
ち
の
泊
月
の
月（
図
19)。
八
月

の
卜
五
夜
の
月
で
す。
海
は
品
川
か
ど
こ
か
で
し
ょ
う
け
れ

ど
も、
座
敷
内
に
は
み
ん
な
月
に
よ
る
投
影
を
描
い
て
お
り

ま
す。
し
か
し、
も
っ
と
注
目
し
た
い
の
は、
浴
衣
の
デ
ザ

イ
ン
で
す。
よ
く
見
る
と
雪
の
結
品
で
す。
こ
の
古
の
結
晶

は
彼
独
自
の
発
想
で
は
あ
リ
ま
せ
ん。
典
拠
が
あ
り
ま
す。
打

名
な
鈴
木
牧
と
のI
北
越
小，
袖叩」（
天
保
ヒ
年）（
図
80)
で
す。
こ

れ
の
巻
初
の
部
分
に
牧
之
自
身
で
は
な
く、
占
河
の
殿
様
の

土
井
印
5
が
自
伐
で「
古
華
図
説」（
天
保
三
年
）

と
い
う
小
型

の
本
を
苫
し
ま
す。
こ
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
を
牧
之
が
扱

う
わ
け
で
す。
こ
う
い
う
よ
う
な、
先
端
を
い
く
デ
ザ
イ
ン

も中J
特
は
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す。
国
万
だ
け
で
は
な
く
国

貞
も
英
泉
も
描
い
て
お
り
ま
す。
一
種
の
流
行
校
様
だ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
さ
り
げ
な
く
採
り
人
れ、
し
か
も
そ

う
い
う
進
歩
的
な
と
こ
ろ
に
国
芳
の
近
代
的
な
才
能
が
見
ら

れ
ま
す。

次
に、
さ
ら
に
国
芳
ら
し
い
文
人
画
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う。

れ
よ
り
少
し
前
に
国
芳
は
勇
壮
な
絵
を
描
い
て
い
ま
す。
龍

が
海
女
を
追
い
か
け
て
い
る、
「
美
女
と
怪
獣」
と
で
も
い
え

そ
う
な
絵
で
す（
図
74)。
こ
の一
枚
の
み
の
絵
な
ら、
海
女
が

防
い
で
い
る
と
い
え
る
け
れ
ど
も、
大
蛸
を
防
ぐ
三
枚
続
の

方
の
海
女
は
短
刀
の
位
晋
が
遠
す
ぎ
る。
そ
こ
で、
悪
さ
を

し
て、
こ
の
龍
と
海
女
の
絵
の
海
女
の
姿
を
逆
版
に
し
て
JL

十
炭
回
転
さ
せ
る
と、
対
大
蛸
の
海
女
の
姿
と
大
き
さ
と
も

ど
も
ほ
ぽ一
致
し
ま
す（
図
75
)。
つ
ま
り
裏
返
し
た
姿
を
利
用

し
た
わ
け
で
す。
た
く
さ
ん
描
い
て
い
る
と
こ
う
い
う
便
法

を
や
る
ん
で
す
ね。
国
芳
の
た
め
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら、
こ

の
絵
の
吟
味
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う。
た
だ

し、
こ
う
い
う
こ
と
は
国
芳
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く、
江

戸
の
浮
世
絵
師
に
あ
り
が
ち
の
現
象
で
す。

次
に
役
者
絵。
市
川
海
老
蔵
が、
天
保
八
年（一
八
三
ヒ）

に
及
的
に
行
っ
て
ば
っ
て
ん
こ
と
ば
を
党
え、
一
博
多
小
女
郎

波
枕」
の
毛
剃
九
右
衛
門
の
台
詞
の
中
へ
こ
れ
を
応
用
し
て
現

在
ま
で
そ
の
台
詞
回
し
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す。
そ
の
海

老
蔵
が、
密
買
易
の
抜
荷
買
い
で
す
か
ら、
そ
れ
ま
で
大
ど

て
ら
か
何
か
抒
た
姿
だ
っ
た
の
を、
海
老
蔵
は
店
人
服
に
し

た
浙
出
の
姿
に
変
え
た
天
保
十一
年（一
八
四
0)
の
上
浙
の

も
の
で
す（
図
76)。
こ
の
扮
装
は
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す。

明
治
の
芳
年
は
こ
れ
が
非
常
に
気
に
人
っ
た
と
み
え
て、
彼

の
大
判
三
枚
続
の
甘
月
花
の
組
み
も
の
111、
Jl
の
毛
剃[
明
治

二
十
三
年(-
八
九
0)]
で、
当
図
を
参
考
に
し
た
形
跡
が
み

え
ま
す（
図
77
)。

図
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国
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「
江
戸
じ
ま
ん
名
物
く
ら
ペ・
亀
井
戸
の
ふ
ぢ」（
図
81)
で
す。

頻

立
ち
が
丸
味
を
僻
ぴ
て
い
ま
す。

だ
ん
だ
ん
こ
う
い
う
凪
に

変
わ
る
の
で
す。

当
時
の
女
形
役
者
に
こ
う
い
う
か
わ
い
い

頗
を
し
た
の
が
い
て、

そ
れ
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん。

た
だ
し、

こ
の
絵
の
構
図
は
典
拠
が
は
っ
き
り
分

か
リ
ま
す。

布
名
な
歌
歴
の
「
台
所
美
人」（
図
82)
で
す。

し
か

し、

国
芳
の
こ
の
図
に
は
何
か
生
活
感
が
あ
り
ま
す。

特
に、

歌
麿
の
火
吹
き
竹
に
は
節
が
あ
る
け
れ
ど
も、

国
芳
の
火
吹

き
竹
に
は
な
い。

あ
る
人
に
聞
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も、

な

る
ぺ
く
息
が
諸
ま
ら
な
い
よ
う
に
節
の
な
い
の
が
は
や
っ
た

そ
う
で
す。
い
か
に
も
フ
ー
ツ
と
吹
い
て
い
る、

そ
ん
な
か

わ
い
い
顔
で
歌
麿
の
も
の
と
甲
乙
つ
け
が
た
い
く
ら
い
佳
い

図
様
な
の
で
出
し
ま
し
た。

し●
れ

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ．

こ
れ
は
国
芳
ら
し
い
洒
浴
が
入
っ

て
い
ま
す。
「
大
穎
成
就
有
ヶ
瀧
縞」、

滝
縞
の
モ
ー
ド
が
盛

行
し
た
と
き、

お
そ
ら
く
注
文
で
作
っ
た
の
で
し
ょ
う。

こ

れ
は
必
ず
滝
の
縞
と、

滝
の
場
所
を
示
す
コ
マ
絵
を
描
き
ま

す。

例
図
は「
摂
州
布
引
の
滝」（
図
83)
と
い
う
こ
と
で、

コ
マ

絵
中
に
呪
み
ヒ
げ
て
い
る
の
は
平
清
盛
で
す。

同
題
材
の
も

の
に
国
芳
の
11T
い
時
期
の
武
者
絵
が
あ
リ
ま
す。

大
判
三
枚

粒
き
の「
化
51
の
滝」
で
す（
図
84)。

中
央
上
部
に
悪
源
太
義
平

の
亡
虚
が
い
ま
す。

そ
し
て、

左
の
一
枚
に
清
盛
が
い
る。

話

は、

f
治
の
乱
で
敗
れ
て
捕
え
ら
れ
た
悪
源
太
義
平
が
難
波

次
郎
に
切
ら
れ
る
際、

お
れ
は
必
ず
宙
に
な
っ
て
仇
を
返
す、

と
そ
の
男
に
苫
っ
て
処
刑
さ
れ
る。

そ
の
後
あ
る
時、

清
盛

展
示
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。

特
に、

中
に
は
ア
ン
カ
ッ

ト
作
品
が
あ
り、

ど
う
い
う
風
に
制
作
す
る
か
わ
か
り
ま
す

ね（
図
85)。
こ
ち
ら
は
鯉

こ
ち
ら
は
鮎
で
す。
こ
の
図
を
よ

v
k
り
鮎
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
間
違
い
で
す
ね。

萩
が
あ

る
の
で
浴
ち
鮎
で
す。
と
こ
ろ
で
国
芳
は
対
象
を
非
常
に
立

体
的
に
描
き
ま
す。

広
用
に
限
ら
ず、

ふ
つ
う
焦
類
を
描
く

と
水
族
館
で
横
か
ら
兄
た
み
た
い
に、

兵
横
か
ら
描
く
の
で

す
が、

国
芳
は
ヒ
か
ら
描
い
た
リ、

F
か
ら
腹
を
見
せ
た
り、

そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
描
い
て
い
る。
中ー
シ
リ
ー
ズ
は
珍
品
と

さ
れ
る
も
の
で、

国
芳
は
こ
う
い
う
腕
の
持
ち
主
で
す。

そ

れ
か
ら、

彼
は
光
と
い
う
も
の
を
非
常
に
KJ
え
て
い
ま
す。

こ

の
鮎
の
図
な
ど
さ
ざ
波
に
映
り
椛
れ
動
く
比
光
を
感
じ
さ
せ

ま
す。

そ
う
い
う
作
品
と
し
て
感
嘆
し
て
お
り
ま
す。

次
に
行
き
ま
す。

空
想
の
絵
で
す。

鳳
瓜
と
海
老（
図
86)、

海
老
は
写
実
で
す
け
れ
ど。

こ
の
取
り
合
わ
せ、

何
だ
と
思

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、

行
名
な
廊
品
が
あ
る
の
で
す。
『一

休
話」
[

5兄

文
八
年（
一
六
六
八)]
と
い
っ
て一
休
さ
ん
が
教
え

る
高
話
を
も
と
に
し
て
い
ま
す（
図
87)。

威
張
り
過
ぎ
る
と、

大

き
な
も
の
に
は
も
っ
と
大
き
な
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
例

え
の
話。

大
鵬
と
い
う
大
き
な
恥
が
い
て、

南
極
を
目
指
し

て
飛
ん
だ。

＜
た
ぴ
れ
た
か
ら
木
の
枝
に
止
ま
っ
た
ら、

木

の
枝
で
は
な
く
て
大
き
な
海
老
の
角
だ
っ
た。

海
老
は、
「
お

ま
え、

何
で
止
ま
る
ん
だ」
と
聞
い
た。
「
く
た
ぴ
れ
た
か
ら」

と
い
う
と、
「
お
ま
え
じ
ゃ
だ
め
だ。

お
れ
が
か
わ
リ
に
南
極

に
行
っ
て
や
る」
と
い
っ
て
海
老
が
南
極
を
11
指
し
た。

け
れ

図
84
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が
布
引
の
滝
に
そ
の
男
を
連
れ
て
瀧
詣
に
い
く
と、
一
天
に

わ
か
に
か
き
羹
っ
て
稲
光
が
散
乱
し、

咤
光
中
に
悪
源
太
が

雷
神
に
な
っ
て
現
れ
て、

仇
の
股
ぐ
ら
を
二
つ
に
割
い
て
復

讐
を
果
た
す。

平
治
物
語
の
あ
た
り
か
ら
系
を
引
く
こ
の
話

が
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が`

そ
れ
を
趣
向
に
入

れ
た
も
の
で
す。

と
い
う
の
は、

こ
の
美
人
画
中、

上
部
か
ら
ぷ
ら
下
げ
た

ら
せん

かみなりぼ

お
も
し
ろ
い
生
活
品
が
あ
り
ま
す。

螺
旋
状
で
宙
F
し
と
い

ら
＊ん

う
の
で
す。

キ
ュ
ウ
リ
と
か
シ
ロ
ウ
リ
を
螺
旋
形
に
く
る
＜

る
っ
と
む
い
て、

そ
し
て
千
す。
一
種
の
副
食
で
す。

古
の

時
期
に
多
い
し、

訂
の
太
鼓
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
宙
干

し
と
い
う。

そ
れ
を
さ
っ
き
の
話
の
滝
の
水
に
見
立
て
孟
の

趣
き
も
き
か
せ
た
わ
け
で
す。

で
す
か
ら、
「
夕
立
に
は
ほ
し

の
滝
つ
瀬
に
背
中
の
汁
を
拭
ふ
布
引」、

布
を
引
い
て
い
る
か

ら
布
引
き
と
い
う
の
で
す
が、

も
う
―
つ
い
え
ば
布
引
の
滝

は
二
段
に
な
っ
て
い
る、

そ
れ
も
与
え
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
ま
す。

深
読
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も。

た
だ、

消
盛
が
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が、

い
る
の
で
す。

掲
羽
の
蝶、

平
家
の
シ
ン
ポ

ル
の
授
様
が
帯
の
デ
ザ
イ
ン
に
あ
る。
こ
れ
で
清
盛
を
暗
示

し
よ
う
と
い
う、

そ
こ
ま
で
芍
え
て
い
る
の
で
す。
こ
う
い

う
こ
と
が
見
立
の
お
も
し
ろ
さ
と
思
っ
て
選
び
ま
し
た。

次
に
行
き
ま
す。

頓
を
静
め
る
た
め
に
彼
の
リ
ア
ル
な
目

を
紹
介
し
ま
す。

お
魚
の
絵
が
十
枚
あ
り
ま
す。

今
度
の
展

覧
会
で
初
め
て
十
枚
揃
い
ま
し
た。

今
ま
で
十
枚
す
べ
て
を

図
85
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ど
も、
海
老
も
途
中
で
く
た
ぴ
れ
て
洞
窟
の
中
に
入
っ
た。
そ

う
し
た
ら、
「
だ
れ
な
お
れ
の
耳
の
穴
に
人
る
の
は」
と
い

ぅ
占
が
し
た。
大
化
の
耳
だ
っ
た。
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
だ

と
い
う
と、
お
ま
え
な
ん
か
に
で
き
る
も
の
か`

お
れ
が
代

わ
り
に
い
っ
て
や
る、
焔
れ、
帰
れ、
と。
そ
れ
で
大
亀
が

泳
ぎ
だ
し
て
行
っ
た。
で、
一
休
さ
ん
は
さ
ら
に
つ
け
加
え

ま
す、
「
行
っ
た
け
れ
ど
も、
い
ま
ま
で
に
そ
の
亀
が
焔
っ
て

き
た
と
い
う
報
告
を
聞
か
な
い」
と。
私
も
間
い
て
お
リ
ま
せ

ん。
そ
う
い
う
嵩
話
を
絵
に
し
た
も
の
で
す。

こ
れ
は
圃
時
に
そ
の
こ
ろ
の
f
ど
も
の
本、
そ
れ
か
ら
国

貞
の
錦
絵
の
遊
女
の
打
ち
掛
け
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で、

わ
り
に
知
ら
れ
て
い
た
の
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す。
そ

う
い
う
も
の
を
描
い
て
お
り、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
且

配
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す。

次
に`

い
よ
い
よ
国
方
本
領
の、
戯
画
に
い
き
ま
す。
こ

れ
は
と
っ
て
お
き
の
題
材
で
す。
国
ガ
は
茶
H
っ
気
が
多
く

て、
そ
の
せ
い
か
私
の
選
択
も
茶
□
っ＂丸
が
少
し
ご
ざ
い
ま

す。
ま
ず「
写
し
絵
を
見
る
美
人」[
天
保
三
年
二
八
三
m

（
図
88)。
写
し
絵
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
ガ
が
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん。
要
す
る
に、
幻
灯
で
す。
幻
灯
は
幻
灯
で
も、

動
く
幻
灯
で
す。
原
理
だ
け
北
明
し
ま
す
と、
ガ
ラ
ス
の
種

板
に
絵
を
描
い
て．一
っ
作
っ
て
お
き、
あ
る
採
作
に
よ
っ
て

動
く
よ
う
な
錯
共
を
与
え
る
の
で
す。

こ
こ
に
三
筋
に
蝙
蝠。
つ
ま
り`

市
川
団
十
郎
の
ひ
い
き

の
人
な
ど
が
兒
に
米
て
い
る。
そ
ん
な
梢
屎
も
見
え
ま
す。
い

と
い
い
ま
す
か。
そ
れ
を
取
り
入
れ
て
歌
右
衛
門
ら
の
歌
舞

伎
役
名
が
踊
リ
ま
く
る
の
で
す。
中ー
時
は、
歌
欝
伎
の
俳
優

と
も
あ
ろ
う
も
の
が
何
ボ
だ
と
い
う
文
句
も
出
た
そ
う
で
す

け
れ
ど
も、
兄
物
に
は
大
受
け
で、
そ
の
中
に「
ャ
ト
ト
ン・

ト
ロ
ッ
ク」
と
い
う
哨
＋
こ
と
ば
が
入
る
の
で
す。
そ
れ
を
う

ま
く
画
中
に
入
れ
て
い
ま
す。
右
の
猫
の
扇
の
絵
に
矢
が
あ

リ
ま
す。
魚
が
あ
リ
ま
す。
そ
し
て「
ん」
の
ウr。
そ
れ
か
ら、

中
央
描
の
扇
は「
と
ろ」
の
字
と
r
で
餅
を
つ
い
て
ま
す
ね。
で

す
か
ら、
ヤ、
ト
ト、
ン、
ト
ロ．
ッ
ク。
左
の
描
の
扇
は、

左
か
ら「
や」
と
砥
石、
戸
を
叩
い
て
い
る
か
ら
ト
ン
ト
ン。
ヤ

ト
ト
ン・
ト
ロ
ッ
ク・
ヤ
ト・
ト
ン・
ト
ン
と
な
る
の
で
す。

こ
れ
を
ほ
ん
と
に
芝
居
で
や
っ
た
錦
絵
を
お
兄
せ
し
ま
す

（図
91)。
右
が
JL
蔵。
こ
の
役
行
の
羽
描
の
裾
の
デ
ザ
イ
ン
が

「
九
の
9と
の
図
案
に
な
っ
て
い
る。
中
央
が
中
村
歌
右
衛
門、

い
ち
ば
ん
の
踊
リ
手。
先
掲
の
絵
の
中
央
の
猫
と
圃
じ
よ
う

な
局
を
持
っ
て
い
る。
左
が
羽
左
衛
門、
猫
の
格
好
を
し
て

ま
す
ね。
そ
し
て、
コ
マ
絵
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
っ
き
い
っ
た
三

番
斐、
九
蔵
が
翁
か
ら、
羽
左
衛
門
が
千
歳
か
ら、
歌
右
衛

門
が
三
番
災
か
ら
引
き
抜
い
て
踊
り
の
姿
と
な
る。
だ
か
ら、

三
番
皮
役
の
歌
右
衛
門
が
い
ち
ば
ん
の
踊
り
手
な
の
で
す。
猫

兄
立
の
絵
は
三
人
皆
踊
動
的
に
描
か
れ
て
い
る。
凝
似
的
な

作
品
で、
お
も
し
ろ
い
図
様
で
す
が、
右
に
い
っ
た
よ
う
な

裏
付
け
が
わ
か
る
と
な
お
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
す。

そ
し
て、
少
々
細
か
い
よ
う
で
す
が、
両
中
の
扇
の
縞
桟

様
が
三
本、
四
本、
五
本
と
あ
り
ま
す。
三
は
三
筋
で
市
川。

わ(

ず
れ
に
し
て
も、
暗
黒
の
パ
，
ク
の
枠
内
で、
配
さ
れ
た
対

象
物
が
だ
ん
だ
ん
動
き
を
兄
せ
て
い
る`

そ
ん
な
お
も
し
ろ

ぃ
F
法
と
し
て
出
し
ま
し
た。

こ
の
戯
画
は
も
っ
と
発
版
し
て
行
き
ま
す。
今
度
は
同
じ

彩
で
も
影
絵。
は
め
絵
と
申
し
ま
し
ょ
う
か、
あ
る
輪
郭
中

に
う
ま
く
は
め
る
の
で
す。
弁
慶
が一i一
井
寺
の
釣
籍
を
か
つ

い
で
谷
屈
に
転
が
し
込
む
と
い
う
話
が
あ
リ
ま
す
け
れ
ど
も、

そ
れ
が
彩
絵
に
す
る
と
太
鼓
持
ち
に
な
り
ま
す（図
89)。
こ
の

取
り
合
わ
せ
に
つ
い
て、
別
に
国
芳
に
聞
い
た
わ
け
で
は
な

＜
想
像
で
す
け
れ
ど
も、
弁
慶
と
い
う
の
は、
西
鶴
に
は
例

が
あ
っ
て、
ヒ
方
で
は
太
鼓
持
ち
の
こ
と
を
い
う
の
で
す。
た

だ
し、
国
芳
が
そ
こ
ま
で
考
え
た
と
は
い
い
に
く
く、
そ
う

い
う
説
だ
け
紹
介
し
て
お
き
ま
す。
と
に
か
く
こ
れ
は
な
か

な
か
傑
作
だ
と
思
い
ご
紹
介
し
ま
し
た。

今
度
は
仙（図
90
)。
猫
が
擬
人
化
さ
れ
て
踊
っ
て
い
る。
な

か
な
か
必
梢
が
よ
く
て
お
も
し
ろ
か
ろ
う
と
感
心
も
す
る
の

で
す
が、
よ
く
兄
る
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
起
こ
る
の
で
す。

こ
の
絵
が
作
ら
れ
た
当
時、
あ
る
踊
り
が
は
や
っ
て、
そ
れ

を
芝
居
に
と
り
入
れ
て
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
と
三
代
目
市

川
JL
蔵、
そ
れ
か
ら
十
二
代
目
ni
村
羽
左
衛
門、
の
三
人
が、

,
.
9

ヤ'
,
"

i

た
ね
，
．

天
保
ト
ニ
年
閏
正
月
の
市
村
座
の「
舞
奏
い
ろ
の
種
蒔」
と
い

う
芝
届
で、
踊
リ
ま
く
る
の
で
す。
扮
装
が
大
黙
様
み
た
い

に
み
え
ま
す
ね、
大
黒
舞
と
い
っ
て
ド
賤
な
大
道
芸
だ
っ
た

ん
で
す。
三
蔵`

音
吉、
音
松
と
い
っ
た
芸
人
が、
当
時
浅

卒
で
大
道
芸
を
や
っ
て
大
評
判
を
と
っ
た
の
で
す、
否
具
師

四
は
芝
祝
で
す。
五
は
五
煎
の
渦
巻
き
が
あ
っ
て
羽
左
衛
門

の
替
え
紋
亀
蔵
小
紋
で
す。
天
保
ト
ニ
年
の
作
品
で
す。

戯
画
と
し
て
た
だ
単
に
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
が、
衷
が
わ
か
る
と
お
も
し
ろ
さ
が
倍
増
す
る。
こ
の

頻
を
描
に
ど
う
似
さ
せ
た
か
と
い
う
典
味
も
お
も
し
ろ
い
と

思
い
ま
す。
確
か
に
よ
く
似
て
い
ま
す。
歌
右
衛
門
の
紋
所、

祗
園
守
も
ち
ゃ
ん
と
入
れ
て
い
る。
こ
こ
に
五
重
の
紋
を
入

れ
て
い
る
で
し
ょ
う、
市
村
府
の。
本
来
は
橘
で
す
が、
替

紋
に
あ
る
の
で
す。
こ
れ
が
九
蔵
の
紋
で
す。

次
い
で
は
国
芳
の
い
か
に
も
茶
口
っ
気
の
多
い、
い
ち
ば

ん
お
も
し
ろ
い
絵
で「
金
魚
づ
く
し」
を
出
し
ま
す。
八
枚
ま

図
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で
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が、

そ
の
な
か
で
私
が
一
番
気
に

人
っ
た「
に
は
か
あ
め
ん
ぽ
う」（
図
92)
を
お
兄
せ
し
ま
す。
ミ

ズ
ス
マ
シ
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

ア
メ
ン
ポ
ウ
の
形
を
駆
用
に

兄
立
て
て
い
ま
す。

金
焦
も
か
わ
い
い
の
で
す
が、

オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
の
逃
げ
方
な
ん
か
も、
「
ぽ
う
や
早
く
行
け」
と
い

