
は
じ
め
に

日
本
に
お
い
て
、「
美
術
」
と
い
う
概
念
、
そ
れ
が
指
し
示
す
領
域
、
そ
し
て
そ
の
領
域
を

支
え
る
諸
制
度
が
、
近
代
国
家
の
形
成
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
成
立
し
て
き

た
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
相
当
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
近
現
代
の
美
術
史
研
究
が
、
そ

の
時
で
き
た
枠
組
を
近
代
以
前
に
対
し
て
投
射
す
る
形
で
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま

た
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
１
）

一
方
、「
漫
画
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
そ
の
今
日
的
な
意
味
で
の
用
法
は
近
代
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
論
は
、
近
世
か
ら
近
代
の
日
本
に
お
い
て
、「
漫

画
」
と
い
う
概
念
が
重
層
化
し
て
い
く
過
程
を
追
跡
し
、
そ
の
「
今
日
的
な
意
味
」
の
成
立
の

過
程
が
、「
美
術
」
と
の
間
に
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
示
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

一
、「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
重
層
性

現
代
の
日
本
語
に
お
い
て
、「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
ひ
ろ
が
り
を

持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
現
行
国
語
辞
典
を
参
照
す
る
と
、
大
き
く
分
け
て
三

つ
の
意
味
の
層
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
意
味
・
用
法
を
、
古
語
辞

典
、
漢
和
辞
典
に
よ
っ
て
発
生
の
順
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
２
）

ま
ず
、
意
味
１
と
し
て
、
漢
語
と
し
て
の
原
義
「
鳥
の
名
。
へ
ら
き
ざ
（
箆
鷺
）
の
異
名
」
が

あ
り
、
こ
れ
は
本
来
「
マ
ン
ク
ヮ
ク
」
と
読
む
が
、
日
本
で
は
「
マ
ン
グ
ヮ
」
と
読
ま
れ
る
場

合
も
あ
る
。
次
に
意
味
２
と
し
て
、
近
世
日
本
に
お
い
て
「
自
由
奔
放
な
筆
致
で
絵
を
描
く
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
絵
。
そ
ぞ
ろ
が
き
の
絵
」
と
し
て
の
用
例
が
現
れ
、
最
後
に
意
味
３
と
し
て

近
代
日
本
に
お
い
て
「
特
に
、
社
会
批
評
、
風
刺
な
ど
を
主
眼
と
し
た
単
純
軽
妙
な
絵
。
滑
稽

caricature

風
刺
の
画
」
と
い
う
、
英
語
「

」
に
対
応
し
う
る
用
法
が
現
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
意
味
２
、
意
味
３
で
の
用
法
は
、
と
も
に
日
本
で
発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

caricature

現
行
辞
書
の
多
く
は
、
意
味
３
の
中
に
、

の
訳
語
と
し
て
の
「
滑
稽
さ
を
主
眼

cartoon
com
ic
strip

と
し
た
も
の
」
と
、

も
し
く
は

の
訳
語
と
し
う
る
「
劇
画
、
ス
ト
ー
リ
ー

漫
画
の
類
」
と
を
合
わ
せ
て
含
め
て
い
る
が
、
こ
れ
を
独
立
し
た
用
法
と
し
て
区
分
す
る
辞
書

も
あ
る
。
漢
字
表
記
と
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の

区
分
を
表
現
す
る
用
例
も
、
漫
画
の
研
究
や
評
論
の
中
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
本
論
で
扱
う
の
は
、
意
味
３
の
発
生
ま
で
で
あ
る
。

「
漫
画
」
概
念
の
重
層
化
過
程

―
―
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
―
―

宮

本

大

人
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2

二
、
重
層
化
の
第
一
段
階
―
近
世
に
お
け
る
―

こ
こ
で
は
、
近
世
日
本
の
文
献
に
ど
の
よ
う
な
「
漫
画
」
の
用
例
を
見
出
し
う
る
か
を
検
討

し
、
鳥
の
名
と
し
て
の
意
味
１
に
、「
絵
」
を
指
す
も
の
と
し
て
の
意
味
２
、
そ
し
て
さ
ら
に

今
日
の
辞
書
類
が
記
載
し
な
い
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
、
付
け
加
わ
っ
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
。
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
検
討
の
前
に
、

あ
ら
た
め
て
今
日
の
辞
書
類
に
挙
げ
ら
れ
る
用
例
を
踏
ま
え
て
お
く
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
と
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
意
味
１
の
用
例
と
し

て
、
貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』（
一
七
〇
九
儿
一
七
一
六
年
）
巻
之
一
五
に
「
又
漫
画
と
云
鳥

あ
り
、
終
日
食
を
求
め
貧
る
」、「
或
曰
泥
鳧
（
と
ろ
か
も
）、
う
か
る
、
觜
広
（
は
し
び
ろ
）、

此
三
種
皆
鳧
の
類
な
り
。
終
日
食
を
求
て
不
休
、
漫
画
は
此
内
の
一
種
な
る
べ
し
」
と
の
記
述

が
あ
り
、
ま
た
、『
薬
品
手
引
草
』（
一
七
七
八
年
）
中
の
「
漫
画
（
マ
ン
グ
ハ
）
鵜
鴣
也
」、

お
よ
び
『
重
訂
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
一
八
四
七
年
）
四
三
・
水
禽
中
の
「
鵜
鶘
〈
略
〉
漫
画
は

へ
ら
さ
ぎ
」
と
い
っ
た
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
二
世
紀
の
中
国

文
献
に
現
れ
た
こ
の
語
が
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
以
後
、
日
本
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
意
味
２
に
つ
い
て
も
、
両
辞
典
に
よ
れ
ば
、『
秘
要
雑
集
』
二
（
一
七
八
四
年
）
に
「
右

の
丹
弥
書
画
を
得
た
る
人
と
い
ヘ
ど
も
、
能
書
と
い
ふ
に
も
あ
ら
ず
、
只
席
上
の
漫
画
人
の
求

に
随
ひ
図
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
あ
る
ほ
か
、
山
東
京
伝
『
四
時
交
加
』（
一
七
九
八
年
）

の
序
に
「
平
常
在
舗
中
凭
梧
、
偶
漫
画
（
マ
ン
グ
ハ
し
）
夫
貴
賎
士
女
老
少
等
所
交
加
于
大
路
」、

『
柳
多
留
』
九
六
（
一
八
二
七
年
）
に
「
漫
画
と
は
言
へ
ど
み
だ
り
で
無
イ
手
本
」
な
ど
の
用

例
が
あ
る
。
日
本
で
の
用
例
と
し
て
は
、
意
味
１
の
移
入
が
若
干
先
行
し
、
意
味
１
と
共
存
す

る
形
で
意
味
２
が
現
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
意
味
１
か
ら
か
け
離
れ
た
意
味
２
が
日
本
で
現
れ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

清
水
勲
氏
は
、「
中
国
に
は
古
来
「
漫
筆
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
日
本
人
が

派
生
的
に
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
「
漫
筆
」
に
は
「
筆
の

（
３
）

ま
に
ま
に
書
き
つ
け
る
こ
と
。
そ
ぞ
ろ
が
き
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
漫
筆
」

と
題
さ
れ
た
書
物
が
明
代
に
存
在
す
る
ほ
か
、
近
世
日
本
に
も
こ
の
語
を
表
題
に
用
い
た
書
物

が
数
多
く
存
在
す
る
。
直
接
的
な
証
拠
は
な
い
が
、
意
味
２
の
発
生
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
清

水
氏
の
推
論
に
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
近
世
に
お
け
る
「
漫
画
」
と

い
う
語
の
用
例
の
全
て
が
、
こ
の
意
味
２
で
包
括
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
。

表
１
は
、
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
が
公
開
し
て
い
る
、『
国
書
総
目
録
』
を
も
と
に
し
た

「
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
検
索
し
た
、
書
名
中
に
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
含

む
書
物
の
一
覧
で
あ
る
。
成
立
年
代
不
詳
の
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
世
以
後
の
成
立
と

見
て
よ
い
。『
国
書
総
目
録
』
が
何
を
基
準
と
し
て
「
絵
本
」
と
「
絵
画
」
を
区
分
し
て
い
る

か
不
明
だ
が
、
13
の
よ
う
に
連
作
の
浮
世
絵
版
画
を
貼
り
込
ん
だ
も
の
を
除
け
ば
、「
絵
画
」
に

分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
も
絵
本
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
随
筆
が
数
点
含

ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
随
筆
集
の
一
つ
『
漫
画
随
筆
』
の
序
文
に
、
意
味

１
と
も
意
味
２
と
も
異
な
る
意
味
の
派
生
の
契
機
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
説
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。

『
漫
画
随
筆
』
は
、
そ
の
自
序
に
お
い
て
、「
漫
畫
」
と
い
う
烏
の
性
質
に
つ
い
て
、「
終
日

水
上
二
奔
走
シ
、
小
魚
ヲ
撈
捕
シ
テ
、
コ
レ
ヲ
食
フ
。
猶
飽
ク
コ
ト
ヲ
能
ク
セ
ズ
」
と
述
べ
、

自
分
も
ま
た
「
漫
畫
」
の
よ
う
に
、「
終
日
汲
々
」、「
唯
、
書
ヲ
読
ム
有
ル
ノ
ミ
」
で
あ
っ
た

と
す
る
。
林
美
一
氏
は
、
こ
れ
を
紹
介
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
漫
畫
鳥
〔
原
文
ル
ビ
＝
ま
ん
か
く
ち
ょ
う
〕
の
よ
う
に
飽
く
こ
と
な
く
渉
猟
す
る
と

い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
漫
画
と
い
う
言
葉
が
、
後
に
ま
ん
が
と
絵
画
に
限
っ
て
慣
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
絵
本
『
四
時
交

加
』
の
序
文
に
、
山
東
京
伝
が
平
常
、
舗
中
ニ
在
ツ
テ
梧
ニ
凭
リ
、
偶
夫
ノ
貴
賎
士
女
老
少
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等
ノ
大
路
ニ
交
加
ス
ル
所
ヲ
漫
畫
〔
原
文
ル
ビ
＝
マ
ン
グ
ワ
〕
シ
…
…
と
記
し
た
の
も
、
北

斎
が
自
著
の
画
集
に
『
北
斎
漫
畫
』
と
題
し
た
の
も
、
単
に
ほ
し
い
ま
ま
に
描
く
と
い
う
だ

け
で
な
く
、「
飽
く
こ
と
な
く
渉
猟
す
る
」
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
四
時
交
加
』
は
京
伝
が
銀
座
二
丁
目
の
自
分
の
店
か
ら
眼
に
う
つ
る
大
通
り
の
雑
多
な
通

行
人
の
風
俗
を
飽
く
こ
と
な
く
写
生
し
尽
く
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。『
北
斎
漫
画
』
が
あ
ら

ゆ
る
森
羅
万
象
を
貪
欲
に
描
き
尽
く
そ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
事
新
し
く
言
う
ま
で

