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本
論
は
、
黒
田
清
輝
の
《
木
か
げ
》（
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
））
年
［
図
１
］

に
描
か
れ
た
農
民
の
「
少
女
」
像
を
軸
と
し
て
、
視
覚
の
近
代
化
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
一
考
を
期
す
も
の
で
あ
る
。《
木
か
げ
》
と
、
加
え
て
同
時
期
の
白
馬
会
展
出

品
作
に
対
す
る
新
聞
掲

載
の
展
覧
会
評
を
分
析

す
る
こ
と
で
、「
農
民
」

と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に

対
す
る
社
会
的
評
価
の

一
端
に
つ
い
て
考
察
す

る（
１
）
。

 　

近
世
ま
で
の
日
本
の

美
術
に
お
い
て
、
農
民

を
描
く
こ
と
は
少
な

か
っ
た
。
南
画
あ
る
い

は
文
人
画
と
呼
ば
れ
る

画
法
は
、
山
野
を
画
題

と
し
た
が
、
こ
れ
は
中

図１　黒田清輝《木かげ》1898年
　  公益財団法人ウッドワン美術館

国
詩
か
ら
の
引
喩
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
描
か
れ
た
人
物
は
、
日

本
の
農
民
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

２
）
。
ま
た
、
庶
民
の
日
常
の
労
働
は
卑
し

い
も
の
と
見
な
さ
れ
、
山
水
風
景
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た（

３
）
。

　

一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
に
制
作
さ
れ
た
《
木
か
げ
》
は
、「
美
的
」
な
対

象
と
し
て
農
民
を
解
釈
し
描
い
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
、
視
覚
の
近
代
化
の
一
事
例

と
本
稿
は
捉
え
、「
農
民
」
と
い
う
「
表
象（

４
）
」
の
形
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１
．《
木
か
げ
》
に
つ
い
て

　

黒
田
清
輝
に
よ
る
《
木
か
げ
》
は
、
グ
ミ
の
木
の
あ
る
傾
斜
地
に
、
農
作
業
の
合

間
に
休
息
す
る
「
少
女
」
を
描
い
た
油
彩
画
で
あ
る
。
傍
ら
に
は
百
合
の
切
り
花
と

麦
藁
帽
子
が
置
か
れ
、
農
作
業
道
具
に
頭
を
載
せ
横
た
わ
っ
た
「
少
女
」
は
、
向

か
っ
て
画
面
右
側
の
茱
萸
の
赤
い
果
実
に
、
下
方
か
ら
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。

　

一
八
九
八
年
の
白
馬
会
第
三
回
展
に
《
木
か
げ
》
は
出
品
さ
れ
、
ま
た
翌
年
の
パ

リ
万
国
博
覧
会
の
出
品
作
に
選
ば
れ
て
い
る（

５
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
近
代
洋
画
の
父
」

と
い
う
異
名
を
持
つ
黒
田
の
画
業
の
中
で
も
、《
木
か
げ
》
は
重
要
な
位
置
づ
け
に

あ
る
作
品
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、《
木
か
げ
》
は
パ
リ
万
国
博
覧
会
以
降
、
一
九
八
七
年
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ズ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
品
さ
れ
る
ま
で
、
長
い
間
所
在
が
不
明
で
あ
っ
た（

６
）
。《
木
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付
け
と
し
て
、
春
坡
に
よ
る
「
外
人
の
白
馬
会
評
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
四
年
十

月
二
十
二
日
掲
載
）
が
「
黒
田
氏
の
作
と
見
れ
バ
唯
訳
も
な
く
髄
喜
す
る
」
と
記
載

し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る）

（1
（

。

　

た
し
か
に
、
一
八
九
八
年
四
月
に
、
東
京
美
術
学
校
教
授
に
就
任
し
た
黒
田
は
、

美
術
行
政
の
面
か
ら
芸
術
界
を
牽
引
す
る
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
新
聞
は
白
馬
会
を
肯
定
す
る
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、
否
定
的
な
評
価
を
下
す

記
事
を
掲
載
す
る
場
合
も
あ
り
、
坪
井
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

「
美
術
が
決
め
る
価
値
に
引
き
ず
ら
れ
」
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。《
木
か
げ
》