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
な
か
な
か
い
い。
い
ま
出
陳
し
て
い
る

の
は
ト
リ
ミ
ン
グ
の
非
常
に
大
き
な
も
の
で、

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
の
も
の
で
す。
ス
ラ
イ
ド
で
見
せ
ま
し
た
の
は
ペ
ル

ギ
ー
の
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
あ
り
ま
し
て、

ヒ
枚
ま
で
そ
ろ
っ

て
い
ま
す。
八
枚
目
が
私
が
二
十
年
前
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
で
発
兄
し
た
も
の
で
す（
図
93)。
こ
れ
は
印
叩
と
い
っ
て
絹

糸
打：
を
群
生
さ
せ、

そ
こ
へ
陶
製
の
ほ
へ
ぎ
板
で
作
っ
た

ぶ”筏
な
ど
を
按
配
し
ま
す。

す
れ
ち
が
う
同
士
が
向
こ
う
に「
お

ー
い、

築
気
は
ど
う
だ
ー
い」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
の
ど
か

な
気
分
が
出
て
い
ま
す。
こ
う
い
う
の
が
国
芳
の
骨
項
だ
と

思
い
ま
す。

彼
の
作
に
は
ど
ぎ
つ
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が、

概

し
て
非
常
に
包
容
h
と
い
う
か、

振
輻
の
大
き
な
絵
描
き
だ

っ
た
と
思
い
ま
す。

さ
て、

次
に
ま
い
り
ま
す。
い
よ
い
よ
天
保
の
改
革
が
起

こ
り
ま
す。

水
野
越
前
守
忠
邦
が
天
保
ト
ニ
年（一
八
四一
）

に
行
っ
た
も
の
で、

歌
舞
伎
役
者
の
市
川
海
老
蔵
は
パ
ー
ジ

に
な
り
ま
す
し、

豆
腐
の
す
法
は
決
め
ら
れ
る
し、

み
ん
な

が
そ
れ
を
恨
む。
こ
こ
に
見
せ
ま
し
た
妖
怪
画（
天
保
十
四
年）

（
図
94)
は、

そ
の
風
剌
両
と
さ
れ
て
い
ま
す。
け
れ
ど
も、

本

米
風
剌
画
と
い
う
も
の
は
具
体
的
な
描
画
対
象
は
わ
か
っ
て

水
野
越
前
守
忠
邦
の
紋
と
一
致。
こ
の
よ
う
に
何
か
慈
味
あ

り
げ
な
も
の
も
入
っ
て
い
る
の
で
す
が、

多
く
は
喋
が
弔
を

生
ん
で
ど
ん
ど
ん
増
輻
さ
れ
る、

げ
に
恐
る
ぺ
き
も
の、

と

い
う
解
釈
が
い
ち
ば
ん
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
と

に
か
く、

高
脊心
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
ら
国
芳
は
生
き
て
い

ら
れ
ま
せ
ん。

呼
び
出
し
は
受
け
た
け
れ
ど
も、

削
は
受
け

な
い
で
す
ん
だ
ら
し
い
で
す。
叱
り
お
く
と
い
う
く
ら
い
で。

そ
う
い
う
打
名
な
絵
な
の
で
紹
介
し
ま
し
た。

次
に
見
せ
ま
す
の
は
改
革
の
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
も、

だ
ん
だ
ん
危
な
く
な
っ
て
き
た
こ
ろ
の「
似
た
か

金
魚」（
翌
95)。

役
者
に
似
て
る
か
い
と
い
う
意
味
と「
め
だ
か

ァ
き
ん
ぎ
ょ
ォ」
の
光
り
由
と
を
か
け
ま
す、

九
の
字
の
デ
ザ

イ
ン
が
背
中
に
あ
る
も
の
が
市
川
JL
蔵。

よ
く
兄
る
と、

Ji

ん
中
に
歌
右
衛
門
の
似
頻
が
あ
る
の
で
す
が、

こ
こ
に
鋲
が

四
つ
あ
り、

合
わ
せ
て
四
勾
で、

中
村
芝
翫。
つ
ま
り
歌
右

衛
門
の
俳
号
で
す。

杜
若
の
斑
点
を
背
中
に
つ
け
た
金
魚
は、

家
紋
で
象
徴
し
た
店
井
紫
若、
の
ち
の
八
代
H
中
四
郎
で
す。

こ
う
い
う
風
に
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
し
て
マ
ー
ク
は
し
て
い
る
ん

で
す
が、

も
う
ち
ょ
っ
と
時
批
が
変
わ
る
と
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す。

「
魚
の
心」（
図
96)。

歌
右
衛
門
に
似
て
い
る
け
れ
ど
も
シ
ン

ポ
ル
マ
ー
ク
が
あ
り
ま
せ
ん。

も
う一
っ、

九
蔵
で
す
け
れ

ど
も、

こ
れ
も
マ
ー
ク
は
逃
げ
て
い
る。

要
す
る
に`

こ
ち

ら
は
今
ま
で
は
何
と
か
か
わ
し
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も、

だ

ん
だ
ん
締
め
つ
け
が
激
し
く
な
っ
て
遠
慮
し
出
し
た
わ
け
で
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い
る
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
の
で
す。

ま
た
こ
の
こ
ろ
国
芳
は

版
元
か
ら
い
ろ
い
ろ
注
文
も
つ
け
ら
れ
た
ら
し
い
の
で
す。
頼

光
は
十
二
代
の
家
慶。
こ
こ
に
兎
の
匹
物
が
あ
っ
て、

天
保

の
卯
年
を
示
し
ま
す。

卜
部
季
政
の
紋
が
卑
図
叩
で
老
中
の

す。

国
芳
の
戯
画
は
反
体
制
的
に
や
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が、

こ
う
や
っ
て
う
ま
く
逃
げ
て
い
る。

そ
の
逃
げ
方
ぷ

リ
の
方
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す。

そ
し
て、

水
野
忠
邦
が
失
脚
す
る
と、

因
様
は
ま
た
変
わ

っ
て
き
ま
す。

次
に
あ
げ
る
の
は
水
野
は
失
脚
す
る
け
れ
ど

も、

ま
だ
少
し
余
波
が
残
っ
て
い
る
こ
ろ。

役
者
の
似
願
絵

を
描
く
の
は
む
ず
か
し
い。
だ
か
ら、
「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
芯」

（
図
97)、

子
ど
も
が
む
だ
苫
き
し
た
の
だ
と
逃
げ
よ
う
と
し
て

い
る。

そ
の
実、

歌
右
衛
門
が『
義
経
千
本
桜j
の
中心
信
を
や

っ
て
い
る。

そ
れ
か
ら、

羽
左
衛
門
が
月
本
肉
幡
之
助、

化

猫
の
芝
居
に
出
る
役
で
す。

菊
五
郎
が
化
猫
を
や
る
た
め、
ニ

ャ
ロ
メ
み
た
い
な
猫
を
描
い
て、

こ
れ
で
菊
五
郎
を
代
表
し

て
い
る
と
思
い
ま
す。

よ
り
お
も
し
ろ
い
の
が「｛日
や
ぎ
す
ゞ
り」
と
苔
い
た
下
の

ぉ
ち
ょ
ぽ
口
の
女
形
で
す。

甘
柳
硯
と
い
う
と「
小
野
道
風立H

柳
硯」
が
思
い
浮
か
ぴ
ま
す。

右
下
に
は「
義
経
千
本
桜j、
こ

の
方
は
上
演
し
て
い
る
け
れ
ど
も
行
柳
硯
は
当
時
五、

六
年

は
や
っ
て
い
な
い、

私
は
こ
れ
は
市
川
新
車
と
い
う、

ち
ょ

っ
と
か
わ
い
い
女
形
が
い
る
の
で
す
が、

そ
れ
だ
ろ
う
と
頻

か
ら
判
断
し
て
い
ま
し
た
が、

そ
れ
以
上
に
ふ
と
思
い
当
た

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た。
か
れ
は
両
国
に
あ
る「
胄
柳」
と
い

う
会
席
料
理
の
料
卒
の
孜
子
な
の
で
す。
「tll
柳」
は
広
煎
の

絵
に
出
ま
す（
図
98
)。
こ
の
料
亭
と
の
枯
故
を
暗
示
す
る
た
め

青
柳
硯
の
脊
柳
を
も
っ
て
き
た
の
だ
と
思
う
の
で
す。

な
お
確
実
な
証
拠
は、
「
三
卜
六
家
撰」（
図
99
)

と
い
う
当
時

図
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の
OO
出
版
が
あ
る
の
で
す
が、

rlJ
川
新
車
の
と
こ
ろ
に「
閲
名

を"JJ
柳
呼
る
は、

実
家
の
旧
称
な
り」
と
あ
る。
ま
さ
に、
こ

の「
寺
柳」
で
新
車
を
表
し
て
い
る。
お
咎
め
を
食
っ
た
ら、
こ

れ
は「
粁
柳
硯」
を
描
い
た
の
で
す、

と
い
っ
て
逃
げ
よ
う
と

い
う
太
ぃ
魂
胆
が
あ
っ
た
よ
う
で
す。
知
能
犯
と
も
い
え
ま

し
ょ
う。
そ
れ
く
ら
い
ま
だ
逃
げ
よ
う
逃
け
よ
う
と
い
う
気

が
あ
っ
た
よ
う
で
す。

今
度
は
風
俗。
こ
こ
に
出
す
妊
船
の
腹
を
裂
こ
う
と
す
る

絵
を
見
る
と、

国
芳
は
こ
ん
な
残
虐
な
絵
を
描
い
た
の
か
と

す
ぐ
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
性
を
思
う
の
で
す
が、

実
は
当
時
深

い●にん
．
．

 

，
 

川
八
幡
宮
で
催
し
た
生
人
形
の
兄
枇
物
の
写
生
な
の
で
す[
安

政
三
年(-
八
五
六
二（
図
100)。
大
江
忠
兵
衛
と
い
う
名
人
が

い
て、

そ
れ
が
こ
う
い
う
よ
う
な
人
形
を
た
く
さ
ん
作
り
ま

す。
そ
の
時
の
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
紹
介
し
て
お
き
ま
す（
図
101)。

し
た
が
っ
て
錦
絵
は
催
し
t
の
注
文
か
P
R
で
出
し
た
ん
で

し
ょ
う
ね。
だ
か
ら、

人
物
の
動
き
全
体
が
何
か
人
形
的
に

で
き
て
い
る
わ
け
で
す。
国
芳
は
あ
と
で
111
風
に
も
な
り
ま

す
が、
だ
ん
だ
ん
官
が
固
く
な
り
人
形
的
な
人
物
を
描
く
よ

う
に
も
な
り
ま
す。

囚
芳
の
肉
布
に
つ
い
て
中
し
ま
せ
ん
で
し
た。
肉
咽
は
い

ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
り
ま
し
て、

あ
と
か
ら
こ
し
ら
え
た
も

の
も
あ
リ
ま
す
し、

必
ず
し
も
画
家
の
力
砒
を
発
揮
し
て
い

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す。
が、
こ
と
錦
絵
と
か
そ
う
い
う
も

の
に
な
リ
ま
す
と一
生
懸
命
描
き
ま
す
の
で、

そ
の
種
の
版

下
絵
と
い
っ
て
版
に
す
る
前
の
絵
に
は
力
感
が
あ
り、

例
と

し
て、

111
原
藤
太
の
百
足
退
治
を
お
兄
せ
し
ま
す（
図
四）。

版

ド
絵
は
版
に
す
る
と、

応
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら、
こ
の

絵
は
何
か
市
情
が
あ
っ
て
残
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す。
と
い

う
の
は、

両
中
の
適
宜
の
個
所
に「
十
四」
す
な
わ
ち
嘉
水
五

年（一
八
丘
二）
四
月
の
改
印、

出
版
許
Hf
の
時
点
を
示
す
印

が
あ
る
の
で
す。
た
だ
し、

版
元
印
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん。

内
容
は
英
雄
田
原
藤
太
が、

龍
宮
城
の
龍
女
に、

彼
女
が

み
かみ

迫
害
さ
れ
る
三
t
山
の
大
む
か
で
を
退
治
し
て
く
れ
と
硝
わ

れ
て
引
き
受
け、

龍
宮
城
の
門
前
l
瀬
田
の
店
橘
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
ー＇
で
敵
の
米
襲
を
待
つ。
す
る
と、

三
上
山
を
ヒ
巻
半
ば
か
リ
し
た
む
か
で
が
ド
リ
て
く
る。
こ

れ
に
対
し
て
弓
を
射
る。
当
た
る
が、

固
く
て
矢
が
跳
ね
返

っ
て
し
ま
う。
一
の
矢．
二
の
矢
と
跳
ね
返
リ、

矢
は
三
本

ま
で
し
か
な
い。
そ
の
と
き
頭
に
閃
い
た
の
が．

む
か
で
は

召
•

g
.

人
間
の
唾
が
嫌
い
だ
か
ら
と
蔽
後
の一
本
の
矢
じ
リ
に
唾
を

塗
っ
て、
こ
れ
で
仕
留
め
ま
す。
そ
の一
歩
手
前
の
楊
面
で、

な
か
な
か
形
が
よ
く
で
き
て
い
ま
す。

お
も
し
ろ
い
の
は、

む
か
で
に
対
抗
す
る
魚
た
ち。
ワ
ア

イ
と
で
も
い
い
そ
う
に
防
御
陣
を
張
っ
て
擬
人
化
し
て
い
る。

武
名
絵
で
あ
り．

戯
画
で
も
あ
り、

妖
托
画
で
も
あ
る。
よ

く
見
る
と
藤
太
の
背
後
に、

薄
く
朱
で
龍
直
城
の
門
が
描
い

て
あ
る。
別
に
彫
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が、

描
い

て
お
く
と、

彫
る
ガ
が
そ
の
気
持
ち
で
作
業
す
る
よ
う
で
す。

こ
う
い
う
添
加
を
許
通
ご
祝
悌
と
い
っ
て
い
ま
す。

そ
れ
か
ら、

中
央
部
下
に
は
波
の
動
き
を
描
い
て
か
ら
そ

の
上
に
サ
イ
ン
の
紙
を
貼
っ
て
い
る。

窄
勢
と
い
う
も
の
を

大
小
に
し
た
ん
で
し
ょ
う
ね、

忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し

ょ
う。
そ
れ
か
ら、
妖
怪
の
足
も
と
で
し
ぷ
き
を
あ
げ
る
波

頭、
こ
れ
が
み
ん
な
む
か
で
に
な
っ
て
い
ま
す。
こ
れ
な
ど

注
意
が
肝
要
で
す。
妖
怪
の
後
ろ
は
胴
長
に
な
っ
て
水
中
に

か
く
れ
て
い
ま
す。
こ
れ
だ
け
見
て
も
相
当
な
箪
致
で
描
い

て
い
て、
彼
の
力
梵
が
わ
か
る
と
思
っ
て
紹
介
い
た
し
ま
し
た。

い
よ
い
よ＂駆
後
で
す。
安
政
六
年（一
『
八
五
九）
に
横
浜
港

が
開
港
し
ま
す。

国
芳
は
ま
だ
生
き
て
い
て、

中
風
に
か
か

っ
て
い
ま
し
た
が、

万
延
元
年（一
八
六
0)
に
横
浜
の
市
街

を
描
き
ま
す（
図
103)。
お
そ
ら
く
横
浜
ま
で
は
行
け
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
ら、

芳
員
と
い
う
横
浜
出
の
弟
チ
が
い
ま
し
た
の

で
こ
れ
に
描
か
せ、
サ
イ
ン
だ
け
は
自
分
で
入
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん。
た
だ、

横
浜
の
風
穀
は
し
っ
か
り
と
描
か
れ

て
い
ま
す。
右
手
遠
方
に
港
崎
の
遊
廓
が
あ
っ
て、

Ji
カ
国

の
旗
も
見
ら
れ
る。
並
ん
だ
店
舗
中
に「
三」
の
字
が
あ
る
の

は
三
井
八
郎
右
衛
門、

生
糸
を
扱
う
の
で
積
荷
が
あ
る。
こ

こ
に
弁
斐
の
中
囚
人、
ま
た
大
き
な
犬
が一
匹
い
る。
当
時

「
カ
ム、

カ
ム」
と
呼
ん
だ
の
で、
「
カ
ノ、

カ
メ」
と
い
い
慣

わ
し
犬
の
俗
称
に
も
な
っ
た
と
い
う
語
源
説
が
あ
り
ま
す。

こ
の
絵
が
最
後
作
に
な
っ
て、

国
芳
は
文
久
元
年（一
八
六

一
）
三
月
四
n
の
夕
方
に
亡
く
な
り
ま
す。

掲
ホ
し
た
よ
う
な

弟
千
の
芳
幾
が
描
い
た
死
絵（
図
104
)

が
出
さ
れ、

も
？ー
つ、

芳

ぉ
じめ

富
の
窄
で
描
の
緒
9
を
つ
け
た
煙
苫r
入
れ
を
持
っ
て
い
る
絵

姿
も
あ
り
ま
す（
図
応）。
進
歩
性
に｛が
ん
だ
国
芳
は、
こ
れ
か

図
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国
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understands the hidden meaning in giga, they become doubly interesting. Examples with a 

playful, impish qualit)'are his prints from the Collection of Go/dfislt series 

A well known example of Kuniyoshi's caricature or satire prints ((t,siziga) is Minamoto 

Yori/01110 Haunted by tlze Earth Spider and His Demons, which I think was intentionally made 

,·ague so as not to be easill'understood 

Prints such as Look-alike Goldfish, Fish willz Minds, and Sc斤bbles on a Sta,,ehouse H,aii take 

the Tempo Reforms in reverse. in other words show likenesses of actors who have succeeded in 

escaping. In his last years Kuniyoshi also did misemono-e depicting lifelike dolls 

I would like to introduce some powerful and interesting sketches for woodblock illustrations 

(11a11shita-e) - Tawara 110 Tota liidesato Killing a Centipede and Main Street in Yokohama - which 

were issued in 1860, the year before Kuniyoshi died. The print of the open part of Yokohama is 

brimming with enterprising spirit and thus fitting for Kuniyoshi's final work 

(Translated by Patricia Fister) 

図
104

芳
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国
芳
死
絵（
坐
像）

ら
明
け
て
行
く
日
本
を
眺
め
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
わ

け
で
す。
進
取
の
気
性
に
回
む
か
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
最
後
作

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う。
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The Fantastic Painter Kuniyoshi 

Tran._scrip1inn of a Lec1ure br 

Suzuki Juzo 

February 9. 1997 

Chiba Citr :\luseum of Art 

There are many ways of looking at Kuniyoshi: in particular he is often called a fantastic painter 

because of his novel conceptions. Of course these originated from his narnral gifts and talent, but 

I think that Kuniyoshi was also inspired by his incentive and environment. To put il concretely, 

friends and associates. including patrons, as well as related cultural forms for example popular 

literature (g’(、aku), fobuki drama, storytelling, miso110110 shows, etc all contributed to trigger・

ing Kuniyoshi's talent. Hereafter. I will discuss Kuniyoshi and his works while showing a number 

of slides 

First is an ud,iica-l'(round fan print) titled,1/ilat, of a S011baso Dane.-. Toyokuni III depicted 

an old man. Kuniyoshi a Sanbaso dancer, and lliroshige the old man S01Zai; this is indicative of 

the positions of the three artists al that lime. We can infer from the picture that in comparison 

with the other two, Kuniyoshi had a lively spirit and brilliant wit. Since Kuniyoshi's name appears 

in a subordinate position in a ranked listing of writers and artists published around 1813 which 

is a mi/air of a s,ヽmo ba11zuke. he must have done works prior to that time; howel'er, I hal'e not 

yet been able to locate them 

The earliest example of Kuniyoshi's illustrated books is the gokall (popular illustrated story) 

(,obuji Chu,hingura published in 1814. In 1814 he did a print depicting actors done only in black 

ink (swnizuri), tilled Colleclio11 of /(yoge11 of l'ori/01110's Era, and recently I discovered a similar 

work dated one year earlier with the title Ali/ale of a Collcclio11 of Famous Japanese Ri1•ers 

:-;ext comes the storybook Asa111cg11',(J 110 ki110sa111idarc (1815). which is patterned after 

Hokusai's SanshichiこendC91 91Onk0 910、)'/ヽIll<'(1808). From that time on. Kuniyoshi's interest in 

Hokusai was budding 

In his earlr warrior prints.llinamolo ro,ilomo Killing /he Earth Spider」lo11stcr and Tiu 

C/10s/ of Taira To1110111ori, as well as in his _f,,zokuga (genre picture) 711' Robrn 11,alaJi1// al 

Oo;,ama S!k1'.,011 Shrine and bijinga (pictures of beautiful women) The Courie双1 1 Alo11hiko of 

Omiya, one can see new techniques such as Western shading. 

The series which made Kuniyoshi famous was his Popular 1'nヽi(In o/ IlIC ]08 H(ro(S o/ IIIC 

\later.\fargin (Suikodcn). I think the popularity of the Suikodcn was influenced by storytelling at 

places in Edo at that time. Because of theゞworks he became known a, "Suikoden no Kuniyo

shi." He did lot� of series with Suikod皿like heroes, one of which is the japa加況 Ii}ヽion of th, 

800 Hao,, of thl'\later Margin. An interesting print from that series is Doki Taishi,,0.Iluto,W{l“ 

;-.;or long ago Nakamura Emi discovered that the subject matter of thi, print is from the Kuko11 

kida11 m11rasaki soshi. This subject was also taken over and continued by Kuniyoshi's pupil 

Yoshitoshi 

A kyug1)こmi (proof sheet) for Sakata Kaidomaru is in the collection of the Rijksmu,-eum. 

Amsterdam. It is interesting to compare this with the final \'er,ion of the print as one can get an 

understanding of the printing process. 

Examples of typical Kuniyoshi,ti,kriga (landscape prints) are Shiu 1 ·oslii1rara and S,mwala, 

from the Famous \'irn•s of Edo series. "Pine of Success" from the Toto (Edo) series、 Act l l (lf 

Chushi11g11ra:.\'i!ii,t A/lack, and The f-laoine Oilaue of Omi P1,()1•i11cc In these prints one can see 
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his unique and daring \\'estern-style interpretations 

One can surmise that Kakkyo (Ch: Guoju) from the series Minor of the Turnかfour Pamgo11s 

of Filial Pi£'1y was influenced by the cop訳rplate engravings of Aodo Denzen. An illustrated 

gok{I 11 incorporating a 11·estern style of painting is the.\'a11at,11g【1111i irrko 111ak111.a.In addition to 

Denzen's influence, I think that this book also shows that Kuniyoshi ll'as frequenting shops selling 

Chinese goods. 

I ll'Ollld like to mention in passing that Kt1niyoshi's new artistic name ll'as introdt1ced in an 

adl'ertisement for a painting and calligraphy e:\'.hibition of works from the collection of Tojo 

Kindai, a Confucian scholar who associated with Kuniyoshi. 

Onl'll1111d1cd Stories of.\lilita,y Falor is a series like the Taikoki series. Other similar works 

are l'o1ito1110's Sight Attack 011 the Palace of Yamaki and }a加nese Troops led by Takmo,ヽchi

110 Daiji11 Attacking a Korean Ciか． Taikoki-like interpretations became indispensable for his 

warrior prints 

Stylish examples of Kuniyoshi's mitate-e can be fo血d in his series Fa11101,s IVanio,� Paired 

ll'ith Chaptas f>,om the Tale of Ge11ji. Let me show some examples of typical Kuniyoshi prints 

that effectil'e!y use the large picture format. Ho1J'llkak1ヽ from the series Hakke11de11 (we knoll' 

that this was done in 1840 from a letter of Bakin's); The !mmorlal Gama a11d Soma Taro 

l'o,hikado: The Old Soma Palace; Tamctumo Rescued by Tc11g11 Se11/ by Sa111 1ki-i11,.IIり·amoto

Alusashi and t加Great Whale, etc. are all masterpieces in which Kuniroshi's novel designs can 

be seen. An example which skillfully employs a long vertical format is Comparison of B1'a四

Men: TaiI'O 110 To111011101i. Hory11kak11 from the Hakke11de11 is by Kuniyoshi, but this series 

includes many joint works done by Toyokuni, Kunisada. Iliroshige 

As for nkishiga (historical pictures) and setsmmga (illustrations of legendary tales), there is 

the series !l/11stralcd Abridged Biogmphy of Koso (.\'ichim1). The composition for Exhilcd P,i,st 

Nirhi9,l/1 in the S11 01r at Ts,ヽkaham. Sado from that series was borrowed from an illustration in 

the woodblock book B1111po sa11s11i iko. There are,·ersions of Kuniyoshi's print with and without 

the horizon line, and the ones with it are from an earlier edition. 