も
な
い
。

（
４
）

「
漫
畫
」
と
い
う
鳥
の
性
質
に
つ
い
て
は
、『
容
齋
五
筆
』（
宋
代
、
一
二
世
紀
後
半
）
に
「
類

鶩
奔
走
水
上
、
不
閒
腐
草
泥
沙
、
唼
唼
然
必
盡
索
乃
已
、
無
一
息
少
休
、
名
曰
漫
畫
」、『
本
草

綱
目
』（
明
代
、
一
五
九
六
年
頃
）
に
「
鵜
之
属
有
曰
漫
畫
者
、
以
嘴
畫
水
求
魚
、
無
一
息
之

停
」
と
あ
り
、
先
に
も
触
れ
た
『
大
和
本
草
』
な
ど
に
も
記
載
の
あ
る
こ
と
か
ら
、「
飽
く
こ
と

な
く
渉
猟
す
る
」
鳥
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
、
江
戸
の
知
識
人
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。

林
氏
は
、
京
伝
も
北
斎
も
、『
漫
画
随
筆
』
同
様
、
こ
の
「
漫
画
」
と
い
う
鳥
の
性
質
を
、
比

喩
的
に
自
ら
の
仕
事
に
当
て
は
め
る
修
辞
と
し
て
、「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
京
伝
の
『
四
時
交
加
』
で
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
仕
事
を
あ
え
て
卑
下
し

て
言
う
戯
作
者
的
な
修
辞
と
し
て
、
や
は
り
意
味
２
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
解
釈
を
排
除
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
北
斎
漫
画
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
林
説
に
か
な
り

の
説
得
力
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
永
田
生
慈
氏
も
、「
内
容
に
つ
い
て
は
表
題
に
漫
画
と
あ
る
が
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
い

う
意
味
で
な
く
、
漫
然
と
図
柄
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
ま
と
め
た
と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
、
事
実
、

全
一
五
冊
中
に
は
森
羅
万
象
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
興
の
向
く
ま
ま
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う

感
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
漫
然
と
」
は
、「
ま
と
め
た
」
に
か

（
５
）

か
る
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
興
の
向
く
ま
ま
に
」
も
ま
た
、「
収
め
ら
れ
た
」
に
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、『
北
斎
漫
画
』
は
、
鑑
賞
目
的
の
享
受
形
態
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ま
ず
は
絵
手

本
と
呼
ば
れ
る
自
学
自
習
の
た
め
の
手
引
き
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
絵
は
、
初
学

者
の
手
本
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
第
四
篇
の
序
に
あ
る
よ
う
に
、

北
斎
は
、
絵
に
も
書
に
お
け
る
「
真
・
行
・
草
」
と
同
様
の
描
法
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
て
い

た
と
さ
れ
、
三
篇
ま
で
は
真
、
四
篇
は
草
と
い
っ
た
具
合
に
描
き
分
け
て
い
る
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
全
十
五
篇
に
収
め
ら
れ
た
絵
の
多
く
は
、「
そ
ぞ
ろ
に
え
が
く
」
絵
と
は
呼
べ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
全
て
が
、
意
味
２
の
中
に
収
ま
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
模
写
を
通
じ
て
、
画
題
と
な
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
描
き
方
を
初
学
者
に
身
に
付
け
さ

せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
以
上
、
収
め
ら
れ
る
絵
は
、
そ
の
数
が
十
分
に
多
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

林
説
の
重
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
北
斎
漫
画
』
に
い
う
「
漫
画
」
は
、
そ
こ
に
収

め
ら
れ
て
い
る
個
々
の
絵
に
つ
い
て
の
言
で
は
な
い
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
描
法
で
描
き
尽
く
す
と
い
う
、
そ
の
行
為
の
全
体
、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
膨
大

な
数
の
絵
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
集
め
ら
れ
た
書
物
の
あ
り
よ
う
を
指
し
て
、「
漫
画
」
の
語
が

当
て
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、「
漫
画
」
と
い
う

語
は
集
合
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
意
味
２
の
場
合
と
異
な
り
、
一
点
一
点
の
絵
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
「
漫
画
」
で
あ
る
／
な
い
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
、
集
合
名
詞
的
な
意
味
で
の
「
漫
画
」
は
、
意
味
１
の
「
漫
画
」
か
ら
比
喩
的
に
転
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
意
味
２
の
「
漫
画
」
と
の
間
に
も
、
絵
を
描
く
こ
と
に
関
わ
る
語

で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
意
味
１
と
意
味
２
の
両
方
に
足
を
か

け
る
よ
う
に
し
て
成
立
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
意
味
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
を
今
、
さ
し
あ
た
り

意
味
１
・
５
と
し
て
議
論
を
進
め
る
。

先
に
挙
げ
た
、「
漫
画
と
は
言
へ
ど
み
だ
り
で
無
イ
手
本
」
と
い
う
、『
柳
多
留
』
で
の
用
例

は
、『
北
斎
漫
画
』
に
い
う
「
漫
画
」
が
意
味
２
で
包
摂
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
当

4

時
の
人
々
に
も
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
前
の
句
が
「
北
斎
が
美
女

ハ
三
歩
が
大
に
し
き
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
句
に
言
う
「
漫
画
」
が
『
北
斎
漫
画
』
を
指
す

（
６
）

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
、
①
こ
の
句
を
詠
ん
だ
者
は
「
漫
画
」
と
い
う
言

葉
か
ら
意
味
２
を
連
想
し
た
こ
と
、
②
し
か
し
な
が
ら
、『
北
斎
漫
画
』
は
そ
れ
に
見
合
わ
な
い

も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

『
北
斎
漫
画
』
の
序
文
は
、
全
て
北
斎
以
外
の
人
物
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
北
斎

の
意
図
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
『
北
斎
漫
画
』
の
序
文
に
は
、「
漫
画
」

と
い
う
語
が
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
例
を
見
る
限
り
「
漫
畫
と
な
つ
け
し

ふ
み
」（
五
篇
）、「
漫
画
と
な
つ
け
た
る
ふ
み
」（
九
篇
）
と
、「
漫
画
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
は
、

収
め
ら
れ
た
絵
で
は
な
く
、「
ふ
み
」
す
な
わ
ち
書
物
で
あ
る
と
、
こ
の
二
つ
の
序
文
を
記
し
た

「
六
樹
園
主
人
」
が
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
林
説
の
支
え
と
な
る

だ
ろ
う
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
表
１
を
見
直
し
て
み
る
。
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
、
浮
世
絵
師
に
よ

る
絵
手
本
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
絵
手
本
の
大
半
が
葛
飾
派
の
絵
師
、
ま
た
は
『
北
斎
漫
画
』

と
同
じ
版
元
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。こ
の
傾
向
は
、
明
治
に
な
っ
て

（
７
）

も
続
く
。
こ
の
う
ち
、
葛
飾
為
斎
と
安
達
吟
光
に
よ
る
『
山
水
花
鳥
早
引
漫
画
』（
全
四
篇
、
文

永
堂
、
一
八
六
七
儿
一
八
八
一
年
）
は
、
画
題
を
い
ろ
は
順
に
並
べ
た
絵
手
本
で
あ
る
が
、
そ

の
第
四
篇
の
巻
末
に
は
、「
予
が
舊
友
葛
飾
為
斎
ハ
、
漫
画
の
功
を
果
さ
ず
し
て
、
彌
陀
の
浄
土

へ
早
引
の
」
と
、
為
斎
逝
去
の
後
、
吟
光
が
描
き
継
い
だ
経
緯
を
述
べ
る
く
だ
り
が
あ
る
。
こ

こ
で
「
漫
画
」
が
意
味
２
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
尾
形
月
耕
『
以
呂
波
引
月
耕
漫
画
』（
全
三
篇
各
篇
全
七
巻
、
東
陽
堂
、
一
八
九
四
儿

一
九
〇
三
年
）
の
序
に
は
、
は
っ
き
り
こ
の
書
物
の
表
題
に
言
う
「
漫
画
」
が
、
意
味
２
で
は

な
く
、
意
味
１
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
第
一
篇
第
三
巻
の

序
（
山
下
重
民
に
よ
る
）
は
「
漫
画
な
る
者
ハ
。
漫
然
と
し
て
画
く
の
謂
に
あ
ら
ず
。
忽
ち
に

し
て
山
水
。
忽
ち
に
し
て
花
鳥
。
忽
ち
に
し
て
人
物
。
忽
ち
に
し
て
器
財
。
其
の
適
す
る
所
に

随
て
之
を
画
き
。
一
定
の
題
目
な
き
を
い
ふ
な
り
。
故
に
森
羅
万
象
を
圖
す
る
に
精
な
ら
ざ
れ

バ
。
之
を
作
す
能
は
ず
。
漫
画
ハ
蓋
し
其
人
の
博
通
を
表
す
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
」
と
述
べ
、

ま
た
同
第
五
巻
の
序
（
鴻
齋
居
士
石
英
に
よ
る
）
は
『
容
齋
五
筆
』
か
ら
「
漫
画
」
と
い
う
鳥

に
つ
い
て
の
記
述
を
引
き
、「
画
師
寫
天
下
寓
象
。
走
筆
終
日
無
息
。
故
又
謂
之
漫
画
。」
と
述

べ
、
絵
手
本
を
出
す
画
人
は
多
い
が
、「
漫
画
」
は
北
斎
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
質
的
に
は
と
も
か
く
巻
数
で
は
『
北
斎
漫
画
』
を
上
回
る
分
量
を
持
つ
こ
の
『
月
耕
漫

画
』
に
お
い
て
、
こ
こ
に
い
う
「
漫
画
」
が
意
味
１
・
５
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、
そ

の
始
ま
り
を
『
北
斎
漫
画
』
と
す
る
説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
が
閲
覧
し
え
た
限
り
に
お
い
て
、
近
世
の
「
漫
画
」
本
に
は
、
明
確
に
そ
の
名
の
由
来

を
述
べ
る
も
の
は
な
い
。
明
治
も
半
ば
に
な
っ
て
の
出
版
に
な
る
『
月
耕
漫
画
』
に
お
い
て
、

そ
れ
が
あ
ら
た
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
に
は
意
味
２
で
の
用
法
が
広
ま
っ
て
い
た

こ
と
、
し
か
し
送
り
手
の
側
に
は
意
味
１
・
５
で
の
解
釈
こ
そ
が
本
来
的
で
あ
る
と
の
認
識
が

伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
、
示
し
て
い
よ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
の
中
頃
に
か
け
て
の
時
期
に
出
さ
れ
た
、
浮
世
絵

派
系
の
絵
師
に
よ
る
絵
本
に
い
う
「
漫
画
」
に
は
、「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
描
法
で
措
き
尽
く
す
と
い
う
、
そ
の
行
為
の
全
体
、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
膨
大
な

数
の
絵
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
集
め
ら
れ
た
書
物
の
あ
り
よ
う
」
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
の
で

き
る
、
意
味
１
に
も
意
味
２
に
も
回
収
し
き
れ
な
い
意
味
合
い
が
伴
っ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
、
意
味
１
・
５
で
の
用
法
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
理
解
の
も
と
に
広
く
定
着