に
つ
い
て
の
言
及
も
、「
黒
田
氏
の
作
と
見
れ
バ
唯
訳
も
な
く
髄
喜
す
る
」
わ
け
で

は
な
か
っ
た
し
、「「
作
者
の
苦
心
の
跡
が
窺
わ
れ
る
」
程
度
の
言
及
し
か
し
て
い
な

い
」
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、《
木
か
げ
》
に
対
し
て
、
全
面
的
に
肯
定
し
た
記
事
は
あ
り
、
た
と

え
ば
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

孰
れ
を
以
て
場
中
の
白
眉
を
為
す
か
と
云
ふ
に
至
り
て
ハ
余
ハ
黒
田
氏
の
「
村

女
樹
陰
に
横
臥
」
す
る
の
図
を
以
て
之
に
答
へ
ん
と
欲
す
此
図
や
樹
と
云
ひ
其

蔭
と
云
ひ
草
と
云
ひ
村
女
の
体
格
と
光
線
の
樹
の
間
よ
り
漏
れ
来
る
処
と
云
ひ

申
分
あ
る
こ
と
無
し）

（1
（

（
傍
線
引
用
者
）

　
《
木
か
げ
》
を
場
中
の
白
眉
と
し
、
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
、
ま
た
「
光
線
の

樹
の
間
か
ら
漏
れ
来
る
処
」
に
申
し
分
が
な
い
と
評
価
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
印
象
派
風
の
外
光
を
取
り
入
れ
た
黒
田
の
作
風
は
、「
紫
派
」「
外
光
派
」
と
呼

ば
れ
、
注
目
を
集
め
た）

（1
（

。
な
お
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
編
に
よ
る
『
写
実
の
系

譜　
Ⅲ　

明
治
中
期
の
洋
画
』
の
作
品
解
説
は
、
こ
の
展
覧
会
評
を
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。「
諸
新
聞
の
批
評
」
は
「
大
作
で
あ
る
《
昔
語
り
》
に
注
目
し
て
い

た
。（
中
略
）
か
な
ら
ず
し
も
、
こ
れ
に
賛
辞
を
呈
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
こ
の
《
樹
蔭
》
を
含
む
他
の
出
品
作
に
対
し
て
は
、（
中

略
）
大
作
に
は
な
い
親
密
な
情
感
に
評
者
の
共
感
を
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る）

（1
（

」。
し
か
し
、
新
聞
各
紙
を
見
渡
し
て
、「
親
密
な
情
感
」
に
対
す
る
「
評
者
の

共
感
」
と
い
う
批
評
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
留
保
が
必
要

か
げ
》
の
発
見
と
い
う
朗
報
に
際
し
て
、『
朝
日
新
聞
』
よ
り
所
見
を
求
め
ら
れ
た

高
階
秀
爾
は
、「
お
だ
や
か
で
き
れ
い
な
絵
」
と
こ
た
え
て
い
る（

７
）
。

　

し
か
し
、《
木
か
げ
》
の
発
表
当
時
の
展
覧
会
評
は
、
こ
れ
と
は
、
異
な
っ
た
見

解
を
示
し
て
い
た
。

２
．《
木
か
げ
》
を
め
ぐ
る
展
覧
会
評

　

こ
こ
で
、
発
表
当
時
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
展
覧
会
評
が
、《
木
か
げ
》
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
黒
田
が

リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
白
馬
会
は
、
年
に
一
度
の
上
野
公
園
で
の
白
馬
会
展
を
、

一
八
九
六
年
よ
り
一
九
一
〇
年
ま
で
の
間
実
施
し
て
お
り
、
複
数
の
新
聞
が
こ
れ
を

記
事
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

一
八
九
八
年
当
時
、
主
要
な
新
聞
の
発
行
部
数
は
、
東
京
全
紙
総
計
で
、

一
億
六
五
五
七
万
六
六
二
〇
部
発
行
さ
れ
て
お
り
、
影
響
力
の
大
き
な
メ
デ
ィ
ア

で
あ
っ
た（

８
）
。
美
術
が
制
度
と
し
て
完
成
す
る
ま
で
の
過
渡
期
に
お
い
て
、「「
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
は
美
術
の
「
享
受
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
仲
介
者
」
で
も
あ
り
、
同

時
に
美
術
界
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
」
と
坪
井
り
ん
は
捉
え
る（