I ll'Ould also like to discuss the roots or sources for Emperor Koko from the series One 

Hundred Poems by One Hundred Poet:; and Kanshi11 Humbles Himself and Cr au•/s bet/l'cen the 

Legs of fl,.- Rogues lo Goin Self Co11tro/. \\'ithin Japanese folklore. Kuniyoshi depicted a 

di,·ersit)' of episodes from the famous Talc of Tamatori. 

I would like to introduce a print of 1840. ld1ikau,a£biこo 1 • a., Kczori K11ano11 as an example 

of Kuniroshi's _,'akusha-e (actor prints) 

There are many interesting examples of bりiuga. such as E1·,•11i11g Mist (uchilm-e), The Clear 

Moon i11 the EなMl, Monti, (oban), The Wisteria �f Kameido from the series Various Specialties 

of the Di,trids i11 Edo (c/111ba11), and X1111ohiki ll'atc1fall from the series ll'ato加ii-striped

Materials in..J 11．suu to Eamcst Prayas ( oba11) 

As for Kuniyoshi's s訳ciality giga (comic pictures) fin,t of all I would like to call attention 

to ll'09/lun Lookiilg at aII [1sIIshi.9'(IIchiIra·9）． じtsushi-e de1·eloped into ltame-e. In his Cat Da11cc 

( 11chi1w-e) showing cats personifying humans and dancing. the facial expressions are quite 

man·elous. This prim has incorporated a kind of street performance (daidogei) called Daikoku 

Da11ci11g, which ll'as also made into a k11b11ki play in 18➔1, and Kuniyoshi painted it as well. If one 



ん。
先
生
方
の
制
作
意
図
と
言
い
ま
し
ょ
う
か、

作
品
を
生

性
を
も
っ
て
話
を
仕
切
り
た
い、
と
い
う
意
図
は
あ
り
ま
せ

明
確
な
方
向

な
か
で
は
彫
刻
の
重
鎮
で
し
て、

今
日
お
越
し
い
た
だ
い
た

ム
で
す
か
ら、

出
品
さ
れ
て
い
る
作
品
の
お
話
を
う
か
が
う、

と、

あ
ま
り
徒
党
を
組
ん
で
も
の
を
考
え
た
り
行
動
す
る
こ

と
が
お
嫌
い
な
よ
う
に
お
見
受
け
し
て
お
り
ま
す
が、

会
の

と
い
う
か
た
ち
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、

ま
す
が、

ど
う
も
先
生
の
お
話
を
い
つ
も
聞
い
て
お
り
ま
す

今
日
は
特
に
今
回
の
展
覧
会
に
関
し
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

土
谷
さ
ん
は「
新
制
作」
と
い
う
団
体
に
所
属
し
て
お
ら
れ

そ
れ
で
は
谷
先
生、
お
願
い
し
ま
す。

最
初
に、
土
谷
武
さ
ん。

先
生
と
相
談
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た。

お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す。

ず
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
ご
紹
介
を
し
ま
し
て、

そ
れ
か
ら

図
録
の
執
箪
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
お
願
い
し
た
谷
新

日、

ど
の
程
度
お
話
い
た
だ
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が、

ま

る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
て、

本
展
覧
会

実
味
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て、

今

に
よ
っ
て、

お
そ
ら
く
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
は
ピ
ン
と
来

け
れ
ど、

あ
ま
り
喋
ら
な
い
ほ
う
が
作
家
と
い
う
も
の
の
真

も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て、

こ
う
い
う
言
葉
を
提
案
す
る
こ
と

た
い
作
家
の
方
は
非
常
に
能
弁
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

「
表
面
と
構
造」
と
い
う
言
葉
は
ひ
と
つ
の
符
牒
み
た
い
な

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
当
美
術
館
の
展
窟
会「
超
克
す
る
か
た
ち
ー↓
彫
刻
と
立

体」(-
九
九
七
年
三
月
十
九
日
ー
四
月
二
十
四
日）
に
あ
わ
せ
て
開
催
さ

れ
た。
出
品
作
家
の‘
2り、

土
谷
武・
村
岡
三
郎・
福
嶋
敬
恭·
小
清
水
漸
の

四
氏
をパ
ネ
ラ
ー
に
迎
え、

展
覧
会
図
緑
に
論
考一
9「
II

造
形
主
義”
を
超
え
て

—
彫
刻
／
立
体
の
新
し
い
空
間」（
六ー一
五
頁)]
の
執
筆
を
お
願い
し
た
谷

新
氏（
美
術
評
論
家・
宇
都
宮
美
術
館
館
長）
に
司
会
進
行
を
引
き
受
け
てい

た
だ
い
た。

本
誌
掲
載
に
あ
たっ
て、

箪
耕
な
ら
び
に
註
記
は
本
館
学
芸
員
の
藁
科
英
也

が
行
い、

出
席
さ
れ
た
各
氏
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
た。

ま
ず、

先
生
方
の
ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す。
ゞ
）

、

t
し

う
テ
ー
マ
の
も
と
に
お
話
を
う
か
が
お
う
と
す
る
も
の
で
す。

い
ま
す。

先
生
方
を
パ
ネ
ラ
ー
に
お
迎
え
し
て、
「
表
面
と
構
造」
と
い

タ
ロ
グ
な
ど
お
読
み
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
か
と
思

＊一
九
九
七
年
三
月
二
十
九
日（
土）

於
千
葉
市
美
術
館
十一
階
講
堂

刻
と
立
体」
に
出
品
し
て
お
ら
れ
る
先
生
方
の
う
ち、

四
人
の

そ
こ
で
お
話
を
聞
か
れ
て
も
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
し、

ま、

当
館
で
開
催
し
て
お
り
ま
す「
超
克
す
る
か
た
ち
ー
彫

に
な
り
た
い
方
は、

今
日
こ
の
後
懇
親
会
の
よ
う
で
す
か
ら

き
ま
し
て、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
た
だ
い

ー
今
日
は
掛
値
な
し
に
遠
路
の
と
こ
ろ
を
お
集
ま
り
い
た
だ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
表
面
と
構
造」

ち
で
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す。

く
わ
し
く
お
知
り

む
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
よ
う
な
も
の、

そ
れ
を
生
の
か
た

谷
新（
司
会
進
行）

土
谷
武

村
岡
三
郎

福
嶋
敬
恭

小
清
水
漸
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方
の
な
か
で
は一
番
彫
刻
の
伝
統
と
言
い
ま
し
ょ
う
か、
真

髄•
本
質
を
究
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
と
思
い
ま
す。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
荻
原
守
衛
と
か
高
村
光

太
郎、
あ
る
い
は
新
制
作
の
直
鎮
で
あ
り
ま
す
柳
原
義
達
や

そ
の
前
の
清
水
多
嘉
示
な
ど
と
の
関
係、
さ
ら
に
は
彼
ら
の

淵
源
を
成
す
ロ
ダ
ン
と
か
プ
ー
ル
デ
ル、
マ
イ
ヨ
ー
ル
と
い

っ
た
近
代
彫
刻
を
学
ん
で
日
本
は
百
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が、
そ
う
い
っ
た
彫
刻
の
真
髄
を
学
ぴ
つ
つ、
そ

こ
か
ら
脱
却
を
さ
れ
て
き
た
作
家
で
あ
る
と
私
自
身
は
受
け

止
め
て
い
ま
す。
お
そ
ら
く、
こ
の
展
覧
会
の
作
品
を
ご
ら

ん
に
な
っ
た
多
く
の
み
な
さ
ん
が
感
じ
ら
れ
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が、
土
谷
さ
ん
は
近
代
彫
刻
に
基
を
習
き
な
が
ら、
ど

う
や
ら
そ
こ
に
違
和
を
党
え
て
独
自
の
道
を
切
り
拓
い
て
こ

ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か、
と
い
う
印
象
で
す。

次
は、
村
岡
三
郎
さ
ん。

村
岡
さ
ん
の
作
品
に
つ
い
て
は、
な
か
な
か
言
葉
に
遠
元

で
き
な
い
よ
う
な
内
容
を
持
ち
な
が
ら、
一
3回
度
に
ポ
エ
テ
ィ

ッ
ク
な
側
面
と
い
う
も
の
が
村
岡
さ
ん
の
作
品
に
あ
る
の
か

な、
と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
ね。
物
質
が
高
い
ポ
イ
ン
ト
で

昇
華
す
る
と
言
い
ま
し
ょ
う
か、
あ
る
別
の
も
の
に
変
容
す

る
と
い
う
よ
う
な、
そ
ん
な
側
面
も
感
じ
ま
す。
ま
た、
質

批
を
持
っ
た
物
質
を
扱
い
な
が
ら、
物
歿
と
は
全
く
遠
っ
た、

文
学
的
に
言
え
ば
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
観
点
と
い
う
も
の
を

ど
う
や
ら
持
っ
て
い
る
よ
う
で、
そ
の
へ
ん
に
私
は
関
心
を

持
っ
て
ま
す。
よ
く
よ
く
見
る
と、
例
え
ば「
貯
蔵」
と
い
う

ま
す
け
れ
ど。

近
年
は、
こ
こ
に
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が、
も
っ
と
別

な
何
か

ー↓）
れ
は
私
自
身
の
感
じ、
受
け
止
め
方
な
ん
で
ご

本
人
が
ど
の
よ
う
に
お
考
え
な
の
か
今
日
ち
ょ
っ
と
訊
い
て

み
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
ー「
表
面」
の
問
題、
つ
ま
り
あ
ら

ゆ
る
彫
刻
や
立
体
と
い
う
も
の
は
ひ
と
つ
の
質
料、
立
体
的

な
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
と
か
フ
ォ
ル
ム
を
持
っ
て
い
ま
す
が、
そ

の
よ
う
な
も
の
に
遠
元
さ
れ
な
い
何
か
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る。
「
表
府
性」
と
で
も
言
い
換
え
て
も
よ
い。
非

常
に
表
面
的
／
視
覚
的
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
そ
こ
に
高
い
ポ

イ
ン
ト
を
習
い
て
表
現
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す。
そ
れ
が
顔
料
に
由
来
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し、
ス
テ

ン
レ
ス
な
ど
の
金
属
の
表
面
で
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す。
そ

れ
か
ら
工
業
的
に
作
ら
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
が
光
を
浴
ぴ
て
変

わ
っ
て
く
る
も
の
も
あ
り
ま
す。
あ
ら
ゆ
る
ポ
イ
ン
ト
が
表

面
に
遠
元
さ
れ
て
い
る。
表
面
で
何
か
訴
え
た
い
も
の
が
何

か
ご
本
人
の
な
か
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か、
と
い
う
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
受
け
止
め
て
い
ま
す。

そ
れ
か
ら
最
後
に
な
り
ま
し
た
が、
小
消
水
漸
さ
ん
で
す。

小
清
水
さ
ん
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
は
思
い
ま
す
が、

-
JL
六
0
年
代
末
か
ら
七
0
年
代
初
頭
に
か
け
て「
も
の
派」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
動
向
が
あ
り
ま
す
が、
そ
の
時
代

に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す。
こ
れ
は
H
本
の
戦
後
美
術
の
な

か
で
吉
原
治
良
が
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
だ
っ
た「
具
体（
具
体
美

術
協
会）」
と
同
等
に
海
外
で
知
ら
れ
て
い
る
動
向
で
す。
小

ふ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
り、
「
ガど
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
生
死
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
り。
あ
る
い
は
何
ら
か
の
も

の
が
別
な「
何
か」
に
変
容
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス。
展
示
室
に

展
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、
蝿
の
生
態
を
モ
テ
ィ
ー

フ
に
し
た
作
品
が
あ
っ
た
リ。
無
機
質
的
な、
と
っ
つ
き
に

く
い
か
た
ち
と
か
物
質
を
扱
い
な
が
ら、
そ
こ
に
人
間
存
在

の
根
源
的
な
体
験
に
も
と
づ
く
問
い
や、
人
間
存
在
を
突
き

放
すヶ
他
な
る
も
の“
と
の
境
界
領
域
の
制
題
が
込
め
ら
れ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
感
じ
も
し
て
お
り
ま
す。

そ
の
次
が
福
嶋
敬
恭
さ
ん
で
す。

福
鴫
さ
ん
は、
美
術
史
的
な
動
向
で
言
い
ま
す
と一
九
六

0
年
代
後
半
か
ら
の
ミ
ニ
マ
リ
ス
ム。
こ
れ
は
イ
リ
ュ
ー
ジ

ョ
ニ
ズ
ム、
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
て
い
く
よ
う
な
傾
向
の
ア

ー
ト
を
指
し
て
い
ま
す
が、
そ
れ
に
当
初
は
与
し
た
作
家
と

い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
て
お
り
ま
す。

表
現
と
い
う
も
の
は、
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
ざ
ま

な
表
現
の
媒
体
を
使
っ
て
表
す
わ
け
で
す
け
れ
ど、
そ
の
過

程
に
お
い
て
モ
テ
ィ
ー
フ
と
か
対
象
性
と
か
従
来
の
美
術
で

言
う
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
否
定
し
た
動
向
が
ミ
ニ
マ
リ
ス
ム

で
す。
福
叫
さ
ん
は
非
常
に
単
純
な
形
態（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
な

か
た
ち）
で
ー
そ
う
い
う
傾
向
の
も
の
を
プ
ラ
イ
マ
リ
ー・
ス

ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
と
言
い
ま
す
が
i
同一
の、
ミ
ニ
マ
ル
な
形

態
を
繰
り
返
す
と
い
う
ふ
う
な
作
品
を
作
っ
て
こ
ら
れ
た。
た

だ
し、
一
九
七
0
年
代
末
か
ら
し
ば
ら
く
ア
メ
リ
カ
に
行
か

れ
て、
新
し
い
表
現
主
義
的
な
絵
画
も
試
み
ら
れ
て
お
ら
れ

清
水
さ
ん
は
そ
の
動
向
の
な
か
か
ら
育
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た

が、
小
清
水
さ
ん
の
場
合
は
当
初
は
鉄
と
か
土
と
か
を
使
っ

て
い
ま
し
た
け
れ
ど、
今
は
木
を
使
っ
た
作
品
に
特
徴
が
あ

る
ん
で
す
ね。
そ
れ
に
パ
ラ
フ
ィ
ン
の
よ
う
な
熱
変
化
を
起

こ
す
物
質
や
陶
器
な
ど。
そ
れ
ま
で
の
彫
刻
と
い
う
と
プ
ロ

ン
ズ
だ
と
か、
絵
画
と
い
う
と
タ
プ
ロ
ー
に
何
か
油
彩
や
ア

ク
リ
ル
で
絵
を
描
く
と
い
う
よ
う
な、
い
わ
ば
近
代
主
義
の

な
か
で
当
然
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
方
法
論・
媒
材・
索
材

を
み
ご
と
に
払
拭
し
て
独
自
の
美
術
観・
作
品
観
を
作
っ
て
き

た
と
受
け
止
め
て
い
ま
す。

い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
こ
の
三
十
年、
四
十
年
近
く
の
動
向

を
歩
ん
で
こ
ら
れ、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
よ
く
知
ら
れ

た
作
家
の
み
な
さ
ん
方
で
す
け
れ
ど、
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ

み
な
さ
ん
に
お
話
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す。

さ
て、
前
提
と
し
ま
し
て
先
は
ど
い
ろ
い
ろ
お
話
し
ま
し

た
よ
う
に、
近
代
の
彫
刻
観
の
よ
う
な
も
の、
あ
る
い
は
作

法
の
よ
う
な
も
の
を
払
拭
さ
れ
て
今
日
の
作
品
が
生
ま
れ
て

き
て
い
る、
と
い
う
言
い
方
で
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も、

今
回
の
展
覧
会
で
は
比
較
的
新
し
い
時
代
に
制
作
さ
れ
た
作

品
ー一
九
八
0
年
代
以
降
の
も
の
が
中
心
だ
と
思
い
ま
す
が

ー
そ
れ
ら
は「
彫
刻」
と
言え
ば
彫
刻
で
あ
る
し、
「
立
体」
と

言
わ
れ
れ
ば
立
体
で
あ
る
し、
あ
る
い
は
仮
設
的
な
展
示
と

い
う
意
味
で
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
ば
そ
う
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い。
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
の
仕
方
が
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
メ
ン
パ
ー
や
空
間

図
1

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

全
場
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で
作
品
を
設
駕
す
る
作
業
を
通
じ
て
率
直
に
ど
の
よ
う
な
感

じ
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
た
か、
ち
ょ
っ
と
み
な
さ
ん
に
お
話

を
う
か
が
い
た
い
と
思
う
ん
で
す
が。

そ
の
へ
ん
上
谷
さ
ん、
ま
ず
い
か
が
で
し
ょ
う
か。

土
谷

ヒ
谷
で
す。
私
が
今
度
の
展
院
会
の
何
人
か
に
選
ば

れ
た
ん
で
す
け
れ
ど、
人
選
は
美
術
館
の
方
が
や
ら
れ
た。
私

は
村
岡
さ
ん
を
は
じ
め
み
な
さ
ん
全
部
存
じ
て
お
り
ま
す
け

れ
ど、

作
品
を一
緒
に
展
ぷ
す
る
こ
と
は
初
め
て
で
し
た。

私
は一
JL
九
0
年
以
降
の
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す。
一

点
だ
け
サ
ン
ハ
ウ
ロ
の
ピ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
し
ま
し
た
八
三

年
の
作
品
が
あ
り
ま
す
が。

運
送
屋
さ
ん
と
か、
い
ろ
ん
な
都
合
が
あ
り
ま
し
て
結
局

三
月
十
六
日
の
日
躍
日
に
私
が
ひ
と
り
だ
け
先
に
展
示
し
た

ん
で
す。
後
か
ら
菅（
木
志
雄）
さ
ん
が
同
じ
展
示
室
で
並
べ

て
下
さ
っ
た。
会
場
そ
の
他
に
つ
き
ま
し
て
は
私
は
何
の
不

満
も
あ
り
ま
せ
ん
し、
こ
の
よ
う
な
会
場
に
自
分
を
並
ぺ
る

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
気
恥
ず
か
し
い
気
が
す
る
ん
で
す
け

れ
ど。
ま
あ、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て、
も
う一
度
こ
の
会
場

で
日
分
を
比
つ
め
直
す、
自
分
の
作
品
を
と
っ
く
り
と
兄
た

こ
と
が
な
い、
い
っ
た
ん
外
に
出
し
て
み
な
い
と
自
分
の
作

品
な
ん
て
分
か
ら
な
い
も
の
だ、
と
い
う
わ
け
で、
も
う一

度
自
分
を
見
直
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
今
n
参
り
ま
し
た。

谷

同
じ
よ
う
な
質
問
で
村
岡
さ
ん
い
か
が
で
し
ょ
う
か。

村
岡

私
は、
今
回
の
展
覧
会
の
作
品
の
選
定
は
こ
の
美
術

館
の
窯
向
に
沿
っ
て
出
品
し
ま
し
た。
自
分
の
作
品
を
並
ペ

ど
い
と
言
い
ま
す
か、
そ
う
い
う
も
の
は
い
ま
だ
に
埋
ま
っ

て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ぽ
く
の
今
の
心
境
で
す。

た
だ、
ど
の
作
家
も
個
人
個
人
の
主
張
を
す
る
わ
け
で
す

か
ら
そ
の
差
異
が
あ
っ
て
当
然
な
ん
で、
展
示
が
い
い
と
か

悪
い
と
か
と
い
う
判
断
は
つ
き
に
く
い。
村
岡
さ
ん
が
先
は

ど
言
わ
れ
た
よ
う
に、
並
ぺ
て
み
て
個
人
個
人
の
違
い
と
い

う
も
の
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
き
た
ん
で
す
が、
で
は
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

と
後
で
整
理
を
し
て
み
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な、
そ
の
よ

う
な
心
瑳
で
す。

い
ず
れ．
ぶ
う
こ
と
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も、

今

出
品
し
て
い
る
ぽ
く
の
お
お
む
ね
の
原
点
は：
…•一
几
六
4ハ

年、
六
七
年
く
ら
い
に
卜
六
ミ
リ
の
映
画
を
作
っ
た
ん
で
す

ね。
そ
れ
は
風
穀
を
新
幹
線
で
大
阪
と
京
都
の
間
を
ず
っ
と

そ
の
ま
ま
褐
っ
た
何
で
も
な
い
映
像
だ
っ
た
ん
で
す。
そ
の

内
容
は
必
然
的・
伐
党
的
に「
見
え
る
も
の」「
11
に
人
っ
て
く

る」
も
の
と、
意
臨
的
に
も
の
を「
見
る」
と
い
う
こ
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か、
と
い
う
こ
と
が
出
発
点
に
あ
り
ま
す。
そ
れ

で
結
局、
「
認
滋
を
す
る
こ
と」
と
そ
れ
か
ら「
知
党
を
す
る
こ

と」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
そ
の
原

点
に
な
っ
て
い
ま
す。

あ
れ
か
ら
三
卜
年
ち
か
く
に
な
り
ま
す
が、
何
に
も
変
わ

っ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
が、
11

分
の
な
か
で
は
い
く
ら
で
も
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て、
い

ま
だ
に
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す。
今
回
の

て、
今
回
も
う一
度
兄
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど。
ほ
と
ん

ど一
九
七
0
年
代
あ
る
い
は
八
0
年
代
前
半
で
す
ね。
現
在

の
も
の
も
並
ぺ
て
い
ま
す
が。
そ
の一
辿
を
自
分
な
り
に
ち

よ
っ
と
兄
て、
他
の
作
家
の
方
々
の
い
わ
ゆ
る「『
彫
刻j
と
い

う
確
執」
か
ら
作3‘え
る
と
か
な
り
ず
れ
て
い
る
な
ぁ．
そ
ん
な

実
感
が
あ
り
ま
す。

「
彫
刻」
と
い
う
あ
る
種
の
美
術
の、
H
本
の
現
代
美
術
を

含
め
ま
し
て、
動
的
な
解
釈
か
らtり
い
ま
す
と、
か
な
り
成

立
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す。
し
か
し
ー
ぁ

ま
り
自
分
の
こ
と
を一．．．
 口い
ま
す
と
だ
ん
だ
ん
言
い
訳
に
な
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
が
ー
私
が
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
だ
し
た

頃
の
社
全
的
背
漿•
も
の
の
考
え
方
と
い
う
と
こ
ろ
に
多
分
に

私
自
身
の
今
の
作
品
の
成
立
す
る
原
点
も
あ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す。
そ
う
い
う
慈
味
で、
「「
彫
刻」
と
い
う
確
執」
か
ら

少
し
ず
れ
ま
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど、
こ
れ
は
ま
あ、
致
し

方
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か、
自
分
で
は
そ
う
感
じ
て
い
ま
す。