し
た
と
は
み
な
し
が
た
く
、
若
干
先
行
し
て
用
例
の
現
れ
る
意
味
２
と
、
時
に
混
同
さ
れ
な
が

ら
、
明
治
中
期
ま
で
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
重
層
化
の
第
二
段
階
―
近
代
に
お
け
る
―

（
一
）
意
味
３
の
登
場
と
普
及
ま
で
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caricature
意
味
３
で
の
用
法
、
す
な
わ
ち
、
英
語

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
「
漫

画
」
の
用
例
は
、
い
つ
現
れ
る
の
か
。

清
水
勲
氏
は
、「
現
代
的
意
味
の
「
漫
画
」
は
、
今
泉
一
瓢
が
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）、

C
aricatu

『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
を
出
版
、
は
じ
め
て
英
語
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
（

re

）
に
あ
た

る
言
葉
と
し
て
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
だ
し
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。こ
れ
は
、
清
水

（
８
）

氏
自
身
も
こ
れ
以
前
の
著
書
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
、『
時
事
新
報
』
紙
上
で
北
澤
楽
天
が
担
当

し
た
「
時
事
漫
画
」
欄
を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
見
解
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
ま
た
、

こ
れ
よ
り
古
い
用
例
を
見
出
し
え
て
い
な
い
。

で
は
、
一
瓢
こ
と
今
泉
秀
太
郎
は
、
何
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
用
法
を
生
み
出
し
た
の
か
。
そ

し
て
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
経
緯
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
用

法
で
の
用
例
が
、
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ
た
か
を
探
っ
て
お
く
。

清
水
氏
は
、「
漫
画
」
と
い
う
「
言
葉
が
大
衆
の
間
に
定
着
し
た
の
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
供
昭
和
語
僑と
い
っ
て
も
よ
い
。
大
正
時
代
の
人
々
で
、

日
常
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
ま
だ
特
殊
な
人
々
で
あ
ろ
う
。
多
分
、
マ
ス
コ

ミ
・
出
版
関
係
の
人
々
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
資
料
的
な
根
拠
が

示
さ
れ
て
い
な
い
。何
を
基
準
に
し
て
「
大
衆
の
間
に
定
着
し
た
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

（
９
）

様
々
な
考
え
方
が
あ
り
う
る
し
、
そ
も
そ
も
一
口
に
「
大
衆
」
と
言
っ
て
も
、
あ
る
特
定
の
語

の
普
及
度
が
、
年
齢
、
性
別
、
学
歴
、
職
業
等
に
よ
っ
て
、
階
層
的
な
違
い
を
見
せ
る
こ
と
は

十
分
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
利
用
可
能
な
目
安
の
一
つ
と
し
て
、
前
節
同
様
、
明

治
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
書
名
に
「
漫
画
」
の
語
を
含
む
書
物
の
リ
ス
ト
、
お
よ
び
、
明
治
に
入
っ

て
、
西
洋
の
そ
れ
に
な
ら
っ
て
続
々
と
出
版
さ
れ
始
め
た
近
代
普
通
語
辞
書
へ
の
「
漫
画
」
と

い
う
言
葉
の
登
場
を
、
検
討
す
る
。

（
１
０
）

ま
ず
辞
書
へ
の
記
載
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
本
に
お
け
る
近
代
普
通
語
辞
書
に
つ
い
て
の

研
究
を
い
く
つ
か
参
考
に
し
つ
つ
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
の
『
哲
学
字
彙
』
か
ら
昭
和

（
１
１
）

一
〇
年
（
一
九
三
五
）
の
『
辞
苑
』
ま
で
、
代
表
的
、
特
徴
的
と
さ
れ
る
、
二
二
点
の
辞
書
・

事
典
に
つ
い
て
、「
漫
画
」
と
、
そ
れ
に
類
す
る
、
ま
た
は
関
連
す
る
語
（
お
ど
け
絵
、
戯
画
、

狂
画
、
絵
画
、
コ
マ
絵
、
戯
絵
、
鳥
羽
絵
、
諷
刺
画
、
ポ
ン
チ
、
ポ
ン
チ
絵
、
漫
筆
画
、
嗚
呼

絵
）
に
つ
い
て
の
記
述
を
調
査
し
、
合
わ
せ
て
、『
明
治
の
こ
と
ば
辞
典
』
を
参
照
し
た
。
紙
幅

の
都
合
上
そ
の
結
果
の
全
て
を
紹
介
で
き
な
い
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
点
に
触
れ
て
お
く
。

「
漫
画
」
と
い
う
語
が
記
載
さ
れ
る
初
め
は
、『
い
ろ
は
辞
典
』（
一
八
八
八
年
）
で
あ
り
、「
箆

T
he
spoon

bill.

鷺
、
へ
ら
き
ざ
（
動
物
）

」
と
、
意
味
１
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
意
味
１
以

M
iscellaneous

外
に
つ
い
て
は
、『
和
英
大
辞
典
』（
一
八
九
六
年
）
に
「

sketches
or

pictures

」
と
の
記
述
が
現
れ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
同
様
の
記
述
は
、『
和
仏
大
辞
典
』（
一
九

P
eintures,

esquisses,
croqcuis

〇
四
年
）
の
「

de
toutes

sortes

」
に
も
見
ら
れ
る
。

M
iscellaneous

「

」
と
は
、「
1.
〈
物
・
事
な
ど
が
〉
種
々
雑
多
な
（
も
の
か
ら
成
る
）、
寄
せ

集
め
の
。
2.

;

〈
議
論
な
ど
が
〉
多
岐
に
わ
た
る
〈
作
家
な
ど
が
〉
多
才
な
」
と
い
っ
た
意
味
の

語
で
あ
り
、
単
数
形
で
は
な
く
複
数
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
意
味
２
よ
り
、
意
味

１
・
５
に
対
応
す
る
と
見
て
よ
い
定
義
の
仕
方
で
あ
る
。
意
味
２
で
の
記
載
は
、『
訂
増
中
等

作
文
辞
典
』（
一
九
〇
五
年
）
の
「
そ
ぞ
ろ
が
き
の
ゑ
。」
が
初
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
四

〇
年
（
一
九
〇
七
）
の
『
辞
林
』
に
い
た
っ
て
、「
い
た
づ
ら
が
き
の
畫
。
又
、
滑
稽
な
る
畫
。

『
北
斎
―
―
』。」
と
、
初
め
て
意
味
３
を
含
む
記
述
が
登
場
し
、
以
後
、
対
象
と
し
た
辞
書
全

て
に
意
味
２
、
意
味
３
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。

類
似
の
概
念
の
初
出
を
順
に
列
挙
す
る
と
、「
を
こ
ゑ
（
嗚
呼
絵
・
烏
滸
絵
）」
が
『
こ
と
ば

の
そ
の
』（
一
八
八
五
年
）、「
と
ば
ゑ
（
鳥
羽
絵
）」
が
『
和
英
語
林
集
成
第
三
版
』（
一
八
八
六

年
）、「
ポ
ン
チ
（
ま
た
は
ポ
ン
チ
絵
）」
が
『
言
海
』（
一
八
八
九
儿
一
八
九
一
年
）、「
諷
刺
画
」

と
「
漫
筆
画
」
が
『
辞
林
』（
一
九
〇
七
年
）、「
狂
画
」
と
「
戯
絵
（
ざ
れ
え
）」
が
『
日
本
百

科
大
辞
典
』（
一
九
一
〇
年
）、「
お
ど
け
絵
」
と
「
戯
画
」
が
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
一
九
一

五
年
）、「
コ
マ
絵
」
が
『
言
泉
』（
一
九
二
八
年
）
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
、
日
本
語
に
お
け
る
用
例
そ
の
も
の
の
出
現
の
順
で
は
な
く
、
近
代
の
辞
書
編
纂

に
お
い
て
、
語
彙
収
集
の
た
め
の
資
料
と
さ
れ
た
も
の
の
中
へ
の
出
現
の
順
に
過
ぎ
な
い
。「
狂
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画
」、「
戯
絵
」、「
お
ど
け
絵
」、「
戯
画
」
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
、
近
世
に
そ
の
用
例
を
見

出
し
う
る
の
で
、
む
し
ろ
、
明
治
以
後
使
用
頻
度
が
下
が
っ
て
い
た
た
め
、
あ
る
い
は
限
定
さ
れ

た
範
囲
で
の
使
用
だ
っ
た
た
め
、
辞
書
登
載
が
遅
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
意
味
１
・
５
お

よ
び
意
味
２
で
の
「
漫
画
」
の
出
現
が
、
必
ず
し
も
早
く
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
由
を

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
意
味
３
で
の
「
漫
画
」
が
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
の
『
辞

林
』
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
最
初
の
用
例
を
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
と
す
る
と
、
か
な
り

早
い
と
言
え
る
。
辞
書
編
纂
に
は
当
然
数
年
以
上
を
要
す
る
か
ら
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇

二
）
ご
ろ
に
は
す
で
に
「
普
通
語
」
資
料
の
中
に
現
れ
て
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

次
に
、
書
名
か
ら
考
え
て
み
る
。
表
２
は
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
、
明
治
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

「
漫
画
」
本
を
、
同
館
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
検
索
し
た
結
果
に
、
筆
者
自
身
が
他
の
所

蔵
機
関
で
発
見
し
た
も
の
を
付
け
加
え
た
リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
和
装

本
か
ら
洋
装
本
へ
の
移
行
が
、
単
な
る
製
本
技
術
史
の
問
題
と
し
て
で
な
く
、
書
物
の
作
り
手

と
内
容
の
質
的
な
変
化
に
、
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

和
装
本
は
、
６
と
12
を
除
く
全
て
が
『
北
斎
漫
画
』
形
式
の
絵
手
本
で
あ
る
。
中
に
は

12

15
の
よ

う
に
工
芸
装
飾
図
案
に
限
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
の
場
合
「
漫
画
」
に
は
意
味
２
で
解
釈
で

き
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
多
く
の
絵
を
集
め
た
本
と
し
て
の
含
意
し
か
な
い
と
言
っ
て
よ

い
。
絵
手
本
に
し
て
意
味
１
・
５
の
含
意
を
持
つ
「
漫
画
」
本
は
、
洋
装
の
22
を
最
後
に
、
大

正
期
に
は
全
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
洋
装
本
は
、『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
を
除
く
と
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇

七
）
以
降
に
集
中
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
描
き
手
は
、
22
を
除
く
と
、

「
美
術
」
と
い
う
制
度
の
枠
内
に
生
き
る
「
画
家
」、
そ
れ
も
大
半
が
洋
画
家
た
ち
で
あ
り
、
浮

世
絵
師
系
の
描
き
手
は
含
ま
れ
な
い
。
鹿
島
櫻
巷
の
編
に
な
る
21
と
21

24
も
ま
た
、
小
杉
未
醒
、

小
川
芋
銭
ら
に
よ
る
作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
漫
画
」
本
は
、
序
文
、
広