９
）
。
し
か
し
、
黒
田

清
輝
と
白
馬
会
の
登
場
に
よ
り
価
値
基
準
が
「
西
洋
の
美
の
規
範
」
に
お
か
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
歩
み
を
と
も
に
し
て
き
た
美
術
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
は
も
は
や
対
等
で
は
な
く
、「
美
術
が
決
め
る
価
値
に
引
き
ず
ら
れ
る
」
よ
う

 

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う）

（1
（

。

　

ま
た
新
聞
を
通
し
て
興
味
を
抱
き
、
特
定
の
作
品
目
当
て
に
訪
れ
る
者
が
お
り
、

そ
れ
は
知
識
人
だ
け
で
な
く
労
働
者
階
級
に
及
ん
で
い
た
と
し
て
、
購
読
者
の
観
覧

行
動
に
対
す
る
訴
求
力
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
新
聞
に
お
け
る
白
馬
会
展
の

批
評
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
中
身
自
体
は
と
り
た
て
て
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
い
。
多
く
が
、
画
題
の
説
明
、
絵
の
大
き
さ
、
あ
る
い
は
「
作
者
の
苦
心
の
跡

が
窺
わ
れ
る
」
程
度
の
言
及
し
か
し
て
い
な
い
」
と
、坪
井
は
説
明
す
る）

（1
（

。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
叙
述
の
傾
向
よ
り
も
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
作
家
が
十
数
名
に
限
ら
れ
る
な

か
で
、
黒
田
清
輝
、
久
米
桂
一
郎
、
和
田
英
作
な
ど
東
京
美
術
学
校
で
教
授
を
つ
と

め
る
画
家
に
必
ず
言
及
し
て
お
り
、「
展
評
」
を
載
せ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
作
家

の
名
前
に
捉
わ
れ
て
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
た
可
能
性
を
坪
井
は
指
摘
す
る）

（1
（

。
そ
の
裏
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で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
、
部
分
的
な
肯
定
と
否
定
の
双
方
か
ら
成
る
記
事
で
あ

る
。

木
の
下
に
女
の
臥
た
る
図
は
木
の
葉
の
繁
り
た
る
さ
ま
や
そ
れ
を
透
し
て
草
の

上
に
強
き
日
光
の
き
れ
た
る
具
合
は
中
々
い
ゝ
。
併
し
何
の
意
味
も
な
い
画

だ
、
着
物
の
白
く
且
新
ら
し
く
て
百
合
の
花
に
麥
藁
帽
子
な
ど
の
あ
る
を
見
れ

ば
別
荘
住
ひ
の
都
人
ら
し
い
が
さ
り
と
て
薪
を
背
負
う
遊
具
に
枕
し
た
れ
ば
正

し
く
農
家
の
女
に
違
ひ
な
い
、
そ
れ
と
し
て
は
仕
事
に
疲
れ
て
木
蔭
に
休
ら
ふ

と
い
う
趣
見
ゑ
ず
、
全
体
百
姓
の
女
が
百
合
の
花
な
ど
を
折
り
て
楽
む
や
う
な

暇
は
な
い
も
の
だ
そ
ん
な
呑
気
な
生
活
を
写
せ
ば
労
業
者
の
意
味
は
な
く
な

る）
（1
（

。（
傍
線
引
用
者
）

　

日
光
の
表
現
を
、「
中
々
い
ゝ
」
と
賞
賛
し
つ
つ
も
、「
何
の
意
味
も
な
い
画
」
と

評
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
意
味
」
が
な
い
と
思
っ
た
の
か
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
描
か

れ
た
人
物
が
、「
百
姓
」
ら
し
く
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。
着
物
が
白
く
新
し
い
こ

と
、
傍
ら
に
「
百
合
の
花
」
や
「
麥
藁
帽
子
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
別
荘
住
ひ
の

都
人
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
薪
を
背
負
う
遊
具
」
を
枕
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら

「
農
家
の
女
」
に
違
い
な
く
、
し
か
し
「
百
姓
の
女
が
百
合
の
花
を
折
」
っ
て
楽
し

む
暇
は
な
い
と
述
べ
る
。

　

同
様
に
、『
時
事
新
報
』
も
、「
世
間
で
は
こ
の
少
女
を
農
家
育
と
申
し
ま
す
が
、

私
は
都
育
の
令
嬢
が
海
辺
に
遊
び
で
樹
蔭
に
息
む
で
居
る
所
と
し
か
見
え
ま
せ
ぬ
、

い
か
ゞ
で
せ
う）

（1
（

」（
傍
線
引
用
者
）
と
記
す
。

　
３
．「
農
民
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
の
位
置
づ
け

　
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
通
り
、
洋
画
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
日
本
に