谷

福
鴫
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う。

福
嶋

ぽ
く
は
個
展
を
中
心
に
や
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら、

こ
う
い
う
か
た
ち
で
他
の
作
家
の
人
と
同
時
に
数
点
ず
つ
の

作
品
を
並
ぺ
る
と
い
っ
た
機
会
は
ぽ
く
の
場
合
は
あ
ま
り
多

く
な
い
の
で
す
が。
今
阿
の
よ
う
に
数
点
並
ぺ
ま
す
と、
実

は
ど
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
？
と
い
う
よ
う
な
感

じ
は
持
っ
て
い
ま
し
た。
作
品
を
セ
ソ
ト
す
る
こ
と
な
ど
は

学
芸
且
の
方
に
お
任
せ
し
て
い
て、
昨
日
か
ら
こ
こ（
千
葉）

に
来
て
い
た
ん
で
す
が、
や
は
り
差
と
言
い
ま
す
か、
と
ま

図4
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品
新
作
品
の
な
か
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
基
本
的
に
湛
い

て
い
ま
す。
「
知
党
す
る」
と
い
う
こ
と
は
い
ろ
ん
な
知
箕
の

仕
方
が
あ
る
の
で
す
が、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
か
た
ち
に
還

元
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
主
体
的
に
や
っ
て
い
ま
す
か
ら、

ど
ち
ら
か
と
言
い
ま
す
と「
彫
刻」
と
か「
立
体」
と
い
う
も
の

よ
り
も
む
し
ろ
作
品
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で、

自

然
の
う
ち
に
知
党
す
る
と
か
認
識
す
る、

そ
の
よ
う
な
問
題

を
う
ま
く
引
き
出
し
て
も
ら
え
た
ら
た
ぶ
ん
そ
ん
な
こ
と
が

わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な、

と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す。

谷

小
清
水
さ
ん、

お
顧
い
し
ま
す。

小
清
水

何
を
言
っ
て
い
い
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す

が、

私
は
こ
う
い
う
グ
ル
ー
プ
展
と
い
う
も
の
は
何
度
も
経

験
が
あ
っ
て。

グ
ル
ー
プ
展
は
自
分
の
思
い
通
り
に
は
作
品

が
並
ぺ
ら
れ
な
い。

つ
ま
り、

空
間
の
な
か
で
自
分
の
作
品

が
生
き
て
こ
な
い
と
い
う
体
験
は
い
つ
も
し
て
い
ま
す。

そ

の
こ
と
は
共
悟
し
て
い
つ
も
展
覧
会
に
臨
ん
で
い
る
ん
で
す。

た
だ
グ
ル
ー
プ
辰
を
や
る
と、

と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に

自
分
の
作
品
の
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が、
一
緒

に
並
べ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
他
の
作
家
の
作
品
が
よ
く
兄
え

て
く
る、

そ
れ
ぞ
れ
が
分
か
る、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
毎

回
体
験
し
ま
す。

今
回
も
私
自
身
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の

作
品
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ

て
い
ま
す。

私
の
出
品
作
品
に
関
し
て
は、
一
点
だ
け
を
除
い
て
は
全

部
こ
ち
ら
の
学
芸
の
方
で
選
ば
れ
て
い
ま
す。

唯
一
新
作
だ

い
ま
す。

実
際、

今
回
展
覧
会
に
与
し
て
み
て、

ご
自
身
の

彫
刻
観
と
い
う
か
作
品
観
が
す
で
に
近
代
彫
刻
を
ペ
ー
ス
と

し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
ず
れ
て
い
る
ん
だ、

と
い
う
意
味

に
も
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
し、

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に、

こ
の
よ

う
な
展
覧
全
の
企
画
が
組
ま
れ
て
み
な
さ
ん
の
目
に
映
ず
る

よ
う
に
提
供
さ
れ
た
時
に
生
ま
れ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
が
従
米

の
彫
刻
的
な
認
識
と
い
う
も
の
と
か
な
り
児
な
っ
て
き
て
い

る
ん
だ、

と
い
う
よ
う
な
指
摘
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
ま

し
た
が。

そ
れ
は．

福
祀
さ
ん
あ
る
い
は
小
消
水
さ
ん
の
お

話
か
ら
も
共
通
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
う

ん
で
す。

そ
れ
と、

い
ず
れ
の
み
な
さ
ん
も
ご
自
身
の
作
品
が
例
え

ば
プ
ロ
ン
ズ
な
ら
プ
ロ
ン
ズ
と
い
っ
た
ひ
と
つ
の
索
材
と
で

き
卜
が
っ
た
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
体
化
す
る、
一
言
っ
て
み

れ
ば
純
一
性、

シ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ
と
い
う
も
の
と
ち
ょ
っ
と

巽
な
っ
た
と
こ
ろ
に
臨
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

ご
自
身
の
作
品
も
そ
ん
な
性
格
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が
ら
発―.-]
さ
れ
て
い
る

と
思
う
の
で
す
が、

こ
の
よ
う
な
展
覧
全
と
い
う
共
通
の
場

に
沼
か
れ
る
他
の
作
家
の
作
品
と
い
う
も
の
を
や
は
り
よ
く

ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
愁
じ
が
し
ま
す。
一
種
の
殺

合
的
な
場
と
し
て
今
回
の
展
笈
会
の
意
味
を
感
じ
て
い
る
と

思
い
ま
す。

＂取
初
の
問
題
で
す
が、

村
岡
さ
ん
か
ら
提．マ•E
が
あ
り
ま
し

た「
彫
刻」
と
い
う
も
の、

そ
の
確
執
か
ら
の
ズ
レ
と
い
う
問

け
は
私
が
今
回
こ
れ
を
出
そ
う
と
思
っ
て
作
っ
た
も
の
で
す。

そ
れ
は、

か
な
り
サ
ー
ピ
ス
精
神
が
あ
っ
て（
笑）。

他
の
出

品
作
品
を
ず
っ
と
見
て
い
く
と、

レ
リ
ー
フ
状
の
も
の
で
あ

っ
た
り
表
面
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
も
の
が
副
打
に
見
え
る
作

品
で
あ
っ
た
り
：
·

9

9

•

そ
の
な
か
に
一
点
だ
け
立
体
的
な「
デ
ウ

カ
リ
オ
ン
の
机」
と
い
う
机
状
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る。

そ

の
両
者、

あ
い
だ
を
繋
ぐ
よ
う
な
作
品
を
新
し
く
作
る
と
い

う
こ
と
で
出
品
し
て
み
よ
う
と
い
う
慈
図
で
新
作
を
作
リ
ま

し
た。彫

刻
と
い
う
も
の
に
対
し
て
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
に
臨

ん
で
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は`

お
い
お
い
そ
れ
ぞ
れ

の
先
生
方
の
話
の
迪
続
の
な
か
で
出
て
く
る
か
と
は
思
う
ん

で
す
が
：··
：
尖
は、

私

こ
の
な
か
で
一
番
年
下
で
あ
り
ま

し
て、

土
谷
先
生
は
私
の
大
学
時
代
の
恩
師
で
も
あ
り
ま
す

し、

他
に
こ
の
会
場
に
は
同
じ
よ
う
に
姓
畠（
党
造）
先
生
と

か
恩
師
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
か
ら、

非
常
に
し
ゃ
ペ
リ
に
く

い
立
揚
で
：．．．．
 た
だ、

不
思
議
だ
な
と
思
い
ま
す
の
は
こ
ん

な
白
髪
に
な
っ
て
髪
の
毛
も
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
に、

い

ま
だ
に
一
番
若
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
不
思
議
な

気
が
し
て
お
り
ま
す（
笑）。

谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。

お
話
の
な
か
で、

い
く
つ
か
煎
要
な
問
題
が
す
で
に
出
て

い
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す。

例
え
ば、
「
彫
刻」
と
い
う

問
題、

あ
る
い
は「「
彫
刻」
と
い
う
確
執」
か
ら
す
で
に（
自
分

は）
ず
れ
て
い
る
ん
だ、

と
い
う
指
摘
が
村
岡
さ
ん
か
ら
出
て

題。

私
は、

こ
れ
が
実
は
非
常
に
根
深
い
問
題
だ
と
EJ
え
る

ん
で
す
が。

そ
れ
が
近
代
彫
刻
観
で
あ
っ
て
も、

あ
る
い
は

近
代
彫
刻
を
兄
て
そ
れ
を
語
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も

い
い
の
で
し
ょ
う
が、

そ
れ
ら
と
の
距
離
感
の
よ
う
な
も
の

に
つ
い
て
体
験
を
交
え
な
が
ら、

伝
統
的
な
も
の、

こ
れ
ま

で
一
般
に
認
盗
さ
れ
て
い
る
彫
刻
観
と
の
距
離
の
よ
う
な
問

題
に
つ
い
て、

ご
自
身
の
ひ
と
つ
の
転
機
に
な
っ
た
よ
う
な

こ
と、

あ
る
い
は
制
作
上
で
の
お
話
を
う
か
が
い
た
い
の
で

す
が。こ

の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
一
番
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
あ

ら
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
の
は
：．．．．
 ち
ょ
っ
と
話
題
が
ず
れ

る
ん
で
す
が、

今
は「
彫
刻
家」
と
し
て
彫
刻
を
や
ら
れ
て
い

る
ガ
と
画
家
で
あ
り
な
が
ら
彫
刻
あ
る
い
は
立
体
作
品
を
作

ら
れ
て
い
る
と
い
う
ガ
が
こ
こ
に
現
仔
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね。

ど
ち
ら
が
今
H
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と

い
う
と、

こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
す。

彫
刻
に
出
日
を
持
つ

作
家
が
非
常
に
今
H
的
で
あ
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う

い
う
わ
け
で
は
な
い。

そ
の
と
こ
ろ
に
現
在
の
立
体
や
彫
刻

の
難
し
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す。

上
谷
さ
ん
は
パ
リ
に
行
っ
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ソ
ク
な
展
開、

簡

肌
に
言
え
ば
具
象
の
プ
ロ
ン
ズ
彫
刻
を
学
ん
で
お
ら
れ
ま
し

た
け
れ
ど
も。ハ
リ
で
根
庇
的
に
考
え
方
を
狡
さ
れ
る
と
い
う

半
態
に
至
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
お
リ
ま
す
け
れ
ど
も、

そ
の

へ
ん
を
お
話
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か。

土
谷

私
が
パ
リ
に
行
っ
た
の
は、
一
几
六
三
年
の
作
だ
っ
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た
わ
け
で
す。
私
は
そ
れ
ま
で
割
合
に
索
直
と
い
う
か、

普

通
の
学
生
で
あ
り
ま
し
て。

東
京
の
芙
術
学
校
に
戦
争
中
に

人
り
ま
し
た。
そ
の
東
京
の
美
術
学
校
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
か
今
考
え
て
み
る
と、

と
ほ
う
も
な
い
よ
う
な
自

由
が
あ
っ
た。

誰
も
彼
も
芸
術
家
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
る

よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
っ
て。

実
際
の
実
力
は
何
も
な
か
っ
た。

そ
ん
な
な
か
で
育
ち
ま
し
て、

戦
後
教
授
が
代
わ
っ
た
り
い

ろ
い
ろ
厳
し
い
条
件
が
出
て
き
ま
し
た。

戦
争
が
終
わ
り
し
ば
ら
す
る
と、

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

始
ま
っ
た。
そ
の
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
の
仕
事
が
ど
ん

ど
ん
入
っ
て
き
た。
そ
れ
を
い
ち
早
く
理
絆
す
る、

そ
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
彫

刻
家
に
な
る
近
道
で
あ
る
と
い
う
状
態
の
時
が
何
年
か
続
き

ま
し
た。
私
は
そ
の
よ
う
な
な
か
で
時
代
に
流
さ
れ
な
が
ら

育
っ
て
き
た
わ
け
で
す。
そ
う
い
う
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て、

自
分
で
も
こ
れ
で
い
い
の
か
し
ら
と
い
う
大
変
強
い
疑
問
を

持
っ
た。
そ
れ
で、

ど
こ
か
へ
出
か
け
た
い
と。

別
に
フ
ラ

ン
ス
じ
ゃ
な
く
て
ど
こ
で
も
良
か
っ
た
ん
で
す
が。
私
は
あ

ま
り
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
フ
ラ
ン

ス
ヘ
行
っ
た
わ
け
で
す。

そ
う
し
ま
す
と、

も
は
や
私
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
フ
ラ

ン
ス
で
は
な
く
て
—ー
実
存
主
義
と
か
い
ろ
ん
な
影
響
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
ー人
他
人
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
意
鏃
し
な
い

と
い
う
学
生
の
風
潮
が
あ
り
ま
し
た。
私
が
行
っ
て
ぴ
っ
く

り
し
た
の
は、

私
た
ち
が
金
科
玉
条
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た

と
な
く
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
が
で
き
上
が
っ
た。
そ
れ
は

木
彫
で
も
な
く
塑
像
で
も
な
く
：·'
：
木
は
い
っ
ば
い
あ
る
わ

け
で
す
か
ら
ど
ん
ど
ん
く
っ
つ
け
て、

削
り
落
と
し
て
い
っ

た。
ま
た
新
し
く
つ
け
加
え
た
り。
そ
ん
な
こ
と
で
烏
居
の

よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
ん
で
す
ね。
そ
れ
は
極
め
て
自
然

発
生
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い

ま
す。

四
本
の
木
と、

そ
の

太
さ
と、

そ
れ
が
胎
む
空
聞
と。
そ
の
程
度
の
非
常
に
単
純

な
こ
と
で
仕
事
を
始
め
て`

島
居
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ

た。
そ
れ
は、

た
だ
単
に
美
術
学
校
で
ち
ょ
っ
と
長
く
仕
事

を
す
る
た
め
に
そ
ん
な
も
の
を
作
り
出
し
た
の
で
す
が、

始

め
て
み
る
と
そ
ち
ら
の
方
が
面
臼
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。
そ

れ
ま
で
具
象
の
仕
事
を
ず
っ
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
そ
れ
に

と
ら
わ
れ
て、

そ
こ
か
ら
外
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
た。
そ
れ

が
私
が
抽
象
を
始
め
た
最
初
で
す。

だ
か
ら
あ
ま
り
大
げ
さ
に
ど
う
の
こ
う
の
と
か、

世
界
の

芸
術
運
動
と
か
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て、

全
く
個
人
的

な
こ
と。
つ
ま
り、

ど
ん
な
に
う
ま
く
作
っ
た
り
大
し
た
こ

と
を
や
っ
て
も、

そ
れ
は
あ
ま
り
良
い
こ
と
で
は
な
い。
少

な
く
と
も
自
分
の
眼
で
兄
て、

感
じ
て、

作
れ
と。
そ
れ
が

ど
ん
な
に
み
じ
め
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と、

そ
れ
が
お
前
な
ん

だ
と。
そ
こ
か
ら
始
め
な
い
限
り
は
何
も
で
き
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か。
そ
ん
な
こ
と
を
痛
烈
に
思
い
知
っ
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
動
機
で
す。

谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
大
変
明
快
に
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も、

土
谷
さ
ん
が
話
さ
れ
た
四
本
の
木

ロ
ダ
ン
で
あ
る
と
か
マ
イ
ヨ
ー
ル、
プ
ー
ル
デ
ル、
マ
リ
ー

二、
ヘ
ン
リ
ー
；2
ア
の
こ
と
を
日
に
出
す
学
生
が
ひ
と
り
も

い
な
か
っ
た。
私
だ
け
が
そ
ん
な
も
の
に
対
し
て
大
変
な
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た。
そ
れ
で、

私
が
グ
ラ
ン
ド・
シ
ョ
ー

ミ
ェ
ー
ル
の
研
究
所
で
デ
ッ
サ
ン
を
し
て
い
た
ら
…
…
こ
れ

は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
何
回
か
書
い
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す

が
…
…
隣
の
学
生
が
私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
私
の
デ
ッ
サ
ン
に

「
ヘ
ン
リ
ー・
ム
ア」
と
サ
イ
ン
を
し
て、
「
君
は
こ
う
い
う
こ

と
を
し
て
い
て
は
駄
目
な
ん
じ
ゃ
な
い

か。
何
を
や
っ
て
い

る
ん
だ」
と
厳
し
く
問
い
詰
め
て
き
ま
し
た。
初
め
は「
彼
は

遅
れ
て
い
る
ん
だ」
と
い
う
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
ん

で
す
が、

そ
う
で
は
な
く
て
実
際
は、

私
が
日
本
の
あ
る
状

況
の
な
か
に
と
っ
ぷ
り
没
か
っ
て、

他
の
こ
と
は
何
も
分
か

ら
な
く
な
っ
て
い
た。
か
つ
て
は
パ
リ
も
そ
う
で
あ
っ
た
か

も
分
か
ら
な
い。
と
こ
ろ
が
私
の
行
っ
た
一
九
六
0
年
代
の

初
め
頃
に
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
た。
そ
の
変
わ
り
方
を

私
が
全
く
慈
謡
し
な
い
で
飛
び
込
ん
だ。
そ
の
た
め
に
い
ろ

ん
な
矛
盾
が
出
て
き
た。
一
体
私
は
何
を
や
っ
て
い
た
ん
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
痛
烈
に
思
い
知
ら
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
彫

刻
が
手
に
つ
か
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
り
ま
し
た。

あ
る
時、
パ
リ
の
娃
物
を
壊
し
た
た
め
に
た
く
さ
ん
残
る

廃
材
を
も
ら
い
ま
し
た。
そ
れ
で
何
か
も
の
を
作
リ
出
し
た。

四
本
の
木
で
す
か
ら、

今
ま
で
や
っ
て
い
た
よ
う
な
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
風
の
具
象
彫
刻
を
作
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た。
そ

れ
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
組
み
合
わ
せ
を
し
て
い
る
う
ち
に
何

（
松）、

そ
の
よ
う
な
複
数
性
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
抽
象
が
生

ま
れ
る
転
機
に
な
っ
た。
こ
の
作
品
自
体
は
パ
リ
で
制
作
し

て
お
ら
れ
る
の
で
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が、

組
み
合
わ
せ
る

と
い
う
こ
と（
柑
合）
に
加
え
て
カ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
要
索
が
入

っ
て
い

る
こ
と
も「
表
面
と
構
造」
と
い

う
問
題
を
考
え
る
う

え
で
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す。

次
い
で、

村
岡
さ
ん
に
う
か
が
い
た
い
ん
で
す
が、
一
九

五
0
年
代
か
ら
の
長
き
に
わ
た
る
活
動
で
当
初
か
ら
鉄
を
使

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が、

今、

東
京
国
立

近
代
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
作
品
は
熔
断
の
生
々
し
さ

は
う
か
が
え
ま
す
が、

反
面
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
も
の

で
す
ね（
註
1
)。

熔
断
に
よ
っ
て
荒
く
切
ら
れ
た
造
形
と
言
っ

て
も
よ
い。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戦
前
か
ら
あ
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
る
の
か
と
も
私
に
は
見
え
ま
す。

つ
ま
り、
「
構
成」
と「
物
質」
の
境
界
領
域
に
あ
る
よ
う
に
見

え
る。
し
か
し
同
時
代
の
他
の
人
の
作
品
と
比
較
す
る
と
圧

倒
的
に
村
岡
さ
ん
の
桟
点
は「
物
質」
へ
と
傾
い
て
い
る。
そ

れ
も
シ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ
で
は
な
く、

複
合
的
な「
物
体」
な
り

「
構
造」
と
し
て。
加
え
て
こ
れ
は
土
谷
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
ん
で
す
が
実
存
主
義
と
か、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に

直
結
す
る
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル・
レ
ア
リ
テ
の
よ
う
な
パ
リ
の
動
向
を

思
わ
せ
も
す
る。

徳
島
県
立
近
代
美
術
館
が
現
在
所
蔵
し
て

い
る「
背
中」
な
ど
は
と
て
も
実
存
的
な
ん
で
す
が
コ
ン
ス
ト

ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
造
形
要
因
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る。

そ
の
よ
う
な
経
緯、
モ
ダ
ニ
ズ
ム（
あ
る
意
味
で
は
ア
ヴ
ァ
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ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ
ズ
ム）
を
自
分
で
咀
哨
し
な
が
ら、
少
し
飛
び

ま
す
が、
一
九
七
0
年
代
初
頭
の
ー
当
時
は「
も
の」
派
が
隆

盛
の
頃
で
し
た
が
ーl
蝿
の
生
態
を
扱
っ
た
作
品
に
至
る。
こ

れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
Ji
0
年
代
の
作
品
と
非
連
続
に
も
兄
え

ま
す
が、
同
時
に
七
0
年
代
に
お
け
る
オ
プ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ

イ
テ
ィ
あ
る
い
は「
も
の」
や「
空
間」
と
い
う
よ
う
な
同
時
代

の
他
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
切
っ
て
し
ま
っ
て
は
具
合
が
悪
い

観
点
も
内
包
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
競
識
し
て
い
る
の

で
す
が。

村
岡

少
し、
前
に
遡
っ
て
い
い
で
す
か。

私
が
彫
刻
を
始
め
た
の
は、
全
く
偶
然
な
ん
で
す。
で、
若

い
時
に
彫
刻
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
勉
強
す
る
よ
う
な
こ
と
は

し
な
か
っ
た
ん
で
す
ね。
と、
言
い
ま
す
の
は
終
戦
直
後
で

す
け
れ
ど
も、
と
に
か
く「
絵
を
描
き
た
い」
と
い
う
願
望
が

あ
っ
た。
彫
刻
と
い
う
世
界
は
ほ
と
ん
ど
知
り
ま
せ
ん
で
し

た。
大
阪
の
研
究
所
ー
そ
ん
な
こ
と
が
勉
強
で
き
る
シ
ス
テ

ム
が
あ
る
ん
で
す
が
ー
に
行
き
ま
し
た
ら、
洋
画
を
や
っ
て

い
る
部
屋
が
ほ
と
ん
ど
満
共
だ
っ
た
ん
で
す
ね。
入
れ
な
い‘

困
っ
た
な
と
い
う
と
こ
ろ
に「
彫
刻
の
部
屋
な
ら
空
い
て
る
よ」

と
い
う
こ
と
で
全
く
偶
然
に
彫
刻
の
部
屋
に
入
っ
た。

そ
こ
で
昔
の
石
百
デ
ッ
サ
ン
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
が、
た

ま
た
ま
そ
こ
に
お
り
ま
し
た
教
官
が「
絵
を
や
る
に
し
て
も
と

り
あ
え
ず
立
体
と
い
う
も
の
を
少
し
手
が
け
て
み
て
は
ど
う

か、
石
科
デ
ッ
サ
ン
の
時
に
役
に
立
つ
よ」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
言
わ
れ
ま
し
て。
そ
れ
で、
ち
ょ
う
ど
デ
ッ
サ
ン
を
や

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に・：＇：
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
ん

で
す
が・
・
作
品
を
作
り
ま
す
と、
粘
土
は
乾
燥
す
る
も
の

で
す
か
ら、
次
の
日
に
制
作
を
続
け
る
た
め
に
布
切
れ
に
水

を
し
み
込
ま
せ
て
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
す
る
ん
で
す
ね。
ピ
ニ

ー
ル
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら、
ほ
と
ん
ど
端
切
れ。
そ
う
す

る
と、
す
ぐ
に
乾
燥
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す。
で、
私
の
粘

土
で
作
っ
て
い
る
裸
婦
の
甚
礎
に
な
る
骨
組
み
が
悪
か
っ
た

の
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が、
ほ
ぼ
で
き
上
が
っ
て
い
た
ん

で
す
が
明
く
る
日
に
行
っ
て
み
ま
す
と、
背
中
の
下
半
部
か

ら
臀
部
の
あ
た
り
に
か
け
て
粘
土
が
床
に
ド
ー
ン
と
落
ち
て

い
た
ん
で
す。

び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
が、
私
は
粘
土
の
落
ち
た
状
態
と

い
う
も
の
を
非
常
に
新
鮮
に
感
じ
た。
そ
れ
は
落
ち
る
時
に

彫
塑
台
の
角
に
粘
土
が
当
た
っ
て
い
る
ん
で
す
ね。
粘
土
で

作
ら
れ
た
人
体
の
無
残
な
状
態
が
落
ち
て
い
る
ん
で
す
け
れ

ど、
も
の
に
当
た
っ
た
か
た
ち
l
角
に
当
た
っ
た、
床
に
落

ち
て
ピ
シ
ャ
ッ
と
ひ
し
ゃ
げ
た
よ
う
な
か
た
ち|
_
こ
れ
は、

私
自
身
は
衝
撃
的
だ
っ
た。
こ
れ
が
ひ
と
つ、
煎
要
な
私
自

身
の「
も
の」
を
作
る
要
因
に
な
っ
た
と
解
釈
し
て
い
ま
す。
そ

の
研
究
所
で
は
人
体
を
作
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で、
そ
れ

以
後
私
は
家
に
粘
土
を
持
っ
て
帰
っ
て
二
階
で
か
け
ら
を
柱

の
角
に
当
て
て
み
た
り（
笑）、
床
に
ぷ
つ
け
て
み
た
り
し
て、

そ
の
小
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
か
た
ち
を
作
っ
て
い
た
ん
で