告
、
刊
記
等
か
ら
、
基
本
的
に
意
味
３
で
の
「
漫
画
」
を
集
め
た
鑑
賞
目
的
の
画
集
で
あ
る
と
、

作
り
手
た
ち
に
よ
っ
て
、
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

書
名
に
「
漫
画
」
と
い
う
語
を
含
む
書
物
に
お
い
て
は
、
明
治
末
に
、
書
物
の
体
裁
の
和
装

か
ら
洋
装
へ
の
移
行
が
、
描
き
手
の
「
絵
師
」
か
ら
「
画
家
」
へ
の
移
行
、
作
り
手
に
よ
っ
て

意
図
さ
れ
て
い
る
書
物
の
役
割
の
絵
手
本
か
ら
鑑
賞
目
的
の
画
集
へ
の
移
行
、
そ
し
て
「
漫

画
」
概
念
の
意
味
１
・
５
か
ら
意
味
３
へ
の
移
行
を
伴
っ
て
、
集
中
的
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

奇
し
く
も
『
辞
林
』
へ
の
意
味
３
の
登
載
と
、
小
杉
未
醒
『
漫
画
一
年
』
の
出
版
は
、
同
じ

明
治
四
〇
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
辞
書
へ
の
記
載
は
、
そ
れ
な
り
の
普
及
度
と
辞
書
編
纂
の
た

め
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
用
例
の
初
出
か
ら
登
載
ま
で
の
十
二
年
は
む
し
ろ
短

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
成
功
し
た
企
画
に
は
直
ち
に
類
似
の
企
画
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

出
版
の
世
界
で
の
、『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
か
ら
『
漫
画
一
年
』
ま
で
の
十
二
年
は
長
い
。『
漫

画
一
年
』
の
後
わ
ず
か
五
年
の
間
に
同
種
の
書
物
が
十
一
点
も
出
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
そ

の
隔
た
り
は
一
層
際
立
つ
。

以
下
、
こ
の
『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
か
ら
明
治
四
〇
年
ま
で
の
「
速
さ
」
と
「
遅
さ
」
の

両
面
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
発
案
の
経
緯

今
泉
秀
太
郎
は
、
福
沢
諭
吉
の
、
妻
の
姉
の
長
男
、
す
な
わ
ち
義
理
の
甥
に
当
た
る
。
福
沢
の

息
子
一
太
郎
、
捨
次
郎
と
は
年
が
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
米
国
留
学
中
の
一
太
郎
、
捨
次
郎
宛

の
諭
吉
の
書
簡
に
は
、
頻
繁
に
今
泉
の
近
況
に
つ
い
て
の
言
及
が
現
れ
る
。
慶
応
義
塾
を
出
て
、

（
１
２
）

一
度
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
た
後
、
一
瓢
自
身
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
西
洋
風
の
『
ポ
ン
チ
』
畫
を
描

い
て
見
た
い
と
云
ふ
、
念
が
起
っ
て
」
明
治
一
八
年
の
春
に
渡
米
、「
或
る
人
の
紹
介
で
、
二
三

の
滑
稽
畫
新
聞
社
に
、
見
習
生
と
し
て
、
使
っ
て
貰
ふ
や
う
に
」
申
し
込
ん
だ
が
、「
漫
畫
と
云

ふ
も
の
は
」
教
え
る
と
か
習
う
と
か
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
断
ら
れ
、
石
版
画
や
写
真
術
等

7
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を
少
し
習
っ
た
が
こ
れ
も
す
ぐ
に
や
め
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
本
雑
貨
店
甲
斐
商
店
の
開

業
と
と
も
に
同
店
に
勤
務
、
数
年
を
過
ご
し
て
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
春
に
帰
国
、
福
沢

の
『
時
事
新
報
』
に
入
社
し
、
記
者
と
な
り
、
同
紙
に
諷
刺
画
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
る
。『
一

（
１
３
）

瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
は
、
主
に
そ
れ
ら
の
掲
載
作
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
が
そ
れ
ま
で
の
「
漫
画
」
本
と
明
確
な
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と

は
、「
漫
画
集
」
と
い
う
言
い
方
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。「
漫
画
」
を
「
集
」
め
た
も
の

だ
と
い
う
そ
の
言
い
方
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
一
点
一
点
が
、
単
独
で
「
漫
画
」
で
あ
る
と

言
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
意
味
１
・
５
は
排
除
さ
れ

る
。さ

ら
に
、『
時
事
新
報
』
記
者
の
寺
山
星
川
（
啓
介
）
に
よ
る
序
文
「
一
瓢
漫
畫
集
に
題
す
」

は
、
こ
こ
に
い
う
「
漫
画
」
が
意
味
２
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の

序
文
は
、
そ
の
半
分
以
上
を
、「
上
古
以
来
」
の
日
本
の
絵
画
の
歴
史
・
伝
統
を
述
べ
る
こ
と
に

費
や
し
、「
わ
が
繪
畫
の
史
も
亦
頗
る
悠
遠
な
り
と
云
ふ
べ
し
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
然
れ

ど
も
諷
刺
滑
稽
の
畫
に
至
り
て
は
、
古
よ
り
奥
秘
を
究
め
た
る
も
の
な
く
」
と
し
、
例
外
と
し

て
鳥
羽
僧
正
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
「
今
一
瓢
君
唐
畫
の
素
を
以
て
西
洋
諷
刺
の
畫
を
学
び
、
そ

の
作
る
と
こ
ろ
殆
ど
日
毎
に
時
事
新
報
に
の
せ
て
、
世
人
の
疾
く
知
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
述
べ

る
。「
輕
輕
筆
を
着
け
て
人
生
の
秘
密
を
訐
き
、
一
見
笑
ふ
べ
き
が
如
く
に
し
て
道
義
の
規
矩

に
適
ふ
」
よ
う
な
「
諷
刺
滑
稽
の
畫
」
は
、「
畫
境
に
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
、

「
一
瓢
漫
畫
は
」、「
将
来
一
生
面
を
ひ
ら
き
て
、
わ
が
繪
畫
史
の
闕
を
補
ふ
の
鋤
犂
」
に
な
る
だ

ろ
う
と
言
う
。

こ
こ
で
寺
山
は
、
近
世
の
「
鳥
羽
絵
」
や
、
幕
末
に
大
量
に
出
さ
れ
た
浮
世
絵
派
に
よ
る
諷

刺
畫
類
を
無
視
し
、
維
新
以
来
の
「
ポ
ン
チ
」
も
無
視
し
、
鳥
羽
僧
正
以
来
、「
悠
遠
」
な
る

「
わ
が
繪
畫
の
史
」
に
見
合
う
も
の
の
無
か
っ
た
「
諷
刺
滑
稽
の
畫
」
を
、「
唐
畫
の
素
」
に

「
西
洋
諷
刺
の
畫
」
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
う
者
と
し
て
、
今
泉
を
位
置
付
け
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
漫
畫
」
と
い
う
語
を
、「
諷
刺
滑
稽
の
畫
」
と
等
置
し
う
る
も
の
と
し
て
用
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
１
４
）

ま
た
、
今
泉
自
身
も
、
後
に
、
自
ら
、「
漫
畫
と
云
ふ
も
の
は
、
一
口
に
言
へ
ば
、
一
種
の

滑
稽
畫
で
あ
っ
て
、
其
内
に
諷
刺
的
の
意
味
を
含
ん
だ
も
の
も
あ
る
、
又
全
く
含
ま
な
い
も
の

も
あ
る
」
と
述
べ
、「
漫
畫
」
に
包
摂
し
う
る
概
念
と
し
て
「
諷
刺
畫
」「
滑
稽
畫
」「
狂
畫
」

「
道
化
畫
」「
漫
筆
」「
戯
筆
」「
ポ
ン
チ
繪
」
を
挙
げ
、「
英
語
で
は
、
漫
畫
の
事
を
カ
リ
カ

チ
ュ
ー
ル
と
申
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
日
本
に
昔
か
ら
あ
る
漫
畫
は
、
鳥
羽
畫
、

又
は
北
齋
漫
畫
の
や
う
な
類
の
畫
で
あ
つ
て
、
其
外
に
は
、
俗
に
オ
ド
ケ
畫
と
云
ふ
、
至
つ
て

淫
猥
、
野
卑
な
畫
が
最
も
廣
く
行
は
れ
て
居
る
」
と
述
べ
、
例
を
挙
げ
つ
つ
、「
本
来
の
漫
畫
」

と
「
春
畫
」
が
混
同
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
１
５
）

今
泉
が
、
時
代
に
よ
り
、
描
き
手
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
「
諷
刺
滑

稽
の
畫
」
全
て
の
総
称
と
し
て
、「
漫
畫
」
と
い
う
語
を
用
い
、
か
つ
、
そ
れ
を
英
語

C
aricature

に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
語
に
、
時
代
と
地
域
を
越
え
て
通
用
す

る
普
遍
的
な
概
念
と
し
て
の
性
格
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
寺
山
が
鳥
羽
僧
正
以
外
の
「
諷
刺
滑
稽
の
畫
」
に
見
る
べ
き
も
の
な
し
と
し
た
の
と

同
様
に
、
従
来
の
「
漫
畫
」
が
、
そ
の
「
本
来
」
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
を
満
た
さ
な
い
も
の
と

断
じ
る
こ
と
で
、「
漫
畫
」
を
、
単
に
「
諷
刺
」「
滑
稽
」
と
い
う
そ
の
機
能
性
に
お
い
て
で
な

く
、
あ
る
種
の
「
価
値
」
判
断
を
伴
う
概
念
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
明

ら
か
で
あ
る
。

今
泉
は
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
病
を
得
て
『
時
事
』
紙
か
ら
退
く
。
そ
の
後
を
継

い
で
北
澤
楽
天
が
入
社
、「
諷
刺
滑
稽
の
畫
」
を
紙
上
で
担
当
し
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

一
月
一
二
日
付
の
同
紙
で
始
ま
っ
た
「
時
事
漫
畫
」
欄
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
第
一

回
の
「
時
事
漫
畫
能
書
」
で
は
、「
時
事
漫
畫
」
と
一
ま
と
ま
り
に
さ
れ
る
際
に
は
「
ま
ん
ぐ
わ
」

の
ル
ビ
が
振
ら
れ
、「
漫
畫
」
と
単
独
で
用
い
ら
れ
る
際
に
は
「
ぽ
ん
ち
ゑ
」
と
ル
ビ
が
振
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
時
点
で
、
意
味
３
で
の
用
法
が
、
な
お
一
般
化
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
こ
の
欄
が
毎
週
掲
載
さ
れ
人
気
を
博
し
た
こ
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と
が
、『
辞
林
』
へ
の
意
味
３
の
記
載
の
「
早
さ
」
の
、
主
な
要
因
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
『
時
事
』
紙
が
、
こ
の
欄
を
「
時
事
ポ
ン
チ
」
で
は
な
く
「
時
事
漫
畫
」
と
し
た
背

景
に
今
泉
の
仕
事
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
楽
天
も
、
こ
の
表
題
が
、
自
分
の
発
案
で
は

な
く
、
今
泉
と
親
し
か
っ
た
福
澤
捨
次
郎
ら
編
集
局
員
の
協
議
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