お
い
て
、
景
観
や
景
観
内
に
人
物
を
添
え
て
描
い
た
絵
画
と
し
て
、
南
画
あ
る
い
は

文
人
画
と
呼
ば
れ
る
画
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
詩
か
ら
の
引
喩
に
基
づ
い
て
お

り
、
日
本
の
景
観
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

11
（

。
当
時
、
中
国
を
先
進
的
な

文
明
国
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
風
景
享
受
の
作
法

で
あ
る
山
水
癖
に
よ
れ
ば
、
庶
民
の
日
常
の
労
働
は
、
風
塵
、
紅
塵
、
俗
塵
等
と

表
現
さ
れ
て
、
山
水
風
景
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た）

1（
（

。
封
建
的
身
分
制
社
会
で
あ
る

江
戸
期
に
お
い
て
は
、「
視
線
が
景
観
を
工
学
的
に
計
測
す
る
か
、
風
景
に
没
入
し

て
恍
惚
自
恣
た
る
か
」
は
「
士
庶
の
分
」
と
い
う
社
会
的
文
節
化
に
基
づ
い
て
い

 

た）
11
（

。
　

明
治
期
に
お
い
て
、「
景
仰
と
追
随
の
対
象
た
る
文
明
が
漢
土
の
そ
れ
か
ら
欧
米

の
近
代
文
明
に
交
替
し
た
」
の
で
あ
り
、「
異
域
へ
出
か
け
て
じ
か
に
確
認
で
き
る

だ
け
に
、
熾
烈
」
に
な
り
、
さ
ら
に
政
府
に
よ
る
富
国
強
兵
と
い
う
国
家
目
的
が
拍

車
を
加
え
続
け
た）

11
（

。
ま
た
、
白
馬
会
結
成
の
前
年
に
当
た
る
一
八
九
五
年
に
、
日
清

戦
争
に
日
本
が
勝
利
し
た
こ
と
が
、
東
ア
ジ
ア
の
中
心
と
し
て
の
中
国
と
い
う
世
界

認
識
に
変
動
を
及
ぼ
し
た）

11
（

。「
農
村
」
や
「
農
民
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
の
受
容
も

ま
た
、
欧
化
と
い
う
潮
流
の
も
と
で
な
さ
れ
た
。
黒
田
に
先
立
っ
て
「
農
村
」
を
描

い
た
画
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
浅
井
忠
で
あ
る
。
工
部
美
術
学
校
で
お

雇
い
外
国
人
ア
ン
ト
ニ
オ
・
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
に
師
事
し
た
浅
井
は
、
バ
ル
ビ
ゾ
ン

派
に
影
響
を
受
け
、「
農
村
」
や
「
農
民
」
を
描
い
た）

11
（

。
浅
井
に
よ
る
油
彩
画
で
あ

る
《
農
人
》（
一
八
九
〇
年
）
を
分
析
し
た
三
輪
英
夫
は
、
外
国
人
向
け
の
横
浜
写

真
に
モ
テ
ィ
ー
フ
を
求
め
て
お
り
、「
西
洋
人
は
日
本
風
物
を
こ
の
よ
う
に
見
る
の

だ
と
い
う
、
素
朴
な
西
洋
志
向
が
根
底
に
あ
っ
た
」
と
す
る
解
釈
の
可
能
性
を
示
唆

し
て
い
る）

11
（

。

　

一
八
八
四
年
か
ら
一
八
九
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
黒
田
は
、
絵
画
修
行
を

始
め
た
頃
に
、
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
画
家
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
に
傾
倒
し

「
田
舎
屋
」（
一
八
八
八
年
）
を
描
い
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
芸
術
家
た
ち
が
集
う
コ
ロ

ニ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、
パ
リ
郊
外
の
グ
レ
ー
村
が
、
一
八
九
〇
年
か
ら
二
年

半
の
間
、
黒
田
の
制
作
の
本
拠
地
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
地
で
自
然
に
親
し
み
つ
つ
育
ん

だ
牧
歌
的
生
活
へ
の
憧
れ
が
、
晩
年
に
至
る
ま
で
黒
田
の
中
に
生
き
続
け
た
の
だ
と

山
梨
絵
美
子
は
解
釈
す
る）

11
（

。

　