す。
そ
れ
が
自
分
で
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら

な
い
ん
だ
け
れ
ど、
自
分
に
と
っ
て
は
非
常
に
新
鮮
な，：＇：

っ
て
い
る
私
の
後
ろ
で
み
な
さ
ん
が
裸
体
の
モ
デ
ル
を
挟
ん

で
制
作
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
紛
れ
込
ん
で
頻
を
ひ
と
つ、
作

っ
た
ん
で
す。
そ
う
す
る
と「
な
か
な
か
い
い
じ
ゃ
な
い
か」

と
教
官
が
お
だ
て
て
く
れ
た。
自
分
じ
ゃ
そ
う
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
が。
そ
の
時
に、
初
め
て
粘
士
で
三
次
元

に
取
り
か
か
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど、
大
変
違
っ
た
興
味
を

持
っ
た
ん
で
す。
そ
れ
が
転
機
に
な
り
ま
し
て
ー
ま
だ
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
し
た
が

彫
刻
を
や
っ
て
み
よ
う
か
と
思
い
み

な
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
裸
婦
を
前
に
し
た。
当
時、
勉
強
の

シ
ス
テ
ム
は
み
ん
な
そ
う
で
す。
抽
象
を
勝
手
に
す
る
と
い

う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
わ
け
で。
ぼ
く
も
知
り
ま
せ

ん
の
で
そ
ん
な
裸
婦
彫
刻
を
作
っ
て
い
た
ん
で
す
が。
た
だ、

モ
デ
ル
を
前
に
し
て
作
品
を
作
る、
教
師
が「
人
体
芙」
と
い

う
こ
と
を
盛
ん
に
言
う
ん
で
す
が
ー
私
は
は
っ
き
り
言
い
ま

す
け
れ
ど
ー
決
し
て
そ
れ
は
芙
し
い
と
私
は
思
わ
な
か
っ
た

で
す
ね。
も
っ
と
追
う、
生
態
的
な
要
素
と
し
て
し
か
捉ヽ
え

な
か
っ
た。
美
術、
裸
体
彫
刻
と
い
う
ひ
と
つ
の
神
格
化
さ

れ
た
意
織
に
な
じ
め
な
か
っ
た。
私
が
や
っ
て
い
た
こ
と
を

後
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と、
人
聞
の
体
を
し
た「
模
型」
を
作

っ
て
い
る
わ
け
で
す。
あ
く
ま
で
そ
う
と
し
か
忍
え
な
か
っ

た。
で、
し
か
し
そ
う
か
と
言
っ
て
割
り
切
れ
る
わ
け
で
は

な
く
て、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
彫
刻、
裸
体
に
帰
せ
ら
れ
た

言
語
的
な
意
味
も
理
解
し
つ
つ（
制
作
を）
や
っ
て
い
た
ん
で

す
け
れ
ど。
何
と
も
な
じ
め
ず、
憂
製
に
な
っ
て
き
て
い
た

時
期
が
あ
り
ま
し
て。

い
わ
ゆ
る、
粘
土
と
い
う
索
材、
物
質。
そ
の
よ
う
な
も
の

と
の
関
係
が
私
に
は
強
い
印
象
と
し
て
上
っ
て
き
た。

次
に、
角
に
当
た
っ
た
固
い
も
の。
具
体
的
に
言
い
ま
す

と、
粘
土
よ
り
固
い
も
の。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
痕
跡
を
作

っ
て
い
た
ん
で
す
が、
今
度
は「
固
い
も
の」
と
い
う
も
の
を

も
う一
度
作
っ
て
み
た
い
思
い
が
あ
り
ま
し
て。
雌
型
で
は

な
く
て、
逆
に
実
体
と
し
て「
固
い
も
の」
が
ど
こ
か
で
要
求

さ
れ
て
い
る。
そ
の
た
め
に
枯
土
で
自
分
の
顔
を
も
う一
度

作
っ
て、
そ
れ
を
固
く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
？
と

い
う
こ
と
を
や
り
始
め
た
ん
で
す。
だ
ん
だ
ん
形
が
崩
れ
て

ー
抽
象
的
と
言
う
ん
で
す
か
ー
何
か
鉄
兜
を
横
に
し
た
よ

う
な
も
の
が
付
い
て
き
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た。
そ
れ

を
石
膏
に
取
っ
て：·:•
そ
れ
で
も、
納
得
が
い
か
な
い。
そ

こ
に
鉄
色
の
油
絵
具
を
使
っ
て
符
色
し
て、
か
た
ち
が
固
く

硬
質
の
も
の
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す。
け
れ
ど

も、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
贋
物
で
す。
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
…
…

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
鉄
に
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と。
プ

ロ
ン
ズ
と
い
う
方
法
も
あ
る
わ
け
で
す
が
私
は
そ
こ
で
あ
え

て
鉄
に
し
た。
あ
る
工
場
に
行
っ
て「
こ
れ
を
鉄
錆
物
に
で
き

な
い
か」
と
相
談
し
た
と
こ
ろ、
で
き
ん
こ
と
は
な
い
が
こ
の

工
場
で
は
で
き
な
い
と。
し
か
し、
当
時
す
ご
い
値
段
で
す。

技
術
的
に
も
困
難
で。
困
っ
て
た
と
こ
ろ
そ
こ
の
エ
楊
の
お

じ
さ
ん
が「
わ
ざ
わ
ざ
鉄
鋳
物
に
す
る
ん
だ
っ
た
ら、
こ
こ
に

鉄
が
あ
る
か
ら
こ
れ
で
作
れ
ば
ど
う
だ」
と。
思
い
も
か
け
な

い
誘
い
だ
っ
た。
そ
れ
で、
そ
れ
か
ら
毎
日
そ
の
工
場
へ
通
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っ
て
鉄
を
使
っ
た。

だ
か
ら
ひ
と
つ
は、

粘
土
が
床
に
浴
ち
て
硬
質
な
も
の
に

当
た
っ
て
粘
土
の
持
つ
視
立
的
物
性
に
興
味
を
持
っ
た。
で、

次
は
鉄
屋
に
行
っ
て
そ
こ
で「
か
た
ち」
を
作
る
予
定
だ
っ
た。

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
作
る
た
め
に
は
熔
接
な
い
し
熔
断
と
い
う

技
術
が
必
要
だ
っ
た。
そ
れ
で
初
め
て
熔
接
を
試
み
た
時
に

非
常
に
面
白
か
っ
た。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
と

言
う
と、

例
え
ば
鉄
の
捧
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
は
四
角
い
鉄

の
板
を一
点
で
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね。

粘
土

と
か
他
の
も
の
だ
っ
た
ら
不
可
能
で
す。
支
え
棒
が
要
り
ま

す。
だ
け
ど一
点
を
熔
接
す
る
と、

そ
れ
が
空
間
に
自
立
す

る
わ
け
で
す。

私
は
そ
う
い
う
こ
と
に
び
っ
く
り
し
た。
ま

ず
熔
接
と
い
う
こ
と。

そ
れ
は、

鉄
と
鉄
が
糊
で
く
っ
つ
く

の
で
は
な
く、
一
三
八
0
度
以
上
の
融
点
を
使
っ
て
分
子
が

融
合
し
合
う
こ
と
で
す。
も
う
ひ
と
つ
は
熔
断
で
す
ね。
鉄

を
切
る
た
め
に
も
の
す
ご
い
熱
を
か
け
ま
す。
こ
れ
も
融
占�

近
く。
そ
し
て
高
圧
酸
索
と
ア
セ
チ
ン
を
使
っ
て
熱
を
出
し

て、

鉄
が
赤
く
熔
け
る
状
態
に
ま
で
し
て
そ
の
瞬
間
に
甜
圧

酸
索
を
出
す。
す
る
と
そ
れ
に
よ
っ
て
鉄
が
切
れ
て
い
く
わ

け
で
す。
硬
質
で
あ
る
鉄
と、

そ
れ
を
裸
に
し
て
い
っ
た
熱

と
の
関
係、

そ
れ
を
熔
断
し
て
い
く
こ
と。

そ
の
こ
と
に
私

は
心
氾
か
れ
た
わ
け
で
す。
ノ
コ
ギ
リ
で
木
を
伐
る
場
合
だ

と
じ
か
に
触
兌
が
あ
り
ま
す
が、

鉄
の
熔
断
で
は
切
断
機
は

ほ
と
ん
ど
鉄
に
触
れ
ま
せ
ん。
熱
と、

酸
案
だ
け
で
す。
鉄

と
の
物
質
の
関
係。

そ
れ
を
自
分
の
身
体
性
で
確
認
し
な
が

ね。
ひ
と
つ
の
制
御
で
き
な
い
対
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず、

そ
こ
に
何
か
血
脈
と
言
う
か
血
や
村
岡
さ
ん
の
言
わ
れ

る
観
念
の
よ
う
な
も
の
が
充
填
さ
れ
た
よ
う
な
物
質
と
し
て

だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
ま
す
け
れ
ど。

福
鴫
さ
ん
の
場
合
に
は
ど
う
な
ん
で

し
ょ
う。

福
岨
さ
ん
は
樹
脂
の
よ
う
な
物
質
や
新
し
い
塗
料

な
ど
も
初
期
か
ら
使
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が。
充
填
的
あ
る

い
は
求
心
的
に
物
質
と
の
関
係
を
積
み
重
ね
る
よ
う
な、
い

わ
ば
村
岡
さ
ん
タ
イ
プ
の
ア
ー
ト
と
ち
ょ
っ
と
追
っ
た
と
こ

ろ
に
存
在
す
る。
言
い
換
え
れ
ば
福
懇
さ
ん
は
村
岡
さ
ん
と

は
物
質
的
な
も
の
と
逆
に
距
離
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
祝
兌
遠

元
的
な
要
索
の
強
い
と
こ
ろ
で
立
体
と
言
い
ま
す
か
彫
刻
を

考
え
て
い
た
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が。

福
嶋

堀
内
正
和
先
生
が
こ
の
会
場
に
来
ら
れ
て
い
る
ん
で

す
が、

私
の
大
学
時
代
の
四
年
間
と
専
攻
科
で
の
二
年
間、

先
生
に
教
わ
り
ま
し
た。

そ
の
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
り
ま
す
と、

私
は
い
き
な
り

今
の
よ
う
な
彫
刻
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
て、

や
は
り

鉄
を
用
い
て
熔
接
し
た
り、

切
断
し
た
り
と
か
韮
い
彫
刻、

カ

の
い
る
仕
半、

そ
う
い
う
も
の
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す。
そ

れ
は
時
代
的
な
背
景
も
あ
る
ん
で
す
が、

土
谷
さ
ん
も
村
岡

さ
ん
も
言
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど、

や
は
り
わ
れ
わ
れ

の
若
い
時
期
に
日
本
の
芙
術
教
育
と
い
う
も
の
が
…•••
マ
リ

ノ・
マ
リ
ー
ニ
と
か
ヘ
ン
リ
ー・
ム
ア
だ
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

の
彫
刻
家、

半
抽
象
彫
刻
が
だ
ん
だ
ん
地
に
若
い
て
き
て、

そ

ら
切
っ
て
い
く
作
業
だ
っ
た。

そ
れ
が
果
し
て
芸
術
云
々
の
問
題
と
ど
れ
は
ど
関
係
が
あ

る
の
か
？
私
自
身
も
開
い
か
け
ま
し
た
け
れ
ど。
た
だ、

今

で
も
思
う
ん
で
す
が、

私
が
や
り
た
い
こ
と
は、
い
わ
ゆ
る

「「
も
の」
を
作
る」
と
い
う
こ
と。

索
朴
な
言
い
方
を
す
る
と、

物
質
を
通
し
て
の
未
知
の
体
験
で
す
ね。
そ
れ
を
も
う一
度

体
験
化
し
た
い。
そ
う
い
う
こ
と
が
お
そ
ら
く
も
の
を
作
ら

せ
る
自
分
の
動
機
に
な
っ
て
き
た。

そ
の
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
て、
ふ
た
つ
の
転
機
が
現
在
に

つ
な
が
っ
て
く
る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た・・・・'•
そ
う、

理
解
し
て
も
ら
え
ば
い
い
の
で
は
な
い
か。
そ
の
他
に
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど。

谷

非
常
に
興
味
深
い
お
話
で、

在
聞
に
し
て
今
ま
で
知
り

ま
せ
ん
で
し
た。

物
丹
き
は
す
ぐ
に
外
部
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
切
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
申
し
訳
な
い
ん
で
す
が、

索
材
あ
る
い
は
対
象
と
な
る
物
質
の
発
見（
そ
の
偶
然
性
と
必

然
性）
と、

そ
れ
を
扱
っ
て
い
る
過
程
で
生
ま
れ
る
身
体
的
な

さ
ま
ざ
ま
な
知
党
を
含
め
て
の
体
験
が
狐
要
だ
と
も
間
こ
え

ま
す。
ま
た．

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
知
党
／
認
臨
が「
抽
出」

と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
ほ
ど
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
で
す
ね。

福
嶋
さ
ん、

Inl
じ
よ
う
な―「R
い
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
す

ま
な
い
の
で
す
が、

村
岡
さ
ん
の
発
言
で
す
と
対
象
と
な
る

索
材
は
先
験
的
に
選
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て、

次
第
に

獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
物
質
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
リ
ま
す

れ
が
や
っ
と
本
格
的
に
日
本
に
入
り
は
じ
め
た。

そ
ん
な
時

代
に
堀
内
先
生
が
そ
う
い
っ
た
状
況
を
尻
目
に、

も
の
す
ご

＜
抽
象
的
な
こ
と、

物・
物
ボ
の
構
造
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
基
本
に
活
い
て
：·
:•
そ
れ
は
す
べ
て
を
基
本
と
し
て
の
か

た
ち
に
還
元
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
ね。

例
え
ば
立
体
で
あ

れ
ば
四
角
柱
と
か、

平
面、

線。

そ
う
い
っ
た
基
本
的
な
も

の
の
本
質
的
な
こ
と
を
抽
出
し
て
や
っ
て
お
ら
れ
た。

学
生

た
ち
も
片
方
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
習
っ
て
い
た。

た
だ、
い
つ
で
も
堀
内
先
生
が
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
l

こ
れ
は一
番
肝
心
で、
一
番
単
純
な
こ
と
な
ん
で
す
が
l「
人

の
其
似
を
す
る
な」
と
言
う
こ
と
が
基
本
に
あ
っ
た
ん
で
す
ね。

そ
の
こ
と
を
堀
内
先
生
は
自
分
の
教
え
子
に
一
所
懸
命
教
え

ら
れ
る
ん
で
す
が、

学
生
が
少
し
頭
を
ひ
ね
っ
て
同
じ
よ
う

な
も
の
を
作
る
と
点
が
良
い
ん
で
す
ね。
こ
れ
が
教
え
る
こ

と
と
結
果
が
相
反
し
て
い
て
妙
な
の
で
す
が、

人
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
を
す
る
な
と
い
う
こ
と
は
教
え
ら
れ
ま
し
た。
し

か
し`

そ
の
ジ
レ
ン
マ
み
た
い
な
も
の
が
ず
っ
と
あ
っ
た
ん

で
す。大

学
の
四
年
間
は
か
つ
て
の
彫
刻
の
よ
う
な、

ヴ
ォ
リ
ュ

ー
ム
が
あ
っ
て
空
間
が
あ
り
力
強
い
彫
刻、

そ
の
よ
う
な
も

の
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど、

専
攻
科
の
時
に
ア
メ
リ

カ
の
コ
レ
ク
タ
ー
に、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
な
い
か
と
誘
い

を
受
け
ま
し
て。
い
き
な
り
そ
の
よ
う
な
話
が
飛
ぴ
込
ん
で

き
た
も
の
で
す
か
ら、
ア
メ
リ
カ
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な

方
向
に
進
ん
で
い
る
の
か、

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た。
と
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醤
う
の
は、

私
た
ち
の
時
代
は
み
ん
な
パ
リ、
パ
リ
と
言
っ

て
そ
ち
ら
に
行
っ
て
い
ま
し
た。

美
術
の
勉
強
は
フ
ラ
ン
ス

に
行
か
な
い
と
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
だ
っ
た
ん
で
す。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
の
う
ち
は：，．．．
 

そ
の
当
時
は
ラ
ウ
シ
ェ
ン
パ
ー
ク
と
か
ジ
ャ
ス
パ
ー・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
と
か
ウ
ォ
ー
ホ
ル
な
ん
か
は
ま
だ
駆
け
出
し
だ
っ
た
頃

で
す。
初
め
の
う
ち
は、
堀
内
先
生
に
習
っ
た「
わ
れ
わ
れ
の

彫
刻」
が
す
ご
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら、

ア
メ
リ

カ
人
の
ば
か
げ
た
絵
画・
彫
刻
と
思
っ
て。

受
け
る
感
じ
が
何

か
薄
っ
ぺ
ら
で
ペ
ラ
ペ
ラ
し
て
い
る
ん
で
す
ね。
そ
れ
を
見

な
が
ら
過
ご
し
て
い
た
ん
で
す
が、
だ
ん
だ
ん
自
分
の
方
が

妙
だ
な
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
は
じ
め
：，．，．。
と
言
い
ま
す

の
は、

わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
れ

ば、

堀
内
先
生
な
ど
が
作
ら
れ
た
日
本
で
で
き
上
が
っ
た
抽

象
彫
刻
と
い
う
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で、

そ
れ
が
芙

術
の
兵
髄
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
で
や
っ
て
い
た

わ
け
で
す
が、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
じ
か
に
画
廊
と
か
作
家
に

触
れ
て
み
ま
す
と、

人
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
い
う

の
は
ま
あ
物
真
似
と
言
い
ま
す
か、
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

だ
と。
そ
れ
が
基
本
に
あ
る
わ
け
で
す。
で
す
か
ら
か
た
ち

が
似
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、

考
え
方
も
似
て
い
る

と
い
う
こ
と
自
体
が
駄
目
だ
と。
そ
の
あ
た
り
が
そ
の
当
時

の
わ
れ
わ
れ
は「
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い」
と
い
う
よ
う

な、

何
で
も
が
迎
合
主
義
と
言
う
か、

そ
ん
な
傾
向
に
あ
っ

て。
ひ
と
り
で
独
立
し
た
個
人
主
義
的
な
も
の
は
な
か
な
か

い
と
か
悪
い
と
か
で
は
な
く
て。
そ
れ
が
は
っ
き
り
感
じ
る

わ
け
で
す。
そ
れ
が
何
か
と
言
い
ま
す
と、

今
頃
よ
く
言
わ

れ
ま
す「
リ
ア
リ
テ
ィ」
の
問
題
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
ね。

自
分
が
何
を
し
た
い
の
か、

そ
れ
が
な
お
か
つ、

そ
こ
の
文

化
や
社
会
と
か
と
和
着
し
て
い
る
ー
そ
れ
と
自
分
と
が
密
者

し
た
状
態
に
あ
る
の
が
本
当
は一
番
良
い
わ
け
で
す
が
l_
そ

れ
が
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
た。

結
局
何
が（
自
分
に）
足
り
な
い
の
か
…
•

9

.「
人
と
同
じ
こ
と

を
す
る
な」
と
い
う
こ
と、

そ
れ
か
ら
自
分
自
身
の
も
の
を
作

る
と
い
う
こ
と、

要
す
る
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
が
一
番
足

り
な
か
っ
た。
そ
れ
が
根
本
問
題
だ
と
思
い
ま
し
た。
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
甚
本
に
あ
り
ま
す
か
ら、

自
分
の
作
品
を
作

っ
て
い
る
過
程
で
も
ー_
で
す
か
ら
私
は
あ
ま
リ
シ
リ
ー
ズ
で

同
じ
よ
う
な
も
の
を
作
ら
な
い
の
で
す
が
I
極
端
に
言
え
ば、

一
作
前
の
も
の
で
も
過
去
の
も
の
に
な
り
ま
す。
少
し
は
前

作
を
参
照
し
ま
す
け
れ
ど
参
考
に
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
新
し
い
別
の
仕
事
を
す
る、

と
い
う
こ
と
を
続

け
て
い
る
わ
け
で
す。
過
去
の
も
の
が
す
ぺ
て
悪
い
の
で
は

な
い
の
で
す
が、

何
か
新
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
し
た
時
に

は
過
去
の
も
の
を
捨
て
去
る
と
い
う
よ
う
な
意
熾
を
ず
っ
と

持
ち
続
け
て
い
ま
す。

彫
刻
の
話
に
戻
り
ま
す
と、

空
間
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
彫

刻
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
が
：
…•
ま
ず
彫
刻
が
鑑
買
に
耐
え

る
も
の
で
台
座
が
あ
る
の
は
お
か
し
い、
「
見
る
も
の
で
あ
る」

と
い
う
こ
と
自
体
が
変
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す。
そ

見
つ
け
ら
れ
な
い。
そ
れ
は
今
で
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と

思
い
ま
す
ね。
そ
の
意
味
か
ら
言
い
ま
す
と、

や
は
り
ア
メ

リ
カ
で
見
た
最
初
の
印
象
は、

自
分
の
も
の
は
自
分
で
作
る

と
い
う
こ
と
が
基
本
的
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す。
堀
内
先
生

や
私
の
先
生
の
辻
晉
堂
先
生
な
ど
に
は「（
他
人
と）
同
じ
こ
と

を
す
る
な」
と
言
わ
れ
続
け
て
い
ま
し
た
け
れ
ど、

本
当
の
意

味
で
実
際
に
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

わ
け
で
す。

自
分
自
身、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
く
前
は
少
し

ず
つ
で
も
変
わ
っ
て
い
れ
ば、

何
か
ず
い
ぷ
ん
迫
っ
た
こ
と

を
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
ん
で

す
が、

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
同
じ
よ
う
な
器
の
な
か
に
入
っ

て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ん
で
す。
そ
れ
は
や
は
リ
ア
メ

リ
カ
に
行
っ
た
こ
と、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
体
験
し
た
こ
と。
そ

の
現
場
に
行
っ
て、

初
め
て
分
か
っ
た
の
で
す。

人
間
は
や
は
り
具
体
的
な
動
物
で
す
か
ら、

雑
誌
で
見
た

リ
と
か、

話
を
聞
い
た
り
と
か、

そ
ん
な
こ
と
で
は
本
当
の

こ
と
は
何
も
掴
め
な
い。
現
場
で
見
て、

体
験
す
る
こ
と
が

一
番
確
か
な
こ
と
だ。
そ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
た
の
で
す。
そ

れ
と
同
時
に、

自
分
の
作
品
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と、
「
な

ぜ
こ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
か」
と
い
う
感
じ
が

い
よ
い
よ
し
て。
か
た
ち
か
ら
か
た
ち
を
た
だ
作
っ
て
い
て。

自
分
の「
美
術」
だ
と
思
い
込
ん
で
作
っ
て
い
た
の
で
す
ね。
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
有
名・
無
名
で
あ
っ
て
も
全
体
を
見
る
と
当

然
の
こ
と、

自
分
の
作
品
は
自
分
の
考
え
で
作
っ
て
い
る。
良

の
碁
本
に
は
先
は
ど
言
っ
た「
他
人
よ
り
も
違
っ
た
こ
と
を
す

る」
と
い
う
こ
と
が
あ
り、

そ
こ
を
ま
ず
批
判
的
に
考
え
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
た。
ま
た、