後
に
記
し
て
い
る
。
で
は
、
今
泉
は
、「
ポ
ン
チ
」
に
代
る
新
し
い
言
葉
と
し
て
、
な
ぜ
「
漫
画
」

（
１
６
）

と
い
う
語
を
選
ん
だ
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
飯
沢
匡
氏
が
、『
時
事
』
紙
上
で
福
沢
諭
吉
が
執
筆
し
た
「
漫
言
」
欄
か

ら
の
着
想
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
「
漫
言
」
に
は
、
元
来
、「
深
く
考
え
ず
に
い

（
１
７
）

う
こ
と
ば
。
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
と
い
っ
た
含
意
し
か
な
い
が
、
富
田
正
文
氏
に
よ
れ
ば
、
福
沢
が

執
筆
し
た
「
漫
言
」
欄
は
、「
暗
喩
仮
借
の
表
現
に
よ
つ
て
或
る
特
定
の
事
物
や
人
物
を
間
接
に

caric

諷
刺
揶
揄
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
絵
に
よ
っ
て
行
え
ば
、
ま
さ
に

ature

と
な

（
１
８
）

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
飯
沢
氏
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

だ
が
、
な
ぜ
、「
ポ
ン
チ
」
や
「
狂
画
」
や
「
鳥
羽
絵
」
の
ま
ま
で
は
い
け
な
か
っ
た
の
か
。

先
に
触
れ
た
寺
山
の
序
文
や
今
泉
自
身
の
言
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
従
来
の

「
滑
稽
諷
刺
の
畫
」
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
今
泉
が
、
自
ら
の
表
現
に
何
ら
か
の

新
た
な
質
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、「
美
術
」
の
問
題
が
現
れ

て
く
る
。『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
と
『
漫
画
一
年
』
の
間
に
、
何
が
あ
る
の
か
。

（
三
）
白
馬
会
会
員
今
泉
秀
太
郎

寺
山
の
序
文
が
「
頗
る
悠
遠
」
な
る
「
わ
が
繪
畫
の
史
」
の
略
述
に
多
く
の
字
句
を
費
や
し

て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
前
半
に
本
格
化
し
た
、「
日
本
美
術
史
」
の
体
系

化
の
作
業
が
あ
る
。
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
の
活
動
、
東
京
美
術
学
校
に
お
け
る
岡
倉
天
心
の

「
日
本
美
術
史
」
講
義
、
雑
誌
『
国
華
』
の
創
刊
、
と
い
っ
た
一
連
の
国
家
的
事
業
が
、
寺
山

の
視
野
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
鳥
羽
僧
正
の
み
が
例
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
、
数
年
後
に
「
戯
画
」
と
し
て
唯
一
国
宝
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
鳥
獣
戯
画
」
の
存

在
が
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
問
題
と
し
て
、
今
泉
自
身
が
、
白
馬
会
の
結
成
当
初
か
ら
の
会
員
で
あ
っ
た

こ
と
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
泉
は
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
の
初
め
に
は
病
気
で

執
筆
不
能
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
病
状
や
い
つ
頃
発
病
し
た
の
か
に
つ
い
て
、

正
確
な
情
報
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
秋
の
第
一
回
展
、
翌

年
秋
の
第
二
回
展
に
出
品
し
て
い
る
以
外
に
、
会
員
と
し
て
の
目
立
っ
た
活
動
は
な
い
。
黒
田

清
輝
の
日
記
や
書
簡
に
は
時
折
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
入
会
の
事
情
、
会
の
中

（
１
９
）

で
の
役
割
と
い
っ
た
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
回
展
に
、
六
点
の
「
漫
画
」
を
出

品
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

今
泉
は
第
一
回
展
に
も
一
点
の
み
（「
未
来
の
浮
世
」）
出
品
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
分
類

名
は
「
狂
画
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
第
一
回
展
で
は
長
原
孝
太
郎
も
ペ
ン
画
に
よ
る
「
狂
画
」

を
三
点
出
品
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
好
評
を
得
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

今
泉
の
「
狂
画
」
は
一
点
の
み
で
、
そ
の
評
価
も
、
新
聞
報
道
な
ど
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、

ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

（
２
０
）

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
回
展
で
は
、
長
原
は
「
油
画
」
の
み
の
出
品
で
、
今
泉
の
作
品
が
、

「
漫
画
」
と
い
う
出
品
分
類
名
で
、
会
場
に
入
っ
て
最
初
の
位
置
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
作
品

図
版
等
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
時
事
』
紙
に
同
じ
表
題
の
連
作
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
２
１
）

か
ら
、『
時
事
』
紙
発
表
作
の
原
画
を
そ
の
ま
ま
出
し
た
か
、
同
じ
系
列
の
ペ
ン
画
を
出
品
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
第
二
回
展
に
つ
い
て
は
、
黒
田
の
出
品
し
た
裸
体
画
「
智
・
感
・

情
」
に
同
時
代
の
報
道
が
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
今
泉
の
「
漫
画
」
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ

た
論
評
は
二
つ
し
か
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

（
２
２
）

こ
の
内
の
一
つ
は
今
泉
自
身
が
社
員
で
あ
っ
た
『
時
事
新
報
』
の
も
の
で
あ
り
、「
落
想
極
め

て
妙
に
し
て
而
も
趣
味
を
破
ら
な
い
、
漫
畫
の
極
意
を
得
た
も
の
と
云
つ
て
も
善
か
ら
う
」
と

い
っ
た
評
を
、
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
『
国
民
新
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聞
』
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
そ
ら
く
同
時
代
の
「
美
術
」
観
の
中
に
置
か
れ
た
と
き
の
今

泉
評
価
が
現
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

入
場
第
一
眼
に
入
る
は
今
泉
一
瓢
氏
の
滑
稽
畫
な
り
。
一
瓢
氏
の
滑
稽
畫
に
一
種
の
奇
才

あ
る
世
既
に
定
評
あ
り
、
余
更
に
吾
人
の
呶
々
を
要
せ
ざ
る
な
り
。
今
回
の
出
品
も
鋒
鋩
鋭

利
の
諷
刺
寓
意
の
繪
畫
皆
妙
な
り
、
就
中
優
れ
た
る
は
物
理
圖
解
と
加
減
乗
除
な
ら
む
。
さ

り
な
が
ら
吾
人
は
か
か
る
繪
畫
の
新
聞
雜
誌
上
に
は
光
彩
を
添
ゆ
べ
き
も
、
純
正
美
術
品
展

覧
會
中
に
陳
列
せ
ら
る
る
は
如
何
あ
る
べ
き
か
。
吾
人
は
敢
て
氏
の
畫
を
悪
し
と
い
ふ
に
は

あ
ら
ず
唯
こ
の
奇
才
を
眞
面
目
な
る
水
彩
畫
の
上
に
て
も
發
揮
せ
ら
れ
な
ば
又
好
畫
を
得
る

こ
と
あ
ら
ん
と
思
ひ
て
な
り
。

「
純
正
美
術
品
展
覧
會
中
に
陳
列
」
さ
れ
る
に
相
応
し
い
か
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
滑

稽
畫
」、「
諷
刺
寓
意
の
繪
畫
」
一
般
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
今
泉
が
出
品
し
た
そ
の
作
品
に
つ

い
て
の
言
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
記
者
が
、
長
原
孝
太
郎
に
つ
い
て
は
「
前
年
狂
畫
を

出
し
て
好
評
を
得
ら
れ
た
る
、
長
原
孝
太
郎
氏
は
今
回
は
何
に
感
じ
ら
れ
け
む
、
眞
面
目
な
る

油
繪
を
出
品
せ
ら
れ
」
と
、「
狂
畫
」
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
か
の
よ
う
な
記
述
を

行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
３
）

寺
山
の
序
文
を
見
て
も
、
今
泉
が
、
白
馬
会
に
入
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
「
諷
刺
滑
稽
の

畫
」
を
従
来
の
も
の
か
ら
差
別
化
し
、
そ
れ
を
「
美
術
」
の
枠
内
に
入
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
今
泉
に
と
っ
て
「
漫
畫
」
と
は
、「
美
術
」
の
名
に
値
す
る
「
諷

刺
滑
稽
の
畫
」
の
名
に
他
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
は
、
作
品
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
前
年
の
長
原
の
「
狂
画
」
の
好
評
ぶ
り
と
対
比
す

（
２
４
）

る
と
き
、
同
時
代
の
論
評
に
ほ
と
ん
ど
今
泉
の
名
が
挙
が
ら
な
い
こ
と
は
、
今
泉
の
「
漫
画
」

の
評
価
の
低
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

白
馬
会
に
と
っ
て
、
長
原
の
「
狂
画
」
に
せ
よ
、
今
泉
の
「
漫
画
」
に
せ
よ
、
洋
画
新
派
た

る
会
の
「
自
由
」
な
あ
り
よ
う
を
外
に
向
か
っ
て
示
す
好
材
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
会
場
の
冒

頭
に
今
泉
の
「
漫
画
」
を
陳
列
し
た
こ
と
か
ら
も
推
定
し
う
る
。
ま
た
、
白
馬
会
周
辺
の
論
客

た
ち
の
間
に
も
、
西
洋
の
諷
刺
画
を
一
つ
の
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、「
美
術
」
と
し
て
の
「
諷
刺

滑
稽
の
畫
」
を
待
望
す
る
議
論
は
存
在
し
て
い
た
。
長
原
の
「
狂
画
」
が
出
品
の
翌
々
年
に

な
っ
て
あ
ら
た
め
て
『
美
術
評
論
』
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
森
鷗
外
ら
が
高
い
評
価
を
与
え
る

と
い
っ
た
事
態
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

（
２
５
）

長
原
が
油
画
に
専
心
し
始
め
て
「
狂
画
」
の
出
品
を
や
め
、
今
泉
が
病
気
に
な
る
と
い
う
、

一
種
の
偶
然
が
重
な
っ
た
た
め
に
、
白
馬
会
展
に
は
「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
の
出
品
は
定
着
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
『
一
瓢
漫
画
集
・
初
篇
』
か
ら
『
漫
画
一
年
』
ま
で
の
距
離
の

一
因
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
方
、
洋
画
新
派
の
中
に
、「
美
術
」
の
制
度
化
の
過
程
で
一
度
そ
の
枠

外
に
排
除
さ
れ
た
「
鳥
羽
絵
の
類
」
で
は
な
い
、
新
し
い
形
の
「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
の
可
能
性

（
２
６
）

が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
盛
ん
に
な
る
、
若
い

画
家
た
ち
の
雑
誌
・
新
聞
へ
の
寄
稿
の
中
に
、
そ
れ
を
探
る
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
背
景
と

し
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
実
と
し
て
、
明
治
四
〇
年
代
の
「
画
家
」
た
ち
に

よ
る
「
漫
画
」
本
ラ
ッ
シ
ュ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、「
漫
画
」
と
い
う
語
が
採
用
さ
れ
た
事
情
と
し
て
は
、
や
は
り
、
従
来
に
な
い
新
し