黒
田
は
、
画
家
が
到
達
す
べ
き
最
終
的
目
標
と
し
て
、「
無
形
的
の
画
題
を
捉
へ

て
充
分
の
想
像
を
筆
端
に
走
ら
す）

11
（

」
絵
画
に
置
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
主
題
と
し
て

は
歴
史
、
神
話
、
宗
教
、
も
し
く
は
思
想
、
哲
学
な
ど
の
抽
象
的
な
概
念
を
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
、
群
像
に
よ
っ
て
構
成
し
た
大
画
面
の
構
想
画
（com

position

）
と
よ
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ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た）

1（
（

。

　

風
景
を
描
く
に
際
し
て
も
、
黒
田
は
抽
象
的
な
概
念
を
込
め
て
お
り
、
西
洋
文
学

や
神
話
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
シ
エ
ニ
エ
や
ウ

エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
通
し
て
、
黒
田
は
田
園
を
理
想
郷
と
捉
え
る
こ
と
を
学
ん
だ
と
、

山
梨
は
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　
《
木
か
げ
》
に
描
か
れ
た
白
百
合
に
つ
い
て
も
、
山
梨
は
、
黒
田
が
愛
読
し
た
ラ

マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
の
小
説
『
グ
ラ
ジ
エ
ラ
』
を
念
頭
に
、
描
か
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い

る）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
で
、
白
百
合
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
面
影
を
比
喩
し
、「
純
粋
で

素
朴
な
、
理
想
化
さ
れ
た
女
性
像
」
を
象
徴
す
る
と
、
解
釈
し
て
い
る）

11
（

。

　

黒
田
は
「
仏
国
四
季
の
追
懐
」
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

絵
を
描
い
て
非
常
に
愉
快
に
感
じ
る
の
は
牧
場
で
あ
る
。
牧
場
の
興
味
と
云

ふ
も
の
は
、
矢
張
詩
に
よ
つ
て
感
ず
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
実
際
牧
場
と

云
ふ
も
の
は
、
先
づ
不
潔
な
気
持
の
も
の
で
あ
る
、
動
物
が
居
つ
て
、
百
姓
な

ど
で
も
汚
い
服
装
で
余
り
良
い
も
の
で
は
な
い
、
昔
か
ら
希
臘
か
ら
随
つ
て
基

督
文
学
の
影
響
を
受
け
た
文
学
に
は
、
皆
此
牧
童
又
は
牧
場
と
云
ふ
も
の
に
就

て
の
詩
が
沢
山
あ
つ
て
、
実
に
自
ら
神
代
と
で
も
云
は
う
か
、
極
原
始
的
の
、

さ
う
し
て
何
と
も
云
は
れ
ぬ
淡
泊
な
感
覚
の
時
代
に
立
帰
る
と
云
ふ
や
う
な
気

持
が
、
此
牧
場
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

（
傍
線
引
用
者
）

　

黒
田
は
、「
実
際
牧
場
」
は
「
不
潔
」
だ
と
捉
え
て
お
り
、「
動
物
が
居
つ
て
、
百

姓
な
ど
で
も
汚
い
服
装
で
余
り
良
い
も
の
で
は
な
い
」
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
絵
を
描
い
て
い
て
「
非
常
に
愉
快
に
感
じ
る
」
の
は
「
詩
に

よ
つ
て
感
ず
る
」
も
の
に
基
づ
く
の
だ
と
述
べ
る
。
現
実
に
は
目
に
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
「
神
代
」
の
風
景
を
、
牧
場
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
文
学
か
ら
の

引
喩
に
基
づ
い
て
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

た
だ
し
、
明
治
三
十
年
代
の
黒
田
の
制
作
意
図
は
、
西
洋
か
ら
学
ん
だ
象
徴
主

義
だ
け
で
な
く
、
一
方
で
日
本
的
な
表
現
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
従
来
、
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

11
（

。
黒
田
や
そ
の
僚
友
久
米
桂
一

郎
は
、
和
歌
や
山
水
的
詩
情
に
依
拠
し
、
絵
画
制
作
を
行
っ
た
と
す
る
解
釈
も
な
さ

れ
て
い
る
。
雪
、
雨
、
海
、
月
、
菊
、
躑
躅
、
梅
、
牡
丹
、
桜
、
芙
蓉
、
紅
葉
な
ど

黒
田
が
風
景
画
に
描
い
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
古
今
和
歌
集
に
代
表
さ
れ
る
和
歌
に
基