特
に
日
本
人
は
良
い
意
味
で

は
も
の
に
対
す
る
感
受
性
が
鋭
い
と
言
い
ま
す
か、

イ
メ
ー

ジ
を
ど
ん
な
か
た
ち
で
作
り
出
す
の
も
上
手
だ
し、

感
じ
る

の
も
う
ま
い
と
思
う
ん
で
す。
そ
れ
で、

イ
メ
ー
ジ
の
世
界

に
す
ぐ
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
う。
は
と
ん
ど
の
H

本
人
が
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ、

私
も
そ
の
な
か
に
入
り
込
ん

で
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か、

と
い
う
よ
う
な
危
惧
が
あ
る
の

で、

そ
こ
で
日
本
的
な、

も
の
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
と
か

い
ろ
い
ろ
な
他
に
依
存
す
る
も
の
ご
と
を
は
ぎ
取
ろ
う、
と

い
う
こ
と
か
ら
始
め
た
わ
け
で
す。
そ
れ
と
同
時
に、

先
に

述
ぺ
た
形
式
的
に
も
彫
刻
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
は
駄

目
だ
と
い
う
こ
と
で
彫
刻
の
持
つ
側
面
の
物
質
性
を
も
は
ぎ

取
っ
た
り、
だ
ん
だ
ん
と
も
の
ご
と
を
除
去
し
て
い
っ
た。
そ

れ
で
も
な
お
か
つ、
「
も
の」
で
作
れ
ば
空
間
が
存
在
し
た
り

物
と
物
と
の
関
係
が
存
在
し
た
り
し
ま
す
ね。
そ
う
い
う
も

の
だ
け
を
残
し
て、

何
も
か
も
外
し
て
し
ま
っ
て
な
お
か
つ

そ
こ
に
残
る
の
は「
何
か」
と
言
っ
た
ら
思
想
だ
と
か
観
念
が

残
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、

そ
う
い
う
も
の
を、

ど
の
よ
う

に
し
た
ら
表
せ
る
の
か、
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
き

た
わ
け
で
す。

そ
の
結
果、

品
少
の「
か
た
ち」
は
作
リ、
必
要
な
索
材
は

使
う
の
で
す
が、

そ
の
材
料
だ
と
か「
か
た
ち」
に
託
す
も
の

は、
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ま
り
湧
さ
な
い、

抱
く
こ
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と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
に
も
っ
て
い
く。
そ
れ
は、

イ

メ
ー
ジ
を
抱
く
と
い
う
こ
と
は
物
語
だ
と
か
解
釈
だ
と
か
を、

第
三
者
が
誰
で
も
付
け
加
え
ら
れ
ま
す
の
で、

そ
う
い
う
も

の
を
で
き
る
だ
け
は
ぎ
取
っ
た
な
か
で
も
な
お
か
つ
残
っ
て

い
る
も
の
は「
何
か」
と
い
う
こ
と
を
常
に
探
し
て
い
く
わ
け

で
す。
そ
の
考
え
を
お
し
進
め
ま
す
と、

結
局
は「
か
た
ち」

で
も
な
く
て
何
で
も
な
く
て
…
…
視
党
す
る、

も
の
を
見
て

感
じ
る
だ
け
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か、

と
い
う
こ
と
に
な

り
何
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
湧
す
よ
う
な
も
の
ご
と
は
で
き
る
だ

け
は
ぎ
取
っ
た
方
が
純
粋
に
視
党
的
な
も
の
と
か
認
識
す
る

こ
と
と
か
に
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す。
そ
の
意
味
か
ら
言
い
ま
す
と、

彫
刻
と
い
う
も
の
は

絵
画
に
比
べ「
物
質
と
し
て
存
在
し
て
い
る」
と
い
う
こ
と
だ

け
で、

視
党
の
み
な
ら
ず
五
感
に
作
用
し
て
な
ぜ
か
納
得
し、

安
心
し
て
し
ま
い
ま
す。
そ
う
い
う
も
の
も、

で
き
る
だ
け

最
小
限
に
止
め
て
お
い
て、

な
お
か
つ、

何
か
意
識
の
よ
う

な
も
の
が
残
ら
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

「
極
力、

物
質
性
や
イ
メ
ー
ジ
を
除
く」
と
言
い
ま
す
け
れ

ど、

実
際
に
は
空
間
に
も
の
が
存
在
し
た
り、
か
た
ち
を
作

る
と
視
党
的
に
見
え
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
か
ら、

そ
れ
を

全
く
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん。
た
だ、

そ
の
こ
と

は
最
大
限•
最
小
限
に
利
用
は
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も、

そ
の

こ
と
は一
見
表
面
上
は
表
現
の
武
器
に
は
な
っ
て
い
な
い。
自

分
の
な
か
で
は
純
粋
視
覚
的
に
か
た
ち
を
作
る
こ
と
だ
け
は

す
る
の
で
す
が、

そ
れ
は
第
三
者
的
に
な
っ
て、

誰
で
も
が

も
見
え
ま
す。
材
料
も
あ
り
ま
す
か
ら
彫
刻
な
の
で
す
が、

少

し
紆心
臨
を
変
え
て
兄
る
と
甜
縁
の
よ
う
な
縁
が
浮
い
て
き
て、

栢
絃
で
捉
え
ら
れ
た
絵
画
的
な
平
面
の
よ
う
な
も
の
が
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
た
ち
現
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す。
立
体

と
平
面
の
間
の
よ
う
な、

そ
れ
か
ら
空
気
の
よ
う
な
も
の
が

何
か
の
か
た
ち
に
な
ら
な
い
も
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

名
え
た
も
の
で、

タ
イ
ト
ル
は「
宙
間
色」、

色
は
着
い
て
い

ま
せ
ん
が
色
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
空
気
の
よ
う
な
も
の
が

中
央
の
空
虚
な
空
間
の
な
か
に
知
党
で
き
な
い
か
と。
そ
う

い
う
考
え
方
に
今一
番
魅
力
を
感
じ
て
い
ま
し
て。
あ
あ
い

う
か
た
ち
で
表
す
こ
と
自
体
が
私
の
今
の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
と

思
い、

そ
の
よ
う
な
慈
識
で
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す。
リ
ア

リ
テ
ィ
の
問
題
と
い
う
も
の
は
私
に
と
っ
て一
番
肝
心
な
問

題
で．

彫
刻
だ
と
か
平
而
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
ま
す
が、

出
発
点
に
た
だ
彫
刻
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で、

そ
の
よ
う

な
こ
と（
彫
刻・
立
体・
平
面、

等
）々
は
意
識
し
な
い
よ
う
な

仕
事
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
す。

谷

今
の
お
話
で、

例
え
ば
こ
れ
を
欧
米
の
作
家
＇ー
キ
リ
ス

ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
者
で
あ
っ
た
り、

あ
る
い
は
イ
ス
ラ

ム
の
信
者
で
あ
っ
た
リ
ー
あ
る
慈
味
で
完
全
に
ピ
ュ
リ
ス
ム

と一「3
い
ま
し
ょ
う
か
一
神
教
的
な
と
こ
ろ
で
す
べ
て
が
還
元

を
さ
れ
て
い
く
よ
う
な、

あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
か
た

ち
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
作
家
で
あ
れ
ば、

例
え
ば
パ
ー
ネ

ッ
ト・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
よ
う
に
な
っ
た
り
マ
ー
ク・
ロ
ス
コ
の

よ
う
に
な
っ
た
り
す
る。
あ
る
い
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
よ
う

か
た
ち
ゃ
触
党
性
に
依
存
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
に
な
る
ペ

く
持
っ
て
い
く。
持
っ
て
い
き
な
が
ら
な
お
か
つ
そ
こ
の
と

こ
ろ
に
何
か
を、

自
然
の
う
ち
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
引
き

つ
け
て
い
こ
う、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け

で
す。
そ
れ
が
う
ま
く
出
て
い
る
か
ど
う
か
は
ち
ょ
っ
と
分

か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も、

そ
の
点
か
ら
言
い
ま
す
と
一
九
六

六
年
ぐ
ら
い
に「
見
え
る
こ
と
／
兒
る
こ
と」、

視
覚
と
認
識

と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
す
が。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に、

電
車
に
釆
っ
て、

窓
の
風

穀
を
映
像
と
し
て
た
だ
挽
る
わ
け
で
す
ね。
実
際
に
は
眼
球

を
通
し
て
風
屎
が
絹
膜
に
映
っ
て
い
る
の
で
す
が、

意
職
し

な
い
限
り
は
何
も
感
じ
た
り
分
か
っ
た
り
し
ま
せ
ん。
ま
た

逆
に、

慈
識
し
た
時
に
は
物
を
意
識
で
見
て
い
る
ん
だ
け
れ

ど
も、

実
際
に
は
た
だ
網
膜
に
映
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ

と。
そ
の
状
態
の
な
か
で
無
意
識
化
の
な
か
に、

自
然
に
知

党
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
何
物
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す。
そ
の
点
で
は、

三
十

年
ぐ
ら
い
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
ぐ
ら
い
な
も
の
の
作
り
方
を
し
て
い
ま
す。

今
回
出
品
し
て
い
る
作
品
で、

中
央
に
穴
が
あ
い
て
緑
が

領
緑
の
よ
う
に
な
っ
た
作
品
が
一
番
新
し
い
作
品
な
の
で
す

が、

少
し、

作
品
に
つ
い
て
話
し
ま
す
と、

縁
が
額
緑
の
よ

う
な
か
た
ち
を
し
て
い
ま
す
か
ら、

概
念
的
に
言
え
ば
絵
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
成
り
立
ち
ま
す。

中
央
が
へ
こ
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
は
空
間
性
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
立
体
的
に

な
と
こ
ろ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
た
シ
ャ
ガ
ー
ル
の

よ
う
な
あ
る
精
神
的
な
背
築
が
強
固
に
あ
る
場
合
は
ど
う
い

う
及
象
を
し
て
も
そ
こ
に
完
全
に
純一
的
に
還
元
さ
れ
て
い

く。
で
は、

そ
の
よ
う
な
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ、

共

同
体
の
よ
う
な
も
の、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
日
本
の
場
合
は

あ
り
得
る
の
か
と
言
う
と、

こ
の
へ
ん
が
希
薄
な
る
が
故
に

純
粋
の
抽
象
と
い
う
も
の
が
表
象
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た

場
合、

今
例
に
出
し
た
作
家
の
よ
う
な
か
た
ち
で
充
分
に
定

義
で
き
る
の
か
ど
う
か。
つ
ま
り、

欧
米
の
作
家
の
よ
う
な

水
準
で
日
本
に
求
め
て
も
ウ
ィ
ー
ク・
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
し

ま
う、

と
い
う
認
識
が
そ
こ
で
出
て
く
る
と
思
い
ま
す。
反

対
側
か
ら
言
え
ば、

先
の
作
家
の
よ
う
な、

精
神
的
な
も
の

も
含
め
て
の
共
同
体
的
な
志
向
か
ら
の
ズ
レ
を
福
岨
さ
ん
は

窓
臨
し
て
き
た
よ
う
に
も
思
う。

そ
の
時
に
例
え
ば
ー
こ
れ
が
ど
の
よ‘
つ
な
か
た
ち
を
と
る

の
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
ー
福
鴫
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
観
点
は
実
は
大
事
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ

が
す
る。
意
琺
で
き
る
か、

意
鏃
で
き
な
い
か、

そ
う
い
う

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
作
品
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
は
櫃
み
づ
ら
い、

あ
る
い
は
表
象
化・
表
現
化
し
づ
ら
い
よ
う
な
観
点
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の
日
本
の
よ
う
な
何
で
も

が
宗
教
で
同
時
に
そ
う
で
な
い
よ
う
な
曖
昧
模
糊
と
し
た
精

神
的・
宗
教
的
背
景
の
な
か
で
は
純
知
党
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
ー

意
器
で
き
る
か
意
識
で
き
な
い
方
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か

非
常
に
難
し
い
ん
で
す
が
ー
そ
の
ポ
ー
ダ
ー
を
た
ど
る
よ
う

113 112 



な
と
こ
ろ、
そ
れ
が
あ
る
表
象
の
か
た
ち
を
と
っ
た
時
の
現

れ
方
の
問
題
の
よ
う
な
こ
と
で
す。

横
道
に
そ
れ
ま
し
た
が、
福
嶋
さ
ん
が
言
っ
た
彫
刻
と
い

う
も
の
か
ら
台
座
を
取
り
払
っ
て、
構
造
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
と
昌
う
か
独
自
の
考
え
方・
志
向
性

ー；っ
ょ
う
ど
吉
原
治

良
が
言
っ
た
よ
う
な、
「
絶
対
に
他
人
の
真
似
を
す
る
なl
と

い
う
ー
を
今
日
ま
で
貫
い
て
き
た
と
い
う
こ
と。
そ
れ
は
先

は
ど
の
土
谷
さ
ん
や
村
岡
さ
ん
と
は
作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
少
し
巽
な
っ
て
き
ま
す。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は、
も
う

少
し
世
代
が
若
返
っ
た
時
に
彫
刻
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
道

筋
と
い
う
も
の
が
も
っ
と
外
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
あ
る

い
は
思
潮・
理
念
の
変
換
に
よ
っ
て、
造
形
の
ジ
ャ
ン
ル
の
内

実
か
ら
変
わ
っ
て
く
る
も
の
と
は
臭
な
っ
た
か
た
ち
で一
九

六
0
年
代
後
期
あ
る
い
は
七
0
年
代
に
お
け
る
美
術
の
事
情

が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す。

そ
の
点
で
小
清
水
さ
ん
は
活
動
の
最
初
期
か
ら
ド
ラ
ス
テ

ィ
ッ
ク
に
社
会
の
変
化
や
芸
術
の
場
に
お
い
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム

批
判
が
起
こ
っ
て
く
る
時
代
に
遺
遇
し
て、
一
九
七一
年
に

発
表
さ
れ
た
木
に
規
則
的
な
カ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
施
し
た「
表
面

か
ら
表
面
へ」
ー
こ
の
作
品
は
早
期
の
業
績
と
言
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
ー
を
は
じ
め
と
し
て
今
B
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
活
蹄
を
し
て
い
ま
す。
小
清
水
さ
ん
に一
九
六
0
年
代

末
か
ら
七
0
年
代
初
頭
の
話
を
う
か
が
い
た
い
の
で
す
が。

小
清
水
一
九
六
0
年
代
末
と
言
い
ま
す
と、
ま
だ
私
が
大

学
で
学
ん
で
い
た
後
半
で
す。
大
学
で
は、
土
谷
先
生
や
建

れ
皆
絵
画
を
学
ん
で
や
っ
て
い
た
人
た
ち
だ
っ
た
ん
で
す
ね。

私
自
身
は
彫
刻
と
い
う
も
の
を
学
ん
で、
そ
の
筋
道
で
教
育

を
受
け
て
い
た。
そ
の
な
か
で、
分
析
的
に
教
え
ら
れ
る
彫

刻
観
み
た
い
な
も
の
に
対
す
る
反
発
が
ま
ず
最
初
に
あ
っ
た

ろ
う
と
思
う
ん
で
す。
も
ち
ろ
ん
裸
婦
を
作
る、
女
性
の
裸

体
を
見
て
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
モ
デ
リ
ン
グ
す
る、
そ
の
こ

と
自
体
は
楽
し
い
に
し
て
も、
で
は
そ
の
こ
と
と
自
分
が
生

き
て
い
る
こ
と
と
ど
れ
だ
け
の
関
係・
密
沼
性
が
あ
る
の
か
と

い
う
よ
う
な
疑
間
も
含
め、
そ
れ
ま
で
の
彫
刻
と
は
違
う
も

の
を
自
分
の
な
か
で
探
し
出
せ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
六
〇

年
代
後
半
に
は
や
っ
て
お
り
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、
谷
さ
ん
が
言
わ
れ
た「
表
面
か
ら
表
面
へ」
と

い
う
仕
事
は、
発
表
し
た
の
が一
九
七一
年
の
正
月
で
す
か

ら
作
っ
て
い
た
の
は
七
0
年
頃
か
ら
な
ん
で
す
ね。
そ
の
時

に
は、
私
は
逆
に「
彫
刻
に
戻
ろ
う」
と
思
っ
た
ん
で
す。
と

言
い
ま
す
の
は
今、
「
立
体」・「
彫
刻」・「
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン」
と
l二
つ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど、
当
時「
立

体
作
家」
と
か「
彫
刻
家」
と
い
う
呼
び
方
が
路
躇
さ
れ
て
い
た。

誰
を「
立
体
作
家」、
誰
を「
彫
刻
家」
と
呼
ぶ
か
踏
躇
す
る
よ

う
な
風
潮。
私
は
そ
ん
な
風
潮
に
も
あ
る
反
発
が
あ
っ
て、
時

代
の
流
れ
と
は
逆
行
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で「
い
え、
私
は「
彫

刻
家」
で
す」
と
自
己
主
張
を
し
た。
で
は
な
ぜ
彫
刻
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま
す
と
…
…。
私
自
身
が
や
り
た
い

と
思
っ
て
い
る
こ
と、
私
自
身
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
る
こ

と、
こ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と、
そ
れ
ら
が
ま

品
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
優
れ
た
先
生
方
が
い
わ
ゆ
る
戦
後

の
美
術
教
育
に
お
け
る
彫
刻
教
育
の
基
本
み
た
い
な
も
の
を

作
ら
れ
て、
そ
れ
に
則
っ
て
教
育
を
し
て
お
ら
れ
た。
基
本

的
に
は、
ま
ず
模
刻
を
す
る、
そ
の
後
で
手
を
作
る、
手
を

作
っ
た
ら
頻
を
作
る、
頭
を
作
る。
そ
れ
か
ら
ト
ル
ソ
を
作

る
全
身
像
を
作
る、
と
い
う
よ
う
な
過
程
を
経
た
う
え
で
さ

ら
に
か
た
ち
と
い
う
も
の
を
点
や
線
や
面
に
世
き
換
え
る、
あ

る
い
は
マ
ソ
ス
や
ム
ー
ヴ
マ
ン
と
い
っ
た
も
の
を
要
素
と
し

て
捉
え
る。
そ
の
よ
う
に
伝
統
的
で
あ
り
な
が
ら
な
お
か
つ

分
析
的
な
カ
リ
キュ
ラ
ム
で
や
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が：·
：0

私
は
先
生
方
に
お
訊
き
す
る
ま
で
も
な
く、
大
学
で
は
ほ
と

ん
ど
顔
を
共
え
て
も
ら
っ
て
い
な
い
く
ら
い
不
ま
じ
め
な
学

生
で
あ
り
ま
し
て。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
ま
じ
め
に
や
っ
て

こ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね。
な
ぜ
ま
じ
め
に
や
っ
て
こ
な
か
っ

た
か
と
言
い
ま
す
と、
や
る
こ
と
自
体
は
楽
し
く
て、
枯
土

を
触
る
こ
と
や
何
か
か
た
ち
を
作
る
こ
と
も
楽
し
い
わ
け
で

す
が、
実
は
で
も
そ
れ
が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
と
直
接
結

び
つ
い
て
こ
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
が
あ
っ
て。

そ
れ
で
大
学
の
教
室
に
は
出
な
い
で
自
分
の
仕
事
の
方
向

を一
所
懸
命
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た。
一
九

六
0
年
代
の
後
半、
谷
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
る
そ
の
年
代
の

こ
と
の
部
分
で
は．．．．．．
 例
え
ば「
も
の
派」
と
か
い
う
よ
う
な

言
葉
で
括
ら
れ
て
し
ま
う
作
家
群
の
こ
と
も
念
頭
に
あ
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、
た
ま
た
ま
今
日
は
出
席
し
て
い
ま
せ

ん
が
菅
に
し
て
も
関
根
伸
夫
や
吉
田
克
朗
に
し
て
も
そ
れ
ぞ

ず
あ
り
ま
す。
で
は
私
以
前
に、
私
が
面
臼
い
と
思
う、
認

め
ら
れ
る
と
思
う、
い
い
と
思
う
も
の
と
し
て
何
が
あ
る
の

か。
逆
に
濶
る
わ
け
で
す。
そ
う
す
る
と
ち
ょ
う
ど一
九
七

一
年
の
時
に
は、
私
の
気
持
ち
の
な
か
で
は
自
分
か
ら
後
ろ

に
潮
っ
て
い
っ
た
時
に
流
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
し
ら
実
感

と
し
て
感
じ
と
れ
た
ん
で
す。
で
は、
そ
れ
は
今
ま
で
何
と

い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
世
界
な
の
か
考
え
ま
す
と、
そ

れ
は
も
う「
彫
刻」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か、
と

い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て。
で、
「
私
は「
彫
刻
家」
で
す。
F
立

体
作
家」
で
は
あ
り
ま
せ
ん」
と
言
っ
て
始
め
た
什
事
が
七一

年
か
ら
の
仕
事
だ
っ
た
ん
で
す。
私
の
敬
愛
す
る
先
生
方
ー

こ
こ
に
は
大
学
の
先
生
も
含
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
が

ー
そ
の
先
生
方
に
直
接
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
時
に
は
ま

じ
め
に
彫
刻
の
勉
強
を
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
卒

業
し
て
後
初
め
て
彫
刻
と
い
う
も
の
が
よ
う
や
く
自
分
の
な

か
で
見
え
て
き
た
よ
う
な
不
ま
じ
め
な
勉
強
の
仕
方
を
し
て

き
た
わ
け
で。

谷
さ
ん
の
質
問
に
直
接
か
か
わ
る
よ
う
な
話
が
で
き
な
い

ん
で
す
が
：·：
私
個
人
の
こ
と
を
言
い
ま
す
と、
も
う一
回

大
き
く
彫
刻
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
る
時
が
あ
り
ま
す。
そ

れ
は、
「
表
面
か
ら
表
面
へ」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
仕
事
を
止

め
た
時
点
な
ん
で
す
が、
先
ほ
ど
福
鴫
さ
ん
が「
リ
ア
リ
テ
ィ」

と
い
う
言
葉
で
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も、
や
は
り
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す。
私
は「
リ
ア

リ
テ
ィ」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
て、
日
本
人
と
し
て
現
代
に

115 //4 



作
品
を
作
り
な
が
ら
何
か
し
ら
そ
れ
が
自
分
自
身
の
表
現、

根

っ
か
ら
の
自
分
自
身
の
表
現
に
な
り
得
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
開
か
ら
発
し
た
こ
と
で
美
術
の「
土
消
性」
と

い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ

て
自
分
の
仕
事
を
考
え
直
し
た
時
期
が
あ
り
ま
す。
そ
れ
は

要
す
る
に
自
分
の
表
現
が、

自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
歴
史
性・

歴
史
的
背
穀
や
社
会
的
必
然
性
な
ど
全
部
踏
ま
え
た
う
え
で

出
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か、

ど
う
か
と
い
う
こ
と。
そ
の

表
現
に
な
り
得
て
い
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
い
く
ら
や
っ
て
も

窓
味
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
強
く
考
え
た
時
が

あ
り
ま
す。
そ
れ
は、
一
几
七一
年
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
で

す
け
れ
ど、

は
っ
き
り
自
党
し
た
の
は
七
三
年
ぐ
ら
い
だ
と

自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す。
そ
の
頃
か
ら
私
の
彫
刻
は
少
し

ず
つ
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た。

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら「
表
面
か
ら
表
面
へ」
に
託
し
た

思
い
と
か、

そ
れ
以
後
の
転
換
し
た
思
い
と
か
に
つ
い
て
は

省
か
せ
て
い
た
だ
い
て、
「
彫
刻」
と
い
う
も
の
を
私
が
や
り

続
け
て
い
て
一
番
面
白
い
部
分
に
つ
い
て
だ
け
申
し
ま
す
と

ー
こ
れ
は
す
べ
て
の
彫
刻
家
に
通
じ
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
が
ー
例
え
ば
私
は
木
も
使
い
ま
す
し
石
や
鉄、