い
ス
タ
イ
ル
の
「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
に
は
手
垢
の
つ
い
て
い
な
い
語
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
と
、
楽
天
の
仕
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
漫
画
」
と
い
う
語
が
、
単
な
る
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
言
葉
で
な
く
、
白
馬
会
展
の
出
品
分
類
と
し
て
採
用
さ
れ
た
過
去
が
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

表
２
に
名
前
の
上
が
っ
て
い
る
画
家
以
外
に
も
、
鹿
子
木
孟
郎
、
坂
本
繁
二
郎
、
和
田
三
造
、

石
井
柏
亭
、
石
井
鶴
三
、
山
本
鼎
、
赤
松
麟
作
、
森
田
恒
友
と
い
っ
た
、
近
代
的
な
絵
画
教
育

の
枠
内
で
育
っ
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
、「
美
術
」
と
し
て
の
「
漫
画
」
の
ス
タ
イ

ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
検
討
は
、
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ご
く
簡

単
に
言
う
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
従
来
の
「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
が
、
実
際
に
は
添
え
ら
れ
た
戯
文
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と
あ
い
ま
っ
て
初
め
て
全
体
と
し
て
成
り
立
つ
あ
り
よ
う
に
対
し
て
、「
絵
画
」
と
し
て
自
律

し
た
表
現
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。

（
２
７
）

こ
う
し
て
、「
漫
画
」
は
、
今
泉
自
身
の
手
を
離
れ
、
少
し
遅
れ
て
で
は
あ
る
が
、
今
泉
の

当
初
の
希
望
通
り
、
理
論
・
実
践
両
面
か
ら
、「
美
術
」
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
み
な
し
う
る
も
の
と

し
て
、
成
立
し
た
。
石
井
柏
亭
ほ
か
編
に
よ
る
『
美
術
辞
典
』
へ
の
「
漫
画
」
と
い
う
項
目
の

登
載
は
、
い
わ
ば
そ
の
制
度
的
な
認
知
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
辞
典
に
は
、
類
義
語
と
し
て

「
鳥
羽
絵
」、「
諷
刺
畫
」、「
ポ
ン
チ
絵
」、「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
漫
画
」

に
は
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
に
次
ぐ
多
く
の
字
数
を
割
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
影
響
で
あ
ろ

う
、
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
の
『
辞
苑
』
が
、「
漫
画
」
を
「
美
術
用
語
」
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。四

、「
美
術
」
の
中
の
「
不
純
」
物

し
か
し
、「
漫
画
」
は
な
お
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
美
術
辞
典
』
に
お
け

る
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
の
項
と
「
漫
画
」
の
項
と
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。「
非
貴
族

的
で
形
式
に
拘
泥
し
な
い
可
笑
的
繪
畫
の
す
べ
て
は
漫
畫
即
ち
カ
リ
カ
チ
ュ
ー
ア
で
あ
る
。

カ
リ
カ
チ
ュ
ー
ア
は
則
と
し
て
多
少
の
誇
張
を
伴
ふ
。
カ
リ
カ
チ
ュ
ー
ア
の
中
に
は
諷
刺
を

主
と
す
る
も
あ
り
、
又
無
邪
気
な
滑
稽
〔
原
文
ル
ビ
＝
ユ
ー
モ
ア
〕
を
主
と
す
る
も
の
も
あ

る
。」
と
い
う
極
め
て
明
解
な
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
の
定
義
に
比
べ
て
、「
繪
畫
の
一
種
。
漫
畫

の
定
義
は
人
に
よ
っ
て
種
々
に
與
へ
ら
れ
る
。『
北
斎
漫
畫
』
の
如
き
も
其
名
の
示
す
通
り
漫

畫
と
云
へ
な
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
た
だ
『
何
と
云
ふ
こ
と
な
し
に
畫
い
た
そ
ぞ
ろ
が

き
』
の
意
味
で
あ
る
。
北
斎
漫
畫
は
一
面
工
藝
家
の
資
料
標
本
と
云
ふ
役
目
を
持
つ
て
居
る
の

で
、
其
中
に
含
ま
れ
た
も
の
は
必
ず
し
も
漫
畫
的
の
も
の
ば
か
り
で
な
い
。
上
品
ぶ
ら
な
い
、

平
民
的
な
、
規
則
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
一
般
に
醜
悪
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
も
畫
く
こ
と
を
辭

せ
ぬ
、
直
截
な
畫
は
す
べ
て
漫
畫
で
あ
る
。」
と
い
う
「
漫
画
」
の
定
義
は
、「
可
笑
的
」
と
い

う
効
果
に
も
「
諷
刺
」
と
い
う
意
図
に
も
「
多
少
の
誇
張
を
伴
ふ
」
と
い
う
様
式
に
も
、
言
及

し
て
い
な
い
。「
諷
刺
畫
」
に
つ
い
て
「
漫
畫
の
一
種
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、「
漫
画
」

を
、「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
や
「
諷
刺
畫
」
以
上
に
、
よ
く
言
え
ば
幅
と
深
み
の
あ
る
、
悪
く
言

え
ば
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
、
概
念
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
曖
昧
さ
は
、
当
事
者
た
ち
が
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
の
振
る
舞
い
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
未
醒
た
ち
に
よ
る
「
漫
画
」
本
の
序
文
を
見
て
も
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

用
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
あ
ら
た
ま
っ
て
説
明
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、「
漫
画
」
と
い
う
語

を
使
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
付
い
て
は
、
文
脈
か

ら
推
し
測
る
し
か
な
い
。
唯
一
の
例
外
と
も
言
え
る
の
が
、『
漫
画
と
紀
行
』
の
自
序
に
お
け

る
次
の
未
醒
の
言
で
あ
る
。

我
が
漫
畫
は
、
畫
よ
り
も
或
は
字
に
近
し
、
形
象
文
字
に
近
し
、
興
に
よ
り
て
畫
き
、
或

は
嘗
て
の
興
を
探
り
て
畫
く
、
畫
く
時
、
物
體
を
現
は
す
可
き
技
巧
の
幾
條
件
を
具
備
せ
ず
、

下
畫
な
く
、
彩
色
す
る
事
希
に
、
筆
常
に
禿
し
、
紙
幅
多
く
は
小
さ
し
、
一
度
試
み
て
、
可

な
ら
ざ
れ
ば
乃
ち
廃
す
、
必
ず
し
も
一
題
に
就
て
左
し
右
し
苦
心
経
営
の
労
を
と
ら
ず
、
轉

じ
て
次
の
他
の
題
に
向
ふ
、
甚
だ
西
洋
の
若
く
は
近
代
日
本
の
或
者
の
漫
畫
的
挿
畫
と
異
る
、

彼
等
は
完
備
せ
り
、
彼
等
は
一
點
を
も
苟
も
せ
ず
、
如
何
な
る
空
想
的
の
も
の
と
雖
も
、
必

ず
深
刻
な
る
寫
實
の
力
之
に
添
ふ
、
我
は
只
概
念
的
の
み
、
即
興
的
の
み
、
我
が
技
巧
は
へ

へ
の
の
も
へ
じ
の
程
度
に
満
足
す
、
始
め
よ
り
し
て
、
形
質
の
現
は
れ
に
責
任
を
負
は
ず
、

長
松
が
土
蔵
の
樂
書
の
如
く
に
し
て
畫
く
、
我
自
ら
は
此
事
樂
し
。

こ
こ
で
未
醒
は
、「
我
が
漫
畫
」
の
性
格
を
、
そ
れ
が
何
で
「
あ
る
」
か
を
明
確
に
定
義
付

け
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
が
何
で
「
な
い
」
か
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
び
上

が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
対
比
さ
れ
て
い
る
「
西
洋
の
若
く
は
近
代
日
本
の
或
者
の
漫
畫
的

挿
畫
」
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
漫
画
を
模
範
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
今
泉
の
そ
れ
で
あ
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り
、「
写
実
」
の
力
を
繰
り
返
し
て
強
調
す
る
北
澤
楽
天
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
未
醒
は
、
今
泉
と

違
い
、「
漫
画
」
に
明
確
な
「
定
義
」
を
与
え
る
こ
と
で
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
の
「
直
訳
」
に

限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
、
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
だ
け
で
は
、
未
醒
は
、
単
に
意
味
２
に
回
帰
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。
だ
が
、『
漫
画
天
地
』
の
自
序
に
お
い
て
は
、
油
絵
の
研
究
と
比
較
し
な
が
ら
「
木
版
漫

畫
」
の
面
白
さ
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
自
分
の
あ
の
時
の
姿
を
君
に
見
ら
れ
な
く
て
よ
か
っ
た

な
ど
と
よ
く
友
人
に
言
わ
れ
る
が
、「
中
々
然
う
寫
眞
機
械
見
た
や
う
に
自
分
の
漫
畫
頭
は
働

か
ぬ
、
木
版
畫
の
如
き
小
品
で
も
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
現
は
れ
る
ま
で
に
は
、
頭
の
中
で
消

化
さ
れ
る
間
の
相
當
の
時
間
を
要
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
寫
眞
機
械
」
と
の
対
比
で
、
あ

る
種
の
「
表
現
」
へ
の
意
識
が
、「
漫
畫
頭
」
と
い
う
比
喩
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
意
味
２
に
回
収
し
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

「
漫
画
」
に
、「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
に
な
い
ふ
く
ら
み
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
洋
画
を

「
日
本
化
」
す
る
一
つ
の
方
途
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
日
本
」
と
い
う
場
所
で
「
美
術
」
と
い

う
外
来
の
制
度
に
幅
と
厚
み
を
与
え
る
作
業
の
一
種
と
し
て
意
識
さ
れ
、
ま
た
実
際
に
、
そ
の

よ
う
な
効
果
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
高
村
光
太
郎
の
次
の
よ
う
な
言
の
存
在
は
、
そ
れ
を

裏
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

漫
畫
と
い
ふ
や
う
な
う
ま
い
名
は
泰
西
に
無
い
。
さ
う
い
ふ
の
ん
び
り
し
た
、
達
観
的
な
、

又
無
意
識
的
な
思
想
が
、
ひ
と
り
立
ち
に
立
つ
て
ゐ
ら
れ
な
い
程
、
人
種
的
に
せ
ち
辛
い
の

で
あ
ら
う
。
漫
畫
に
は
無
意
識
の
分
子
が
重
き
を
成
し
て
ゐ
る
が
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
は
醒
め

き
つ
た
意
識
無
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
の
先
祖
は
、
だ
か
ら
、
人
の
悪
い

ア
リ
ス
ト
フ
ア
ネ
ス
的
喜
劇
で
あ
り
、
漫
畫
の
先
祖
は
、
達
人
鳥
羽
僧
正
を
見
る
の
が
正
當

で
あ
る
。
漫
畫
を
見
る
と
描
い
た
人
の
心
の
深
浅
が
よ
く
わ
か
り
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
見
る

と
描
い
た
人
の
頭
の
良
否
が
よ
く
わ
か
る
。

（
２
８
）

若
い
「
美
術
」
家
た
ち
が
、
一
斉
に
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
を
自
ら
の
仕
事
に
用
い
始
め
た