づ
い
た
も
の
と
、
崔
裕
景
は
分
析
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
松
本
誠
一
は
、
久
米
に
よ
る

《
秋
景
》（
一
八
九
五
年
）
は
、
中
天
の
月
と
帰
る
鴉
や
雁
と
い
っ
た
伝
統
的
な
図
様

か
ら
成
る
「
山
水
的
詩
情
」
を
た
た
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、
平
安
時
代
に
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
美
的

図
式
」
は
、「
当
初
は
エ
リ
ー
ト
層
に
限
ら
れ
た
異
文
化
受
容
」
で
あ
り
、
日
本
の

「
よ
り
前
の
時
代
の
詩
歌
に
読
み
取
れ
る
自
然
感
情
」
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、「
生

き
延
び
」「
発
展
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

明
治
期
に
お
い
て
、
黒
田
や
久
米
が
、
西
洋
か
ら
学
ん
だ
「
風
景
」
を
描
く
に
際

し
て
、
和
歌
や
「
山
水
的
詩
情
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
定
着
を
は
か
っ
た
と
し

て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、《
木
か
げ
》
に
、
抽
象
的
な
概
念
が
込
め
ら
れ
い
る
と
研
究
者
は

見
な
し
、
黒
田
の
意
図
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
て
き
た
。

　

し
か
し
、
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
新
聞
批
評
は
、「
何
の
意
味
も

な
い
画
」
と
《
木
か
げ
》
を
捉
え
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
評
者
が
注
目
し
た
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
、
描
か
れ
た
人
物
の
体
型
や
振
る
舞
い
、
服
装
、
付
随
す
る
小
道
具
の
描

か
れ
方
、
あ
る
い
は
太
陽
の
光
の
表
現
等
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
末
期
の
展
覧
会

解
説
が
、
発
表
当
時
に
「
大
作
に
は
な
い
親
密
な
情
感
に
評
者
の
共
感
を
よ
ん
で
い

た
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
先
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る）

1（
（

。
農
民
を
見
て
抱
く

「
親
密
な
情
感
」
と
「
共
感
」
が
、
現
代
の
解
説
者
に
と
っ
て
は
既
に
自
然
化
し
た

感
情
で
あ
り
、
明
治
期
に
お
い
て
農
民
を
「
美
的
」
と
捉
え
る
理
念
が
必
ず
し
も
共

有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
思
い
が
及
ば
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

４
．「
農
民
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
へ
の
反
響

　
《
木
か
げ
》
だ
け
で
な
く
、
白
馬
会
第
三
回
展
に
展
示
さ
れ
た
、「
農
民
」
と
い
う

モ
テ
ィ
ー
フ
に
対
す
る
評
価
は
、
何
が
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
か
不
可
解
に
思
え
る

程
、
一
定
の
傾
向
を
見
出
し
難
い
。
以
下
で
、「
農
民
」
が
点
景
と
し
て
で
は
な
く
、

画
面
の
主
た
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
作
品
に
関
す
る
評
を
、
複
数
、
例
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
に
し
た
い
。
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『
結
成
一
〇　

〇
年
記
念　

白

馬
会
』
展
の
図

録
は
、
農
夫
が

夕
暮
れ
家
路
に

つ
く
と
い
う

モ
テ
ィ
ー
フ

を
、
明
治
三
十

年
代
の
「
田
園

風
俗
画
」
の
典
型
と
解
説
し
て
い
る）

11
（

。
そ
し
て
、
小
林
萬
吾
に
よ
る
《
農
夫
晩
帰
》

（
一
八
九
八
年
）［
図
２
］
は
、
発
表
当
時
、
優
作
と
し
て
お
お
む
ね
好
評
で
あ
っ
た

と
し
て
お
り
、
そ
の
証
左
と
し
て
『
東
京
日
日
新
聞
』（
一
八
九
八
年
十
一
月
一
七

日
）
に
掲
載
さ
れ
た
亜
丁
生
に
よ
る
「
白
馬
会
評
（
承
前
）」
が
「
農
夫
の
形
、
馬

の
形
と
共
に
宜
し
く
馬
の
鼻
端
な
ど
殊
に
巧
な
れ
ど
其
後
足
に
少
し
く
申
分
あ
る
を

微
瑕
と
す
遠
景
の
一
本
木
は
悄
々
重
き
に
過
ぎ
た
る
も
概
し
て
出
色
の
作
た
る
を
失

は
ず
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
や
、『
日
本
』（
一
八
九
八
年
十
一
月
一
七
日
）
掲
載
の