何
で
も
使

い
ま
す。
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
全
部
世
の
中
に
あ
る

物
質
な
ん
で
す
ね。
水
で
あ
ろ
う
と
空
気
で
あ
ろ
う
と
そ
う

で
す。
そ
れ
ら
の
物
質
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
日
常
性
の

な
か
に
い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
で
す。

例
え
ば
木
の
枝
が一

本
あ
る。
木
の
枝
は
削
ら
れ
て
人
間
の
生
活
の
道
具
に
な
っ

す
ね。
「
立
体
作
家」
と
か。
「
彫
刻
家」
と
い
う
言
葉
を
脱
却

し
て
そ
れ
ら
の
言
わ
れ
方
を
し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が、

今

H
そ
れ
ら
が
全
部
死
語
に
な
っ
て
だ
い
た
い
「
彫
刻
家」
と
い

う
名
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね。
そ
の
意
味
で
は、

そ
う
い
っ
た
志
向
性
を
す
で
に「
表
面
か
ら
表
面
へ
」
と
い
う

自
分
の
作
品
の
な
か
で
あ
る
種
の
時
代
の
思
潮、

イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ニ
ズ
ム
を
脱
棄
し
た
り、

ミ
ニ
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作

品
を
作
る
過
程
に
お
い
て
少
し
過
去
に
戻
っ
て
脈
絡
を
掴
ん

で
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
た
し
か`

西
武
芙
術
館
で

の「
木
と
の
対
話」
展
の
な
か
で
小
清
水
さ
ん
は
そ
ん
な
こ
と

を
語
ら
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す（
註
2)。

木
彫

と
言
い
ま
す
か
ー
仏
像
も
そ
う
と
う
見
ら
れ
て
い
る
は
ず
で

す
が
ー
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
日
本
の
近
世
か
ら
近
代
に
至
る、

木
に
基
を
骰
く
よ
う
な
伝
統
的
な
日
本
の
彫
刻
も
考
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か、
そ
れ
が
小
清
水
さ
ん
の
話
に
あ
っ
た「
土

杵
性」
な
ど
に
通
じ
た
り、

あ
る
い
は
福
嶋
さ
ん
流
に
言
う
の

な
ら
ば「
リ
ア
リ
テ
ィ」
の
問
題
と
し
て
制
作、

作
品
が
因
っ

て
立
つ
脈
絡
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か。

小
清
水
さ
ん
が
最
後
に
提
起
さ
れ
た
話
…
…
時
間
が
短
い

の
で
す
が
：
；••
こ
の
あ
た
り
の
話
を
皆
さ
ん
に
う
か
が
っ
て

終
わ
り
と
し
た
い
の
で
す
が。

絵
画
な
ら
絵
画
の
醍
関
昧．
而
白
さ
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
で
し

ょ
う
け
れ
ど
も、
小
清
水
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
路
傍
に
あ

る
よ
う
な
石
が
あ
る
見
方
に
よ
っ
て
は
彫
刻
的
な
も
の
に
な

た
り、

あ
る
い
は
単
な
る
木
の
枝
の
ま
ま
あ
っ
た
り、

火
を

焚
く
薪
で
あ
っ
た
り
：·
：•
そ
ん
な
か
た
ち
で
人
問
の
生
活
に

密
着
し
て
索
材
と
い
う
も
の
は
常
に
あ
る
わ
け
で
す。
や
は

り
同
じ
索
材・
物
質
を
彫
刻
家
と
し
て
使
う
わ
け
で
す。
と
こ

ろ
が、

あ
え
て「
彫
刻」
と
い
う
も
の
に
物
質
を
作
り
換
え
て

い
く
そ
の
境
目
と
言
い
ま
す
か、

道
端
に
転
が
っ
て
い
る
石

こ
ろ
が「
彫
刻」
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
そ
の
変
わ
り

目
の
面
白
さ。
そ
こ
に
や
は
り
彫
刻
家
が
い
つ
も一
番
惹
か

れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
つ
も
私
は
思
う
ん
で
す。

例

え
ば
絵
画
で
あ
る
な
ら
ば、

あ
ら
か
じ
め
許
さ
れ
た
世
界、

あ

ら
か
じ
め
認
め
ら
れ
た
世
界
ー
カ
ン
ヴ
ァ
ス
と
い
う
世
界
で

あ
り、

平
面
空
側
と
い
う
許
さ
れ
た
世
界
ーー
が
あ
る。
彫
刻

の
場
合
に
は、

そ
う
い
う
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ、

許
さ
れ

た
表
現
世
界
が
な
い。

要
す
る
に
三
次
元
の
実
際
の
生
活
の

な
か
で、

同
じ
次
元
で
物
質
と
わ
た
り
あ
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い。
そ
れ
で
な
お
か
つ
彫
刻
と
し
て
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う、
一
方
の
見
方
を
す
れ
ば
非
常
に
困
難
な

方
法
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が、

私
は
彫
刻
に
関
し
て
そ
こ

が一
番
楽
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

す
み
ま
せ
ん。

質
問
か
ら
は
ず
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が。

谷

い
え、

あ
え
て
解
説
を
す
る
必
要
も
な
い
の
で
し
ょ
う

が、

私
の
認
謡
を
は
る
か
に
超
え
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た
だ

い
て
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す。

「
表
而
か
ら
表
面
へ」
の
問
題
を
考
え
て
お
ら
れ
た
頃
に
…
•
9
9

当
時
は、
「
造
形
作
家」
な
ん
て
言
葉
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で

る
と
い
う、
日
常
の
環
境・
環
界
の
な
か
に
あ
る
索
材
ーー「
索

材」
と
呼
ん
で
い
い
の
か、

ど
う
か
—l
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
つ
い
て
今
日
出
粘
し
て
い
な
い
菅
さ
ん
が
今
回
の
カ
タ
ロ

グ
に「
周
阻
に
沿
っ
て、
モ
ノ
は
渡
るl
と
い
う
大
変
充
実
し

た
テ
ク
ス
ト
を
寄
せ
て
い
ま
す。

今
回
特
に
新
し
い
見
解
を

述
ぺ
た、
と
い
う
よ
り
も
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
纏
め
ら
れ

た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す。
例
え
ば、

そ
の
な
か
に
次
の
よ

う
な
発
言
が
あ
り
ま
す。

「
:
'
•
9
•

ひ
と
つ
の
存
在
物
に
お
け
る
必
要
で
な
い
も
の
や
部

分
に
つ
い
て
見
た
場
合、

土
中
の
石
な
ら
ば、

石
而
に
附

沿
し
た
土
や
砂
は、

石
の
ま
わ
り
に
あ
る。
別
な
い
い
方

を
す
れ
ば、

ま
わ
り
と
は〈
周
囲〉
で
あ
る。
だ
か
ら、

土

や
砂
は、

石
の^
周
圃〉
を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い。

と
な
る
と、

土
中
に
あ
る
無
数
の
石
に
は、

そ
の
数
だ
け

の
ま
わ
り、
い
わ
ば^
周
囲〉
が
形
成
さ
れ
て
お
り、

そ
の

〈
周
圃〉
が
密
若
し
た
状
態
に
な
っ
て、
ひ
と
つ
の
全
体
的

な
様
相
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
と
さ
れ
な
く
な
い。
こ
の

よ
う
な
観
点
を、

地
上
や
水
中
や
空
中
や
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
空
間
に
あ
る
も
の
に
あ
て
は
め
て
み
て
も、

ま
ち
が
い

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る」（
註
3)。

つ
ま
り、

単
純
な
対
象
物
と
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
も、

そ
れ
に
は「
周
囲」
と
い
う
も
の
が
存
在
し

て
い
て、

全
体
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
な「
周
囲」
が
連
続

し
て
全
体
を
形
成
す
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
ん
で
す

ね。
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こ
の
よ
う
な
観
点
は
非
常
に
大
事
な
も
の
だ
と
私
は
思
っ

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も、

例
え
ば
土
谷
さ
ん
に
す
れ
ば
作

品
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
自
宅
周
辺
の
ー「
植

物
空
間」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
れ
ば
公
園
の
枯
れ
葉
で
あ
っ
た
り、

「
虫
の
領
域」
と
い
う
作
品
は
昆
虫
が
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
っ
た
り

ー
卑
近
な
と
こ
ろ
で
選
択
さ
れ
て
い
る。

村
岡
さ
ん
の
こ
れ

ま
で
の
作
業
も、

遠
隔
地
に
出
か
け
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ

う
け
れ
ど、

比
較
的
卑
近
な
と
こ
ろ
で
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の

ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る。

福
鴫
さ
ん
は
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
違

う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど、

あ
る
単一
性
で
も
の
を
見
せ

つ
つ
複
合
的
な
空
間
性
と
い
う
も
の
を
根
拠
に
し
て
作
品
を

提
示
し
て
い
る
し、

工
業
製
品
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な

索
材
も
よ
く
使
わ
れ
る。
小
清
水
さ
ん
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど

も
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に、

さ
ま
ざ
ま
な
索
材
を
使
わ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も、
日
常
的
な
も
の
の
な
か
に
作
品
の
ヒ
ン
ト

や
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る。

ち
ょ
っ
と
菅
さ
ん
の
文
寇
で
代
表
し
て
纏
め
て
み
ま
し
た

け
れ
ど、

時
間
内
に
土
谷
さ
ん
か
ら
順
番
に
一
言
だ
け、

お

話
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か。

土
谷

私
は
一
九
九
0
年
前
後
か
ら
植
物
に
大
変
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
そ
の
植
物
の
成
り
立
ち
と、

私
が

今
ま
で
植
物
と
考
え
て
い
た、

中
身
の
詰
ま
っ
た、

盾
い‘
厚

ぽ
っ
た
い
も
の
：••••
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
植
物
は
成
り

立
ち
か
ら
見
ま
す
と
空
気
を
胎
ん
で
い
る。

空
気
と
言
う
の

か
空
間
と
言
う
の
か、

そ
う
い
う
も
の
を
同
時
に
か
た
ち
の

す
と
木・
鉄・
土
な
ど
の
視
党
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
固
体
物

質
が
園
点
的
に
な
り
ま
す
が、

私
は
そ
れ
に
対
し
て
冽
え
ば

熟
だ
と
か
音
の
振
動
あ
る
い
は
生
態
の
変
容
し
て
い
く
エ
ネ

ル
ギ
ー
な
ど
も
直
接、

も
の
を
作
る
物
質
概
念
と
し
て
捉
え

て
い
ま
す。
そ
の
た
め
に
非
常
に
う
さ
ん
臭
い
状
況
が
起
こ

る
ん
で
す
が、

そ
れ
は
党
悟
し
て
い
ま
す。
「
物
質
感」
と
言

い
ま
し
て
も
通
常
の
彫
刻
的
な
そ
れ
で
は
な
く
て、

そ
う
い

う
も
の
を
直
接
索
材
に
し
て
し
ま
う。
私
に
と
っ
て
の
物
質

感
は
全
部
含
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。

谷

福
鴫
さ
ん、

お
願
い
し
ま
す。

福
嶋

先
ほ
ど
言
い
忘
れ
て
い
た
ん
で
す
が、

今
回
の
菅
さ

ん
の
作
品
を
見
た
り
文
章
を
読
ん
で、

私
の
作
品
を
見
た
時

に、

私
は
両
者
が
随
分
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
い
う
感
じ
を

受
け
ま
し
た。

確
か
に
彼
は
自
然
に
あ
る
も
の
を
選
ん
だ
リ

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て、

あ
る
意
味
で
言
え
ば
見
え
方
は

日
本
的
で
あ
り
感
党
的
に
選
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
が、

彼
も
最
小
限
の
と
こ
ろ
ま
で
も
の
を
選
ん
で
あ
の

な
か
で
作
り
出
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね。
私
は
あ
あ
い

う
か
た
ち
で
は
や
り
ま
せ
ん
が、
一
本
の
線、

ひ
と
つ
の
面

で
も
ギ
リ
ギ
リ
ま
で、
か
た
ち
を
作
り
な
が
ら
進
ん
で
い
る

わ
け
で
す。
そ
の
点
で
は、

シ
ピ
ア
な
と
こ
ろ
で
選
ん
で
い

て、

な
お
か
つ
か
た
ち
が
成
り
立
っ
て
い
る。

先
ほ
ど
の、

も

の
ご
と
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る、

と
い
う
こ
と
は
そ
の
部

分
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

（
両
者
の
作
品
を）
見
る
と
雌
分
追
う
ん
じ
ゃ
な
い
か、

と

な
か
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

と
い
う
こ
と
を
思
い

つ
い
た
ん
で
す。
一
番
最
初
は
植
物
の
成
り
立
ち
で
あ
っ
た

ん
で
す
が、

そ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
派
生
し
て
水
で
あ
る
と
か

空
気
で
あ
る
と
か
士、

そ
し
て
自
然
現
象、

そ
の
よ
う
な
方

向
に
私
は
多
少
と
も
移
り
つ
つ
あ
る
わ
け
で
す。

私
は「
見
た
も
の」
し
か
作
っ
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
す。
見

な
い
も
の
を
観
念
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
苦
手

で
し
て。
見
た
も
の
が
す
ぐ
さ
ま
か
た
ち
に
な
る
わ
け
で
は

な
く、

そ
れ
は
何
年
か
経
っ
て、

あ
る
時
ま
た
私
の
と
こ
ろ

に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も。
ほ

と
ん
ど
そ
の、
「
見
な
い
も
の」
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
私
の

な
か
に
は
な
か
っ
た。
だ
か
ら
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が、

今

私
が
考
え
て
い
る
こ
と
は、

植
物
か
ら
始
ま
っ
て
空
気
や
水`

土、

自
然
現
象
な
ど
が
主
題
に
な
っ
て
い
る。
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
直
接
作
る
こ
と
で
は
な
く、

そ
の
間
に
か
な
り
索
材
の

問
題
が
入
っ
て
き
ま
す。
索
材
と
私
の「
見
た
も
の」
の
間
に

か
な
り
の
距
離
が
あ
る。
そ
の
距
離
を
あ
ま
り
埋
め
な
い
で、

そ
の
ま
ま
表
現
で
き
た
ら、

と
思
っ
て
い
ま
す。
ど
ち
ら
か

の
側
に
付
い
て
し
ま
う
と
ー
さ
っ
き
か
ら
何
遍
も
話
に
出
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
ー「
リ
ア
リ
テ
ィ」
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ

て
し
ま
う。
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
状
態
の
な
か
で
も
の
を
作
り

た
い。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す。

谷

絞
い
て
村
岡
さ
ん。

村
岡

先
ほ
ど
動
機
的
な
こ
と
を
話
し
ま
し
た
け
れ
ど、

彫

刻
を
捉
え
て
い
る
物
質
感
と
い
う
も
の
は
共
体
的
に
言
い
ま

い
う
印
象
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん。
私
は
菅
さ
ん
と
作
品

を
同
時
に
並
べ
た
こ
と
は
今
回
が
初
め
て
で、

長
い
文
立
を

読
ん
だ
こ
と
も
初
め
て
な
ん
で
す
が、

形
態
で
は
な
く
考
え

方
か
ら
見
れ
ば
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
は
な
い
か、

と
い

う
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た。

谷

最
後
に、

小
消
水
さ
ん。

小
清
水

福
鴫
さ
ん
が
今
回、

空
気
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

作
品
を
作
ら
れ
た。
土
谷
先
生
も
空
気
と
か
風
と
か
そ
う
い

っ
た
も
の
を
作
品
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
た
り、

植
物
に
典

味
を
持
っ
て
お
ら
れ
る：
·
：。
私
は
つ
い
数
週
間
前
に
短
い

原
稿
を
苦
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
て、

そ
の
な
か
で「
植
物
の

よ
う
な
生
き
方
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か」
と
い
う
こ
と
を

苫
い
た
ん
で
す。

例
え
ば
植
物
は
こ
ん
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

参
加
し
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
生
き
て
い
る
ん
で
す

ね。
だ
け
ど、

非
常
に
熾
烈
な
生
存
競
争
が
あ
っ
て、

そ
の

な
か
で
生
き
の
び
て
い
る。
だ
け
ど
時
が
来
れ
ば
花
も
咲
か

せ
る
し
実
も
結
ぷ。
そ
の
実
を
小
動
物
に
食
べ
さ
せ
て
自
分

の
子
孫
も
ば
ら
ま
く。
そ
れ
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
生
き
て

い
る。
そ
う
い
う
生
き
方
が
美
術
を
や
り
な
が
ら
と
て
も
う

ら
や
ま
し
く
見
え
て
き
て。
植
物
的
存
在
が
妬
ま
し
い
気
持

ち
に
も
な
っ
て
い
る。
そ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
ん
で
す。
ま

た
も
う一
方
で、

あ
る
地
方
新
聞
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
受
け

て、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
最
後
に「
次
に
ど
の
よ
う

な
索
材
を
使
い
た
い
で
す
か
？」
と
訊
か
れ
て、
「
空
気
を
使

い
た
い
で
す」
と
言
っ
た
ん
で
す
が。

今
日
米
ま
し
た
な
ら、
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直
径一
メ
ー
ト
ル
大
の
地
球
様
に
眼
を
グ
ッ
と
近
づ
け
て
み

よ
う。球

面
よ
り
二
八
ミ
リ
離
れ
た
と
こ
ろ
で
ゆ
っ
く
り
と
こ
の

球
体
を
回
転
さ
せ
な
が
ら‘

面
に
そ
っ
て
上
下、

左
右
と
端

に
む
か
っ
て
眼
を
ず
ら
し
て
み
る。
地
平
線
や
水
平
線
が
想

と
と

リ
ア
ル
な
瞬
間

福
鴫
敬
恭

土
谷
先
生
も
福
鴫
さ
ん
も
私
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は

と
っ
く
に
考
え
て
い
る。
ま
た
今、

福
嶋
さ
ん
が
菅
君
と
表

面
的
に
は
全
く
違
う
世
界
を
目
指
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
け
れ
ど
も、

も
と
も
と
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
非
常

に
近
い
ん
だ、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る。

実
は
福
嶋
さ
ん
と
は
同
じ
大
学
の
同
じ
研
究
室
で
教
え
て

い
る
ん
で
す
け
れ
ど、

そ
こ
に
長
深
英
俊
と
い
う
ミ
ラ
ノ
に

い
る
彫
刻
家
を
ニ
カ
月
ほ
ど
呼
ん
で
レ
ク
チ
ュ
ア
を
し
て
も

ら
い
ま
し
た。

そ
の
時
に
親
し
く
酒
を
呑
み
な
が
ら
話
を
す

る
機
全
と
い
う
の
は
二
十
五
年
ぶ
り
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す

が、

そ
の
二
十
五
年
間、

お
互
い
彫
刻
家
と
し
て
生
き
て
い

な
が
ら
よ
く
似
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
や
っ
て
い
た
ん
だ
な、

と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た。

皆
そ
れ
ぞ
れ
違
う

表
現
を
自
分
の
骨
身
を
削
っ
て
探
し
て
い
る
わ
け
で
す
が、
と

こ
ろ
が
共
通
す
る
あ
る一
点
が
あ
る。
そ
れ
が
言
葉
に
し
て

し
ま
う
と
嘘
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
も、

魅
力

を
感
じ
る
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
同
じ
職
業
で
い
る
の

で
は
な
い
か。

今
日
も
改
め
て
強
く
感
じ
ま
し
た。

谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。

久
方
ぷ
り
に
皆
さ
ん
か

ら
き
っ
ち
り
お
話
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す。

残
念
な

が
ら
時
間
が
充
分
で
な
い
も
の
で
す
か
ら、

こ
れ
か
ら
お
訊

ね
し
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が、

そ
れ
は
割
愛
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す。

あ
る。廣

松
渉
が「[
表
情]
生
体
反
応
と
共
感」
の
な
か
でヽ

生
体

が
振
動
系
で
あ
り、

揺
動
的
伝
達
体
I
振
動
的
反
応
体
で
あ

る
と
同
時
に、

そ
れ
は
内
部
的
機
構
だ
け
で
は
な
く
対
外
的

な
剌
激
受
容、

反
応
場
面
に
あ
っ
て
も
や
は
り
共
振
的
で
あ

る
と
言
っ
て
い
る
が、

私
は
熱
と
い
う
固
有
の
振
動
は
有
機、

無
機
の
物
質
性
に
関
係
な
く、

ま
た
科
学
的、

芸
術
的
そ
し

て
社
会
性
と
い
っ
た
人
知
の
境
界
線
を
も
な
ん
な
く
四
通
し

て
い
く
も
の
と
し
て
の
妄
想
を、

私
は
き
わ
ど
い
古lnJ
熱
の
な

か
で
改
め
て
確
認
し
た。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ
で
は
そ
れ
と
う
ら
は
ら
に＂
固

有
の
熱
の
停
止＂
と
は
何
な
の
か
と
い
う、
こ
の
暗
闇
へ
の
飛

躁
の
問
い
に、

す
っ
か
り
元
気
に
な
っ
た
今
も
さ
い
な
ま
れ

続
け
て
い
る。

去
年
の
夏、

中
国
内
陸
西
安、

洛
肱
を
中
心
に
久
し
振
り
に

汽
車
で
旅
ら
し
い
旅
を
し
た
が、

そ
の
疲
れ
も
あ
っ
て
か
九

月
半
ば
に
急
に
発
熱
し、

風
邪
薬
を
の
ん
で
も一
向
に
熱
が

下
が
る
気
配
が
な
い
の
で
近
く
の
病
院
で
診
察
し
て
も
ら
っ

た
ら、
い
き
な
り
点
滴
を
打
た
れ、

急
性
肺
炎
と
い
う
こ
と

で
そ
の
ま
ま
即
刻
入
餃
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た。

私
は
四
〇

度
近
い
高
熱
が
数
日
間
絞
く
と
い
っ
た
経
験
が
な
い
の
で
何

と
も
す
さ
ま
じ
い
一
H
-
H
で
あ
っ
た。
こ
の
ま
ま
死
ぬ
と

は
思
わ
な
か
っ
た
が、

や
は
り
き
わ
ど
い
と
い
う
実
感
は
充

分
味
わ
っ
た。
そ
の
時
見
舞
い
に
米
た
知
人
が「
こ
の
君
の
ざ

ま
が
去
年
の
東
京
国
立
近
代
芙
術
館
で
の
個
展
の
時
だ
っ
た

ら、

あ
の
体
温
を
送
る
作
品[「
送
ら
れ
た
勅�(
体
温
こ]
に
は

特
別
に
額
著
な
変
化
が
現
れ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
に」
と
笑

い
な
が
ら
言
っ
た
が、

私
は
冗
談
で
は
な
い
と
思
い
つ
つ
も

ふ
と＂
熱
の
移
換＂
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
思
い
を
馳
せ
て
み

こ。一
生
体
の
振
動（
体
温）
が、

私
の
自
宅
か
ら
五
0
0
キ
ロ

離
れ
た
東
京
近
美
に
展
示
さ
れ
た
直
径
八
セ
ン
チ
の
銅
柱
に

同
時
に
移
換
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
は、

初
め

て
の
こ
と
と
は
い
え
技
術
的
に
は
今
R
可
能
な
こ
と
で
は
あ

る
が、

た
だ
私
に
は
固
有
の
熱
そ
の
も
の
が
空
間
移
動
す
る

と
い
う
こ
と
に
奇
妙
な
楽
し
さ
と
好
奇
心
に
か
ら
れ
る
の
で

像
で
き
る。

直
径一
0
メ
ー
ト
ル
大
の
地
球
儀
だ
と
球
面
よ

リ
ニ
八
セ
ン
チ
眼
を
離
し
た
と
こ
ろ
で、

そ
れ
を
眺
め
れ
ば

よ
い。
ま
た、

想
像
し
て
み
る。

屋
外
の
運
動
場
で
二
八
メ

ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
直
径一
0
0
メ
ー

ト
ル
の
球
体
を
頭

の
中
に
創
っ
て
み
る。

そ
れ
を
ゆ
っ
く
り
と
回
転
さ
せ
れ
ば

よ
い。

球
体
の
外
側
は
そ
の
ま
ま、

そ
っ
く
り、

す
ぺ
て
宇

宙
の
空
間。

何
と
な
く
実
感
の
よ
う
な
も
の
が
わ
い
て
く
る

は
ず
で
あ
る。

宇
宙
空
間
の
自
分
自
身
の
存
在
と
そ
の
空
間

か
ら
の
地
球
の
眺
望
が
少
し
ず
つ
リ
ア
ル
な
も
の
に
な
っ
て

ゆ
く。

昨
秋
よ
り
は
じ
ま
っ
た
宇
宙
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト、

国

際
宇
宙
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
建
設
は
こ
の
地
上
よ
り
四
0
0
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
上
空
の
宇
宙
空
聞
に
あ
る。