と
き
、
彼
ら
は
、
よ
う
や
く
定
着
し
よ
う
と
す
る
意
味
３
に
、
同
時
的
に
「
上
品
ぶ
ら
な
い
、

平
民
的
な
、
規
則
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
一
般
に
醜
悪
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
も
畫
く
こ
と
を
辭

せ
ぬ
、
直
截
な
畫
は
す
べ
て
」
と
い
っ
た
、
意
味
３
・
５
と
も
い
う
べ
き
曖
昧
な
薄
い
層
を
付

け
加
え
て
い
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
、「
北
斎
漫
画
」
に
お
い
て
意
味
１
と
意
味
２
に
意
味

１
・
５
が
付
け
加
わ
っ
た
と
き
の
そ
れ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
意
味

m
iscellaneous

３
・
５
は
、

な
、
意
味
１
・
５
に
通
じ
る
も
の
さ
え
持
っ
て
い
る
。
前
出
の

『
月
耕
漫
画
』
は
明
治
二
七
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
未
醒
た
ち
は
、

「
漫
画
」
に
意
味
１
・
５
の
層
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
敢
え
て
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残

そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
直
接
裏
付
け
る
資
料
は
見
出
し
え

て
い
な
い
。

こ
う
し
て
、
楽
天
と
い
う
突
出
し
た
個
人
で
は
な
く
、
若
い
洋
画
家
た
ち
と
い
う
、
明
治
三

〇
年
代
後
半
か
ら
大
正
初
め
ま
で
の
新
聞
雑
誌
界
で
、「
量
」
と
し
て
「
漫
画
」
を
担
っ
た
者

た
ち
に
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
今
泉
一
瓢
か
ら
伸
び
て
い
る
線
は
、
む
し
ろ
楽
天
よ
り
も
彼
等

に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。「
漫
画
」
は
、
白
馬
会
・
洋
画
新
派
を
媒
介
に
し
て
、

文
展
の
開
設
に
よ
っ
て
一
通
り
の
制
度
的
確
立
を
見
た
「
美
術
」
の
世
界
を
担
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
人
々
に
、
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
漫
画
」
は
、
ま
ず
は
「
美
術
」
の
枠
内
に
あ
り
う
る

も
の
と
し
て
、
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、「
美
術
」
と
い
う
枠
の
幅
を
広
げ
る
も
の
と
し
て
の
期
待
が
、
実
際
に
は
、「
漫
画
」
に
、

常
に
「
美
術
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
交
じ
り
合
っ
て
し
ま
う
場
所
と
い
う
位
置
付
け
を
与

え
て
し
ま
う
。
例
え
ば
楽
天
の
よ
う
に
、「
漫
画
」
を
「
美
術
」
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意

識
の
薄
い
作
家
の
仕
事
が
「
漫
画
」
の
中
心
に
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
、
排
除
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

「
美
術
」
が
自
然
科
学
的
な
分
類
枠
組
み
で
は
な
く
、
あ
る
「
価
値
」
を
体
現
す
る
も
の
で

あ
る
以
上
、「
美
術
」
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
混
じ
り
込
む
「
不
純
」
な
場
所
が
、「
美
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術
」
の
中
で
価
値
序
列
の
下
位
に
置
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
位
置
付
け

が
、
以
後
、「
漫
画
」
の
「
美
術
」
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
形
成
し
、「
美
術
」
と
し
て

の
認
知
を
求
め
る
動
き
と
「
美
術
」
か
ら
分
離
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
絶
え
ず
共
存
す
る
場
と

し
て
の
性
格
を
、「
漫
画
」
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
工
芸
」
な
ど
の
場
合
と
違
い
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
意
味
で
の
「
漫
画
」
は
、

「
美
術
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
か
ろ
う
じ
て
「
美
術
」
に
な

る
こ
と
で
成
立
し
た
概
念
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
不
純
物
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
自
律
」
し
て
き
た
「
美
術
」
が
、
十
分
に
大
き
く
な
り
、
な
お
大
き
く
な
ろ
う
と
す
る
時
期

に
、
は
ら
ま
れ
て
し
ま
っ
た
違
和
と
し
て
、「
漫
画
」
は
あ
る
。

本
論
は
、
飽
く
こ
と
な
く
渉
猟
す
る
と
い
う
鳥
の
名
か
ら
始
ま
っ
た
概
念
が
、
絵
を
描
く
と

い
う
行
為
と
結
び
付
き
、「
美
術
」
と
「
美
術
」
で
な
い
も
の
が
交
じ
り
合
う
場
所
の
名
に
な

る
過
程
を
追
跡
し
て
き
た
。「
漫
画
」
は
ま
も
な
く
、「
美
術
」
に
は
飲
み
込
め
な
い
は
ず
の
も

の
ま
で
貪
欲
に
飲
み
込
ん
で
、
や
が
て
「
美
術
」
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

な
成
長
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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註（
１
）
北
澤
憲
昭
『
眼
の
神
殿
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
同
『
境
界
の
美
術
史
―
「
美
術
」

形
成
史
ノ
ー
ト
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
〇
年
）、
木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
―
油
絵
茶
屋
の

時
代
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）、
佐
藤
道
信
『〈
日
本
美
術
〉
誕
生
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）、

同
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史

的
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）
等
。

（
２
）
次
の
辞
書
を
参
照
し
た
。『
角
川
国
語
大
辞
典
初
版
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）、『
講
談
社

カ
ラ
ー
版
日
本
語
大
事
典
初
版
』（
講
談
社
、
一
九
八
九
年
）、『
大
辞
林
初
版
』（
三
省
堂
、
一
九
八
八

年
）、『
広
辞
苑
第
五
版
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
一
二
巻
』（
小

学
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
第
五
巻
ひ
儿
ん
』

（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
諸
橋
轍
次
『
修
訂
版
大
漢
和
辞
典

巻
七
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八

五
年
）、『
角
川
漢
和
中
辞
典
修
訂
版
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
）。

（
３
）
清
水
勲
『
江
戸
の
ま
ん
が
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
一
年
）
一
七
三
儿
一
七
四
頁
。

（
４
）
林
美
一
「
江
戸
の
漫
画
」（『
芸
術
生
活
』
二
七
巻
二
号
、
一
九
七
四
年
二
月
）。
林
氏
は
、『
漫

画
随
筆
』
を
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
成
立
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
明
和
八
年
刊
行
の
際
の
書
名
は

『
撈
海
一
得
』
で
あ
り
、『
漫
画
随
筆
』
と
な
っ
た
の
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
再
刊
本
に
お
い

て
で
あ
る
。
丸
山
季
夫
「
解
題
」『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
一
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五

年
）
五
儿
六
頁
。
た
だ
し
、
林
氏
は
、
京
伝
や
北
斎
が
こ
の
『
漫
画
随
筆
』
と
い
う
書
名
か
ら
後
に
触

れ
る
意
味
１
・
５
を
思
い
つ
い
た
と
い
っ
た
推
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
意
味
１

が
江
戸
の
知
識
人
の
間
で
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
比
喩
的
に
用
い
る
こ
と
が
、
近
世
に
お

い
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
一
例
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、『
漫
画
随
筆
』
と
『
北
斎
漫
画
』
等
と
の
前

後
関
係
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。

（
５
）
永
田
生
慈
「『
北
斎
漫
画
』
総
考
」（
監
修
・
解
説
永
田
生
慈
『
北
斎
漫
画
』
岩
崎
美
術
社
、
一

九
八
六
年
所
収
）
三
一
〇
頁
。

（
６
）
岡
田
甫
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
全
集
七
』（
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
）
二
五
二
頁
。

（
７
）
表
中
の
番
号
で
言
う
と
、
１
～
３
、
７
、
15
、
15

20
、

15

20

21
が
、
序
文
等
か
ら
、
絵
手
本
と
し
て
の

享
受
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
筆
者
未
見
の
も
の
で
も
、
４
、
８
、
９
、
17
、
17

18
、

22
に
つ
い
て
は
、
絵
手
本
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
見
ら
れ
る
。

（
８
）
清
水
勲
『
マ
ン
ガ
誕
生
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
三
儿
四
頁
。

（
９
）
清
水
勲
『
漫
画
の
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
一
五
頁
。

（
10
）
次
の
辞
書
・
事
典
を
参
照
し
た
。
惣
郷
正
明
・
飛
田
良
文
編
『
明
治
の
こ
と
ば
辞
典
』（
東
京

堂
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
井
上
哲
次
郎
『
哲
学
字
彙
』（
東
京
大
学
三
学
部
、
一
八
八
一
年
）、
近
藤

真
琴
『
こ
と
ば
の
そ
の
』（
瑞
穂
屋
卯
三
郎
、
米
倉
屋
順
三
郎
、
共
益
商
社
、
一
八
八
五
年
）、
ヘ
ボ
ン

『
和
英
語
林
集
成
第
三
版
』（
丸
善
商
社
、
一
八
八
六
年
）、
島
田
豊
纂
訳
『
附
音
挿
図
和
訳
英
字
彙
』

（
大
倉
書
店
、
一
八
八
八
年
）、
高
橋
五
郎
『
い
ろ
は
辞
典
』（
長
尾
景
弼
、
一
八
八
八
年
）、
物
集
高
見

『
こ
と
ば
の
は
や
し
』（
瑞
穂
屋
、
一
八
八
八
年
）、
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
、
棚
橋
一
郎
共
訳
『
ウ
ェ
ブ
ス

タ
ー
氏
新
刊
大
辞
書
和
訳
字
彙
』（
三
省
堂
、
一
八
八
八
年
）、
大
槻
文
彦
『
日
本
辞
書
言
海
』（
大
槻

文
彦
、
一
八
八
九
儿
一
八
九
一
年
）、
山
田
美
妙
『
日
本
大
辞
書
』（
日
本
大
辞
書
発
行
所
、
一
八
九
二

儿
一
八
九
三
年
）、
藤
井
乙
男
・
草
野
清
民
編
『
帝
国
大
辞
典
』（
三
省
堂
書
店
、
一
八
九
六
年
）、
大

15

和
田
建
樹
『
日
本
大
辞
典
』（
博
文
館
、
一
八
九
六
年
）、
落
合
直
文
『
こ
と
ば
の
泉
』（
大
倉
書
店
、

一
八
九
八
年
）、
徳
谷
豊
之
助
・
松
尾
勇
四
郎
『
普
通
術
語
辞
彙
』
敬
文
社
、
一
九
〇
五
年
）、
金
澤
庄

三
郎
編
『
辞
林
』（
三
省
堂
書
店
、
一
九
〇
七
年
）、
齋
藤
精
輔
編
輯
代
表
『
日
本
百
科
大
辞
典
』（
三

省
堂
書
店
、
一
九
〇
八
儿
一
九
一
九
年
）、
石
井
柏
亭
・
黒
田
鵬
心
・
結
城
素
明
『
美
術
辞
典
』（
日
本

美
術
学
院
、
一
九
一
四
年
）、
上
田
萬
年
・
高
楠
順
次
郎
・
白
鳥
庫
吉
・
村
上
正
次
郎
・
金
澤
庄
三
郎

編
『
日
本
外
来
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
一
九
一
五
年
）、
上
田
萬
年
・
松
井
簡
治
共
著
『
大
日
本
国
語
辞