銀
杏
先
生
と
△
△
坊
に
よ
る
「
全
体
の
配
置
も
無
難
で
。
遠
景
や
空
の
雲
の
工
合
も

あ
ま
り
コ
セ
付
か
ず
に
。
夕
暮
の
感
じ
が
能
く
現
は
れ
て
居
る
。
主
眼
の
人
物
の
骨

格
な
ど
も
ま
づ
ま
づ
無
事
だ
。
然
し
色
が
あ
ま
り
黒
過
る
」
と
す
る
評
を
挙
げ
る）

11
（

。

　

し
か
し
『
日
本
』
の
展
覧
会
評
を
、
こ
の
抜
粋
部
分
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
見

渡
し
て
み
る
な
ら
ば
、
好
評
と
は
一
概
に
は
言
い
難
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

　

全
体
の
配
置
も
無
難
で
。
遠
景
や
空
の
雲
の
工
合
も
あ
ま
り
コ
セ
付
か
ず

に
。
夕
暮
の
感
じ
が
能
く
現
は
れ
て
居
る
。
主
眼
の
人
物
の
骨
格
な
ど
も
ま
づ

ま
づ
無
事
だ
。
然
し
色
が
あ
ま
り
黒
過
る
。
大
体
の
感
じ
か
ら
云
へ
ば
。
農
夫

が
つ
か
れ
て
荷
を
馬
に
つ
け
て
帰
る
所
が
欲
し
い
の
だ
が
。
こ
れ
は
泥
棒
が
馬

を
盗
ん
で
帰
る
や
う
だ
抔
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
馬
の
荷
を
つ
け
て

居
ら
な
い
の
も
此
題
に
は
少
し
面
白
く
な
い
や
う
だ
。
農
夫
の
顔
つ
き
も
一
く

せ
あ
り
そ
う
で
物
騒
だ）

11
（

。（
傍
線
引
用
者
）

　
「
全
体
の
配
置
」
を
「
無
難
」、「
人
物
の
骨
格
」
を
「
ま
づ
ま
づ
無
事
」
と
一
応

の
肯
定
を
示
し
、
し
か
し
、「
色
」
が
「
黒
過
」
る
こ
と
を
欠
点
と
し
て
指
摘
し
、

さ
ら
に
描
か
れ
た
農
夫
を
、「
泥
棒
」
に
見
え
る
ほ
ど
「
顔
つ
き
」
が
「
物
騒
」
だ

と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
農
夫
が
「
休
息
」
す
る
様
を
描
い
た
白
滝
幾
之
助
に
よ
る
「
休
息
」
を
、

『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、「
農
夫
帰
樵
の
姿
と
せ
ば
モ
デ
ル
の
選
択
を
誤
り
し
の
嫌
あ

り
何
と
な
れ
ば
此
の
人
物
に
て
は
零
落
せ
る
旗
本
と
見
ら
れ
得
べ
け
れ
ば
也
」
と

し
て
、「
農
夫
」
に
見
え
ず
「
モ
デ
ル
の
選
択
を
誤
」
っ
て
い
る
と
、
苦
言
を
呈
す）

11
（

。

ま
た
、『
日
本
』
は
、「
こ
ん
な
や
さ
し
い
手
足
の
樵
夫
や
百
姓
は
な
い
だ
ろ
う
ヨ
」

と
評
す）

11
（

。
ま
た
、「
樵
夫
」
に
見
え
な
い
と
し
て
、「
白
瀧
幾
之
助
の
路
傍
休
憩
の
樵

夫
ハ
、
九
度
山
に
閑
居
し
て
本
名
を
真
田
幸
村
と
ハ
名
乗
ら
ず
や
、
気
高
う
且
優
し

く
し
て
、
俳
優
の
斯
く
扮
し
た
る
か
に
惑
は
し
む）

11
（

」（
傍
線
引
用
者
）
と
記
し
た
の

は
『
萬
朝
報
』
で
あ
る
。
描
か
れ
た
農
夫
に
、
和
歌
山
県
の
九
度
山
で
隠
遁
し
て
い

た
時
期
の
真
田
幸
村
を
、
重
ね
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
５
．
表
象
と
し
て
の
「
農
民
の
少
女
」　