「
そ
れ
は
ま
る
で
布
地
の
よ
う
だ
っ
た。

手
を
伸
ば
せ
ば、

さ
わ
れ
そ
う
な
気
が
し
た。
そ
れ
ほ
ど
濃
密
な
暗
黒
だ
っ

た」。
[
私
は
息
を
の
ん
だ。
し
か
し、

な
に
か
が
欠
け
て
い
る。

途
方
も
な
い
壮
大
な
眺
め
だ。
し
か
し、

こ
こ
に
は
音
が

な
い。

壮
厳
な
音
楽
の
伴
奏
が
な
い。

意
気
揚
々
と
し
て

勝
利
を
奏
で
る
ソ
ナ
タ
も
な
け
れ
ば、

シ
ン
ホ
ニ
ー

も
な

い。

私
た
ち
は、
め
い
め
い
自
分
で、
こ
の
天
体
の
音
楽

を
作
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る」。

こ
れ
ま
で、

地
球
を
離
れ
宇
宙
に
行
っ
た
飛
行
土
は
ゆ
う
に

二
百
名
を
越
え
る
が、

そ
れ
ぞ
れ
に
宇
宙
空
間
で
の
体
験
を

通
し
て、

興
味
深
い
孟
葉
を
残
し
て
い
る。
こ
の
中
で
私
に

近
況

村
岡―
1一
郎

図
8
「
送
ら
れ
た
蝕�（
体
温）」
に
体
温
を
転
送
中
の
作
求

写
其
提
供
KEN
JI
T
AKI
 GALL
ERY
 

図
9
偏
鴫
敬
恭「
宇・
宙
の
詩（
西
宮マ
リ
ナパ
ー
ク・
シ
テ
ィ
の
た
め
の
野
外
彫

刻）」（一
九
九
八
年）

図
7
村
岡―二
郎「
送
ら
れ
た
鉄�（
体
溢）」（一
九
九
七
年）

写
真
提
供"KEN
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と
っ
て
今、

現
在
で
も
気
に
な
っ
て
い
る
二
人
の
ア
メ
リ
カ

人
飛
行
士
の
貴
重
で
具
体
的
体
験
に
も
と
づ
い
た
生
の
発
言

を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

人
類
初
の
人
工
衛
品`

ス
プ
ー
ト
ニ
ク
が
夜
明
け
の
東
空

を
走
っ
た
時、
一
几
六
九
年、

人
類
が
初
め
て
月
の
上
に
降

り
立
っ
た
時、
マ
ー
ス
バ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
が
火
星
に
沿
陸

し
た
時、

そ
れ
ぞ
れ
に
驚
き、

興
奮
し、

そ
れ
な
り
に
リ
ア

ル
な
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
だ
が、

と
は
い
え、

そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
は
な
ぜ
か
臼
々
し
く
パ
ー
チ
ャ
ル
な
気

分
が
つ
い
て
ま
わ
っ
て
い
る。
人
類（
す
ぺ
て）
の
体
験
は、

情

報
と
し
て、

知
識
と
し
て
の
記
憶
に
組
込
ま
れ、

即
座
に
個

と
し
て
の
私
自
身
の
中
に
も
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み

は
す
る
が、

本
当
に
手
づ
か
み
で
き
る
ほ
ど
の
其
の
リ
ア
リ

テ
ィ
は
な
い
事
に
又
気
付
く。

「
手
を
伸
ば
せ
ば、
さ
わ
れ
そ
う
な
布
地
の
感
触
を
も
っ
た

暗
黒
の
空
間」「
手
づ
か
み
出
米
る
程
の
沿
密
な
空
間
そ
の
も

の」「
黒
色（
空
聞）
が
触
れ
ら
れ
る
袈
を
も
っ
て、

そ
こ
に
在

る」
観
念
が、

概
念
が、

具
体
的
な
も
の
と
し
て
手
づ
か
み
で

出
来
る
程
に
存
在
す
る
事
に
な
る。

今、

な
ぜ
か、

上
述
の
飛
行
士
の
言
葉
は
新
鮮
な
響
き
と

な
っ
て
真
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
私
の
中
に
感
じ
ら
れ
る。

近
年、

あ
る
機
関
か
ら
委
囁
を
受
け、

グ
ル
ー
プ
で「
宇
宙

に
於
け
る
芸
術」
を
考
え
て
い
る。
そ
の
時
点
よ
り、

時
を
頂

ね、

調
査
し
て
い
る
う
ち、
「
宇
宙」
そ
の
も
の
が
よ
り
近
く

リ
ア
ル
に、

又
よ
り
遠
い
存
在
に
も
な
っ
て
い
る。

何
よ
り

え
方
を
検
証
す
る
企
画
の
有
力
な
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な

っ
て
い
る。
実
際、

昨
年(-
九
九
七
年）
か
ら
今
年
に
か
け

て
の
日
本
の
作
家
の
股
覧
会
は、
こ
う
し
た
企
両
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
回
転
し
た
し、
こ
れ
ら
に「
河

口
龍
夫
展」（
千
葉
市
美
術
館`

水
戸
芸
術
館、
い
わ
き
市
立

美
術
館）
を
加
え
れ
ば、

現
代
日
本
の
芙
術
の
関
心
事
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
企
画
の
特
徴
は．
＂
回
顧“
と
い
う
形
式
を
脱
却

し
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る。
い
ち
ば

ん
そ
の
性
格
が
強
い「
土
谷
武
展」
の
場
合
も、

過
去
を
振
り

返
り
つ
つ、

作
家
が
真
に
提
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は

新
作
で
あ
り
現
代
の
自
身
の
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

「
村
岡
三
郎
展」
も
作
家
が
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
現

時
点
で
の
作
品
系
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
し、
「
菅
木

志
雄
展」
は、

各
館
の
場
の
条
件
や
学
芸
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て、

巡
回
展
な
が
ら
独
立
し

た
個
展
の
お
も
む
き
を
提
し
て
い
た。
「
河
口
龍
夫
展」
は
千

葉
は
別
と
し
て、

水
戸
と
い
わ
き
で
期
間
が
ダ
プ
っ
た
よ
う

に
ま
っ
た
く
独
立
し、

新
作
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
た。

”
回
顧“
は、
U
本
と
い
う
ひ
と
つ
の「
共
同
体」
に
お
け
る

認
知
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

実
際、

芙
術
館
と
い
う
の
は
そ

う
し
た
認
知
の
場
を
形
成
し、

場
合
に
よ
っ
て
は
認
知
そ
の

も
の
を
仕
組
む
政
治
的
な
場
で
も
あ
る。
し
た
が
っ
て、

美

術
館
で
の
多
く
の
回
顧
展
の
場
合、
「
共
同
体」
の
内
な
る
価

値
基
準
や
ラ
ン
ク
と
い
う、
本
来
そ
の
作
家
の
作
品
や
思
がJ
/

谷
新

「
制
作」
を
め
ぐ
る
日
葉
か
ら
1

コ
ン
セ
プ
ト
と
作
品
を
つ
な
ぐ
境
界
領
域

も
ま
ず「
芸
術
の
存
立」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
い
る。
「
芸
術
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
？
芸

術
の
意
味」「
芸
術
表
現
の
本
来
の
慈
味
は
？
創
造
と
は
本
来

何
な
の
か
？」「
自
分
自
身
を
通
し
て
の＂
人
間
の
存
立“
の
惹

味
と
は
？」
こ
の
よ
う
な
命
題
が
次
々
に
お
こ
っ
て
米
て
い
る。

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
対

し
て
い
る
現
在
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
中
で、

表
現
に
お
け
るー
つ
の
手
が
か
り
と

し
て「
宙
間
色」
と
い
う
命
題
に
お
い
て、
「
空
間」
と
い
う
概

念
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
把
え
る
試
み
を
し
て
い
る
。

一
九
九
九
年
二
月
二
o
n

京
都、

瑠
璃
渓
ア
ト
リ
エ

こ
の
企
画（「
超
克
す
る
か
た
ち」
展）
は、

そ
れ
以
後
の
各
地

の
美
術
館
で
の
企
画、

た
と
え
ば「
村
岡
三
郎
展」、
「
土
谷
武

展」（
以
上
東
京
国
立
近
代
芙
術
館
ほ
か
巡
回）、
「kn
木
志
雄

展」（
広
島
市
現
代
美
術
館
ほ
か
巡
国、
山
口
県
立
美
術
館
で

個
展）、
「
ア
ー
ト
／
生
態
系」
展（
宇
都
宮
美
術
館）
な
ど、

主

に
H
本
の
戦
後
か
ら
現
代
に
か
け
て
の「
彫
刻」
の
展
開、

考

志
向
と
は
別
な
判
断
基
準
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多

く、

そ
の
こ
と
を
あ
え
て
問
題
に
し
な
い
気
風
が
暗
黙
の
内

に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
回
顧
展
と
甚
本
的
に

変
わ
っ
て
き
た
と
思
う
の
は、

以
上
の
よ
う
な
企
画
が
も
た

ら
し
た
現
存
作
家
の
現
在
に
お
け
る
意
志
と
志
向
が
明
確
に

反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と、

美
術
館
そ
の

も
の
が
企
画
を
通
し
て＂
共
同
体
的
遠
元“
で
は
な
い
方
向
を

模
索
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
作
家
ば
か
り
で
は

な
い、

学
告
以
の
視
占�
も＂
回
顧＂
と
い
う
枠
組
み
か
ら
脱
却

し
つ
つ
あ
る
の
だ。
そ
の
た
め、

そ
の
こ
と
自
体
が
新
し
い

権
力
を
生
み
つ
つ
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
し、

実
際、

現
在
の
R
本
で
は、

あ
る
企
画
の

必
非
に
つ
い
て
の＂
メ
タ
言
語
／
メ
タ
批
評“
は
形
成
さ
れ
て

お
ら
ず、

本
来
そ
う
し
た
機
能
の
一
炭
を
担
う
ぺ
き
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
も、

す
べ
て
で
あ
る
と
断
定
は
で
き
な
い
が、

あ

る
種
の
共
同
体
内
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ

と
は
い
な
め
な
い。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
原
稲
を
あ
ら
た
め
て
読
み
な
お
し
て
み

て、

私
が
い
ち
ば
ん
感
じ
た
の
は、
こ
れ
ら
の
作
家
の
制
作

に
関
し
て
の＂
出
自“
を
問
う
く
だ
り
で、

あ
る
時
点
か
ら「
彫

刻」
と
の
ズ
レ
を
感
じ
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
”
出

自“
と
い
う
問
い
か
け
そ
の
も
の
が
す
で
に
固
有
の
先
在
的
領

域
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
近
代
的
で
あ
る
と
す
れ
ば、

パ
ネ
リ
ス
ト
の
作
家
た
ち
は
そ
れ
を
み
ご
と
に
か
わ
し、

あ

る
複
合
化
さ
れ
た
関
係
律
に
突
然
の
よ
う
に、

あ
る
い
は
偶
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然
性
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
訪
れ
た
“
あ
る
き
っ
か
け
”
を

作
品
制
作
の
淵
源
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

そ
の
淵
源
は、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
中・
ユ
ダ
ヤ
美
術
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
し
た
よ

う
な
抽
象
的
で
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
還
元
性
で
は
な
く、

む

し
ろ
身
体
的
／
直
観
的
な
も
の
で
あ
る。

た
と
え
ば
土
谷
武

に
と
っ
て
の
四
本
の
古
木
の
松
＝
門」（
一

九
六――-
年)
]
は、

予
期
せ
ぬ
も
の
と
し
て
あ
る
日
突
然
の
よ
う
に
到
来
す
る。

村

岡
三
郎
の
「
背
中」（
一

九
五
七
年）
に
通
じ
る
物
質
的
／
実
存

的
表
象
の
到
来
は`

木
組
み
か
ら
ズ
レ
落
ち
た
粘
土
の
持
つ

物
質
と
し
て
の
存
在
感
で
あ
る。

福
嶋
敬
恭
は
逆
に
物
質
的

存
在
感
と
は
対
極
に
あ
る
祝
党
身
体
的
な
感
党
そ
の
も
の
を

抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
が、

実
は
そ
れ
が
物
質
の
表
面
化

さ
れ
た
構
造
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る。

さ
ら

に
そ
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば、

列
車
と
い
う
自
分
の
意
志
と
は

無
関
係
に
走
る
物
体
と、

や
は
り
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係

に
飛
ぴ
込
ん
で
く
る
窓
外
の
風
儀
を
撮
影
し
つ
づ
け
た
経
験

[「
U
N
TI
T
L
E
D(39
k
m)」
(
-

JL
六
九
年')
]
が
ペ
ー
ス
に
な
っ

て
い
る。

小
消
水
漸
は
「
表
面
か
ら
表
而
へ
」
（
一

九
七
一

年）

と
い
う
作
品
を
契
機
に`

逆
に
「
彫
刻」
を
意
識
化
す
る。

こ

の
作
品
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
判
か
ら
非
芸
術
／
鉦�
芸
術（
あ
る
い

は
美
術
行
為
の
風
化）
に
い
た
る＂
状
況
”
と
の
関
係
性
が、

あ

え
て
「
彫
刻J
と
い
う
発
語
を
う
な
が
す。

つ
ま
り
は
福
嶋
ま

で
の
共
同
体
と
し
て
の
「
彫
刻」
か
ら
の
出
方
と
方
向
は
逆
で

あ
る。

や
は
り
一

九
六
八
年
か
ら
こ
の
作
品
が
生
ま
れ
る
一

つ

●
び

九
七
0
年
代
初
頗
ま
で
の
時
代
を
詳
ら
か
に
す
る
必
要
が
ど

ム
中
は
発
言
が
な
か
っ
た
が、

切
断
面
の
先
達
が
い
た
こ
と

も
あ
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

斎
藤
義
凪

で
あ
る。

こ
れ
ら
の
作
家
は
す
で
に「
超
克
す
る
か
た
ち」
展

図
緑
で
検
証
し
て
い
る。

王..

 

0

村
岡
三
郎「一
九
Ji
四
年
七
月」（
一
九
Ji
四
年`

東
京
国
立
近
代
芙

術
舘
蔵）

②

こ
の
問
題
に
つ
い
て、

小
清
水
漸
は一
九
七
九
年
頃
の
八
木
正
の
作

品
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
姦
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。

「
そ
の
頃
の
八
木
正
は
ミ
ニ
マ
ル
に
心
を
引
か
れ
て
い
た
よ
う
で
し
た。

僕
も
学
生
時
分
に
ミ
ニ
マ
ル
に
心
を
し
ぴ
れ
さ
せ
て
居
ま
し
た
か
ら、

気

分
は
良
く
判
る
の
で
す。

で
も、

欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
行
き
祈
い
た

ミ
ニ
マ
ル
と、

僕
達
H
本
人
が
ミ
ニ
マ
ル
に
兄
付
け
出
し
た
所
は、

行

っ
て
還
る
程
の
遠
い
が
有
り
ま
す。
終
局
と
始
ま
り
の
違
い
と
含
っ
て

も
良
い
で
し
ょ
う。
、``
―-
マ
ル
は
僕
逹
に
と
っ
て
は
日
常
の
感
党
だ
っ

た
の
で
す。
H
本
の
文
化
に
生
き
る
者
な
ら
誰
に
も
備
わ
っ
た
感
党
な

の
で
す。
そ
れ
を
発
見
し
た
時、

僕
は
快
哉
を
叫
ぴ
た
く
な
り
ま
し
た。

こ
れ
で、
一
八
六
八
年
以
来
の
呪
縛
か
ら
開
放
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま

し
た」。

小
滑
水
漸「
八
木
正
の
新
作]
「
八
木
正
一
九
七
八
ー一
九
八
二j
私
家

版
一
九
八
五
年一
月
r
ハ
n
図
版
掲
載
な
し

③

菅
木
志
雄「
間
囲
に
沿
っ
て、
モ
ノ
は
渡
る」
「
超
兌
す
る
か
た
ち
ー

彫
刻
と
立
体」
千
葉
市
其
術
館
一
九
九
ヒ
年
一
六＇
ニ
ニ
頁（
引
用
箇

所
ニ
―
頁）

う
し
て
も
あ
る
の
だ。

簡
単
に
い
え
ば
そ
こ
で
共
同
体（
モ
ダ

ニ
ズ
ム）
を
め
ぐ
る
出
入
り
の
構
造
が
逆
転
し、

七
0
年
代
に

接
続
さ
れ
る。

方
向
は
逆
で
も、

こ
こ
に
登
楊
す
る
作
家
は
共
通
し
て
こ

の
時
代
に
＂
切
断
面＂
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る

と、

小
清
水
漸
や
菅
木
志
雄
な
ど
に
世
代
的
に
特
殊
化
で
き

る
こ
と
で
も
な
い
。

つ
ま
り
構
造
の
変
化
が
こ
の
時
代
に
は

露
出
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
時
代
を

み
る
と
き
に
特
定
の
エ
コ
ー
ル
や
作
家
に
限
定
し
て
み
る
こ

と
は
危
険
で
あ
る。

制
作
的
持
続
が
切
断
面
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
作
家
も
あ
わ
せ
て
考
え
な
い
か
ぎ
り

時
代
は
浮
か
ん
で
は
こ
な
い
か
ら
で
あ
る。

そ
の
作
家
と
し

て
私
は
励
松
次
郎
を
第
一

に
挙
げ
る。

そ
の
十
年
後
に
こ
の

種
の
作
家
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
八
木
正
も
入
っ
て
く
る
だ
ろ

う。

こ
れ
ま
で
だ
れ
し
も
こ
の
よ
う
に
は
高
松
次
郎
を
取
り

上
げ
よ
う
と
し
な
か
っ
た（
影
の
作
家、

逆
遠
近
法
の
作
家
と

い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
＊
期
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
質
に
組
み
入
れ
て

し
ま
っ
た）
し、

八
木
正
に
関
し
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

す
ら
な
か
っ
た。

つ
ま
り、

共
同
体
が
認
知
し
た
エ
コ
ー
ル

な
リ
イ
メ
ー
ジ
以
外
に
は
表
現
は
浮
上
し
よ
う
も
な
い
本
賀

隠
蔽
の
回
転
構
造
が
ず
っ
と
続
い
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

い
ま
は
予
感
に
す
ぎ
な
い
が、

こ
う
し
た
こ
と
が
問
わ
れ
る

時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で、

こ
の
時
代
を
経
過
し

た
現
存
作
家
の
口
調
は
鮮
や
か
に
切
断
面
を
自
党
し
た
時
代

の
こ
と
を
よ
み
が
え
ら
す。

さ
ら
に
い
え
ば、

シ
ン
ポ
ジ
ウ

図
13

斎
藤
裟
重（
右
1
奥
の
壁）・
村
岡
三
郎
作
品（「
紐
克
す
る
か
た
ち」
展
会
場）

図
12

八
木
正
作
品（「
超
克
す
る
か
た
ち」
展
会
場）

図
11

八
木
正
作
品（「
超
克
す
る
か
た
ち」
展
会
也
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Symposium, "Surface and Construction" 

Panelists: Tsuchita11i Takeshi 

Muraoka Saburo 

Fukushima N oriyasu 

Koshimizu Susumu 

Chair: Tani Arata 

March 29, 1997 

Chiba City Museum of Art 

Modern sculpture in Japan began in the 1900s with the introduction of post-Rodin European 

(especially French) sculpture. This symposium attempted to reexamine the acceptance of 

Japanese modern sculpture since 1945, as well as up until that time. Moving beyond reproductive 

expression, artists'concern with how to express the "existence" embodied in the works them

selves as a result of materials and construction, bec�me more acute. This new awareness is 

reflected in works dating from the late 1960s to the present. 

Four artists who are pioneers in this kind of contemporary Japanese sculpture were invited 

to serve as panelists for the symposiun1, which was chaired by Tani Arata (art critic and director 

of the Utsunomiya Museum of Art). The panelists were Tsuchitani Takes柑 (1926-), Muraoka 

Saburo (1928-), Fukushima Noriyasu (1940-), and Koshimizu Susumu (1944-). 

In the course of the symposium, the panelists talked about their respective personal experi

ences with regard to their intentions in creating sculptures. They had in common the fact that 

while attending art colleges or receiving a similar kind of education, they harbored doubts about 

the realization of modern sculpture in Japan, which deepened and stimulated them to start 

creating works. For example, the catalyst for Tsuchitani and Fnkushima was their respective 

study abroad experiences. Koshimizu was influenced by his studies at an art college in the late 

1960s -an age of student dissent. Muraoka's experience was unique, and he spoke to the audience 

for the first time about how his process of existential thinking was fostered amid cities that were 

bombed durir1g the Second World War. 

The symposium was held in conjunction with the museum's exhibition "Beyond Formalism: 

Deduction/Induction." In addition to the artists participating in the symposium, works by three 

more artists were exhibited - Saito Ghiju (1904-), Suga Kishio (1944-), Yagi Tadasbi ( 1956-1983). 

The sculptural expressions of these three differed from the above-mentioned panelists, who 

employed a deductive approach assuming "existence." In contrast the latter three artists experi

enced with methods of inductive expression. (Translated by Pati·icia Fister) 



］ 

·’
 

．

 

置·
·
,
1-―
■―-

.
Bulletin of Chiba City Museum of Art

Siren No.2 

March 31, 1999 

r

Edited and Published by 
Chiba City Museum of Art
3-10-8 Chuo, Chuo-ku, Chiba 260-8733 JAPAN
Phone. 043-22)-2311

Produced by 
Imex Fine Art Inc. 

制
作

ア
イ
メ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト

編
集
担
当

ー
半
田
滋
男

ISSN 1343-148X 

編
集•
発
行
ー

財
団
法
人
千
葉
市
美
術
振
興
財
団

千
葉
市
美
術
館

二
六
0
よハ
七
三
三

千
葉
市
中
央
区
中
央
三
I

十
I

八

電
話

0
四
三ー
ニ
ニ―
I

二
三―
一
（
代）

一

九
九
九
年
三
月
三
十
一

日
発
行

千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要

採

蓮

第
二
号


	2_1
	2_2-3
	2_4-5
	2_6-7
	2_8-9
	2_10-11
	2_12-13
	2_14-15
	2_16-17
	2_18-19
	2_20-21
	2_22-23
	2_24-25
	2_26-27
	2_28-29
	2_30-31
	2_32-33
	2_34-35
	2_40-41
	2_42-43
	2_44-45
	2_48-49
	2_50-51
	2_52-53
	2_54-55
	2_56-57
	2_58-59
	2_60-61
	2_62-63
	2_64-65
	2_66-67
	2_68-69
	2_70-71
	2_78-79
	2_80-81
	2_82-83
	2_84-85
	2_86-87
	2_88-89
	2_90-91
	2_92-93
	2_94-95
	2_96-97
	2_98-99
	2_100-101
	2_102-103
	2_104-105
	2_106-107
	2_108-109
	2_110-111
	2_112-113
	2_114-115
	2_116-117
	2_118-119
	2_120-121
	2_122-123
	2_124-125
	2_126-127
	2_128