典
』（
冨
山
房
・
金
港
堂
、
一
九
一
五
儿
一
九
一
九
年
）、
落
合
直
文
著
・
芳
賀
矢
一
改
修
『
日
本
大
辞

典

言
泉
』（
大
倉
書
店
、
一
九
二
一
年
儿
一
九
二
八
年
）、
金
澤
庄
三
郎
編
『
広
辞
林
』（
三
省
堂
、

一
九
二
五
年
）、
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』（
冨
山
房
、
一
九
三
二
年
儿
一
九
三
七
年
）、
新
村
出
編
『
辞

苑
』（
博
文
館
、
一
九
三
五
年
）。

（
11
）
山
田
忠
雄
『
近
代
国
語
辞
書
の
歩
み

上
・
下
』（
三
省
堂
、
一
九
八
一
年
）、
辞
典
協
会
編

『
日
本
の
辞
書
の
歩
み
』（
辞
典
協
会
、
一
九
九
六
年
）、
永
嶋
大
典
『
蘭
和
・
英
和
辞
書
発
達
史
』（
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
六
年
）。

（
12
）
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
二
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
所
収
の
「
人
名
索
引
」
を
参
照
。

（
13

今
泉
秀
太
郎
述
・
福
井
順
作
速
記
『
一
瓢
雑
話
』（
誠
之
堂
、
一
九
〇
一
年
）
五
儿
六
頁
。

（
14
）
鳥
羽
僧
正
を
「
漫
画
」
の
祖
と
す
る
「
日
本
漫
画
史
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用

意
す
る
。

（
15
）
今
泉
前
掲
書
、
一
儿
三
頁
。

（
16
）
北
澤
楽
天
「
漫
画
太
平
記
」（『
笑
の
泉
』
一
九
五
二
年
七
月
号
）。
北
澤
楽
天
「
明
治
時
代
の

漫
畫
―
東
京
パ
ッ
ク
を
中
心
と
せ
る
―
」（『
東
陽
』
一
巻
六
号
、
一
九
三
六
年
）。

（
17
）
飯
沢
匡
『
武
器
と
し
て
の
笑
い
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
一
七
三
頁
。

（
18
）
富
田
正
文
「
後
期
」（『
福
沢
諭
吉
全
集
第
八
巻

時
事
新
報
論
集
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇

年
）
六
七
三
頁
。「
漫
言
」
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
平
澤
啓
「『
時
事
新
報
』
に
お
け
る
福
沢
諭
吉
の
文

体
」（『
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
人
文
科
学
篇
』
四
二
集
、
一
九
九
二
年
）
も
参
照
。

（
19
）
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
一
〇
月
四
日
、
六
日
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
一
月
二
三
日
、

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
一
月
一
日
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
七
月
七
日
の
日
記
に
、
今
泉
へ

の
言
及
が
あ
る
。『
黒
田
清
輝
日
記
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
七
年
）
第
二
巻
、
四
六
七
頁
、

五
〇
一
頁
、
五
二
四
頁
、
同
第
三
巻
、
七
八
一
頁
。

（
20
）
第
一
回
展
の
長
原
の
「
狂
画
」
は
「
牛
屋
」、「
焼
芋
屋
」、「
車
夫
」
の
三
点
。「
牛
屋
」
の
下

絵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
牛
肉
屋
の
二
階
」
と
「
焼
芋
屋
」
の
図
版
と
解
説
は
、
石
橋
財
団
ブ
リ
ヂ
ス

ト
ン
美
術
館
ほ
か
編
『
白
馬
会
―
明
治
洋
画
の
新
風
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）
五
二
頁
。

全
一
三
回
の
白
馬
会
展
の
出
品
目
録
は
、
同
書
一
五
八
儿
二
五
二
頁
。
同
時
代
の
白
馬
会
関
連
の
新

聞
記
事
の
一
覧
は
同
書
一
五
七
頁
。
長
原
が
創
刊
し
三
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
『
と
ば
ゑ
』
な
ど
、
長
原

と
「
狂
画
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
清
水
勲
『
明
治
ま
ん
が
遊
覧
船
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇

年
）
一
一
八
儿
一
三
一
頁
、
お
よ
び
牧
野
研
一
郎
「
長
原
光
太
郎
の
美
術
批
評
」（『
三
重
県
立
美
術
館

研
究
論
集
』
一
号
、
一
九
八
三
年
）
に
詳
し
い
。
特
に
牧
野
論
文
は
同
時
代
の
美
術
論
の
文
脈
の
中
で

そ
の
仕
事
を
位
置
付
け
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
長
原
自
身
は
今
泉
と
違
い
、
自
ら
の
「
諷
刺
滑

稽
の
画
」
を
も
っ
ぱ
ら
「
狂
画
」
と
呼
び
、
新
た
な
名
付
け
を
行
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
回
展
の
今
泉
の
「
漫
画
」
の
表
題
は
「
物
理
圖
解
」、「
だ
め
だ
」、「
海
水
浴
」、「
八
つ
あ
た
り
」、

「
畫
家
の
大
難
物
」、「
加
減
乗
除
」。

（
21
）
「
物
理
圖
解
（
一
）
～
「
物
理
圖
解
（
六
）」（『
時
事
新
報
』
一
八
九
五
年
一
一
月
六
日
付
、
七

日
付
、
九
日
付
、
一
〇
日
付
、
一
四
日
付
、
一
五
日
付
）。

（
22
）
「
白
馬
會
の
展
畫
場
（
二
）」（『
時
事
新
報
』
一
八
九
七
年
一
一
月
一
七
日
付
、
四
面
）、
守
中

居
士
「
白
馬
會
展
覧
会
略
評
（
一
）」（『
国
民
新
聞
』
一
八
九
七
年
一
一
月
九
日
付
、
四
面
）。
前
掲

『
白
馬
会
―
明
治
洋
画
の
新
風
』
所
収
の
新
聞
記
事
一
覧
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
が
、

「
白
馬
會
の
展
畫
場
（
二
）
は
一
覧
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
23
）
守
中
居
士
「
白
馬
會
展
覧
会
略
評
（
二
）」（『
国
民
新
聞
』
一
八
九
七
年
一
一
月
一
〇
日
付
、

四
面
）。

（
24
）
「
白
馬
會
展
覧
会
批
評
（
三
）」（『
報
知
新
聞
』
一
八
九
六
年
一
〇
月
二
七
日
付
、
一
面
）、「
白

馬
會
油
繪
漫
評
（
二
）」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
六
年
一
一
月
一
二
日
付
、
七
面
）、「
丙
申
秋
季

畫
評
」（『
め
さ
ま
し
草
』
ま
き
の
十
二
、
一
八
九
六
年
）
七
頁
等
。

（
25
）
潮
音
軒
、
晩
香
園
、
無
記
庵
「
雑
観
」（『
美
術
評
論
』
四
号
、
一
八
九
七
年
、
四
一
頁
）
は
、

「
滑
稽
畫
或
は
諷
刺
畫
の
如
き
は
」「
美
術
の
外
道
と
目
せ
ら
れ
て
」
い
る
が
、「
余
は
滑
稽
、
諷
刺
等

の
畫
の
、
盛
に
勃
興
せ
ん
こ
と
を
望
む
な
り
」
と
す
る
。
ま
た
仮
名
座
談
形
式
の
批
評
欄
「
無
扉
門
」

（『
美
術
評
論
』
一
一
号
、
一
八
九
八
年
、
二
六
儿
二
七
頁
）
で
は
、
長
原
の
「
牛
肉
店
」
の
図
版
を
掲

げ
た
上
で
全
員
が
高
く
評
価
し
、
糕
阪
こ
と
森
鷗
外
が
「
こ
れ
を
風
俗
畫
と
す
れ
ば
貴
く
、
こ
れ
を
狂

畫
と
す
れ
ば
卑
し
と
や
う
に
説
か
る
る
は
、
名
に
拘
す
る
如
く
に
し
て
難
有
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
暁
鴉

こ
と
久
米
桂
一
郎
が
「
滑
稽
の
趣
味
は
い
つ
も
眞
面
目
の
中
よ
り
湧
き
出
す
も
の
で
、
何
の
藝
術
に
取

り
て
も
貴
重
の
一
分
子
た
る
や
疑
ひ
な
し
。
斯
の
如
き
畫
は
卑
俗
な
る
を
以
て
最
も
高
尚
な
る
氣
品

を
備
へ
て
居
る
」
と
述
べ
る
。

（
26
）
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
や
同
一
九
年
（
一
八
八
六
）
の
東
洋

絵
画
共
進
会
に
お
い
て
、「
鳥
羽
絵
」
な
ど
「
猥
雑
戯
狂
ニ
属
ス
ル
図
画
ノ
類
」
の
出
品
を
排
除
す
る
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規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
田
亮
「
日
本
の
美
術
展
覧
会

そ
の
起
源
と
発
達
」

M
U
S
E
U
M

（『

』
五
四
五
号
、
一
九
九
六
年
）、
北
澤
前
掲
『
境
界
の
美
術
史
』
一
七
八
頁
。

（
27
）
北
澤
楽
天
主
筆
の
『
東
京
パ
ッ
ク
』
の
成
功
に
刺
激
さ
れ
て
続
々
と
創
刊
さ
れ
た
大
型
グ
ラ
フ

雑
誌
に
お
け
る
若
い
画
家
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
清
水
前
掲
『
明
治
ま
ん
が
遊
覧
船
』
一
三
二
儿

一
三
九
頁
。「
ポ
ン
チ
」
か
ら
「
漫
画
」
へ
と
要
約
し
う
る
明
治
年
間
の
「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
の
、
表

現
様
式
と
受
容
様
態
の
変
容
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
宮
本
大
人
「
不
純
な
領
域
と
し
て
の
成
立
―
『
漫

画
』
の
起
源
―
」（『
週
刊
朝
日
百
科
世
界
の
文
学
一
一
〇

マ
ン
ガ
と
文
学
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇

一
年
）
を
参
照
。
従
来
の
「
ポ
ン
チ
」
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
絵
画
と
し
て
自
律
し
た
表
現
と
し
て
の

「
諷
刺
滑
稽
の
画
」
の
理
論
化
の
試
み
と
し
て
、
山
本
鼎
「
現
代
の
滑
稽
畫
及
び
諷
刺
畫
に
就
て
」『
方

寸
』
一
巻
一
号
～
三
号
、
一
九
〇
七
年
、
お
よ
び
そ
の
実
践
の
試
み
と
し
て
「
特
別
漫
畫
號
」
と
題
し

た
『
方
寸
』
三
巻
二
号
、
一
九
〇
九
年
を
参
照
。

（
28
）
高
村
光
太
郎
「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」（『
ア
ト
リ
ヱ
』
三
巻
一
号
、
一
九
二
六
年
）
三
八
頁
。
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