　

こ
の
よ
う
に
、
描
か
れ
た
「
農
民
」
の
評
価
は
定
ま
ら
な
か
っ
た
。「
農
村
」
や

「
農
民
」
を
理
想
化
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
西
洋
文
化
に
基
づ
く
理
念
を
、
新
聞
批

評
の
執
筆
者
は
、
必
ず
し
も
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
絵
画
に
描
か
れ
た
人
物
の
体
型
や
振
る
舞
い
、
服
装
、
付
随
す
る
小

道
具
の
描
か
れ
方
等
が
、
明
治
期
の
日
本
の
農
夫
と
一
致
し
て
い
る
か
否
か
が
、
争

点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
同
じ
作
品
を
見
て
も
、
評
者
は
各
々
、
肯
定

か
ら
否
定
ま
で
、
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

な
お
、
白
馬
会
の
画
家
和
田
英
作
は
《
木
か
げ
》
の
「
少
女
」
の
モ
デ
ル
は
、
逗

子
の
「
柳
屋
の
つ
う
ち
ゃ
ん
」
だ
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
旅
館
を
営
ん
で
い
た

柳
屋
の
娘
、「
つ
る
」
だ
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
つ
る
の
父
、
石
渡
嘉
兵
衛
は
柳
屋
の
六
代

目
の
主
人
で
あ
り
、
田
越
村
の
村
会
議
員
を
も
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
モ
デ

ル
の
出
自
は
「
百
姓
の
女
」
で
は
な
い）

1（
（

。

　

一
八
九
〇
年
代
は
、
定
額
地
租
の
金
納
化
と
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
米
価
の
下
落
に

よ
っ
て
、
農
家
経
済
は
打
撃
を
受
け
て
い
た
時
期
で
あ
る）

11
（

。
当
時
の
農
村
の
経
済

図２小林萬吾《農夫晩帰》
1899年

東京芸術大学大学美術館
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状
況
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、《
木
か
げ
》
を
「
何
の
意
味
も
な
い
」

と
評
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
近
代
日
本
の
子
ど
も
の
容
姿
は
、「
経
済
的
に
貧
し
い
階
層
」
の

者
と
、「
経
済
的
に
豊
か
な
階
層
」
の
者
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
上

笙
一
郎
は
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
具
体
的
な
例
を
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
旅
行

者
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
に
よ
る
『
日
本
奥
地
紀
行
』（
一
八
八
五
年
）
か

ら
、
抜
粋
す
る
こ
と
で
上
は
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
し
い
農
村
の
子

ど
も
た
ち
は
「
汚
く
」「
ひ
ど
い
皮
膚
病
」
に
か
か
っ
て
お
り
、
経
済
的
に

豊
か
な
「
会
津
の
赤
湯
の
宿
屋
（
中
略
）
の
子
ど
も
た
ち
」
は
、「
背
が
高

く
、
き
れ
い
」
だ
と
イ
ザ
ベ
ラ
が
記
し
て
い
る
こ
と
を
解
釈
の
根
拠
と
し
て
い

 

る）
11
（

。「
清
潔
で
美
し
い
姿
で
存
在
」
で
き
た
の
は
、
経
済
的
に
豊
か
な
階
層
に
限
ら

（
一
九
〇
〇
年
）［
図
３
］、
近
藤
浩
《
草
刈
乙
女
》（
一
九
〇
七
年
）
等
、
複
数
展
示

さ
れ
、
ま
た
、
黒
田
は
《
赤
小
豆
の
簸
分
》（
一
九
一
八
年
）［
図
４
］
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
晩
年
に
お
い
て
も
、「
農
民
の
少
女
」
を
描
い
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
社
会
状
況
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
、《
木

か
げ
》
に
対
し
て
評
者
が
表
明
し
た
違
和
感
の
根
本
的
な
要
因
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
南
画
あ
る
い
は
文
人
画
と
呼
ば
れ
る
画
法
も
、
漢
詩
の
中
の

景
観
を
、
日
本
に
引
喩
し
表
現
し
た
の
だ
か
ら
、
問
題
は
描
き
手
と
受
容
者
が
、
定

型
的
な
美
術
の
享
受
の
作
法
を
共
有
し
て
い
る
か
、
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　
《
木
か
げ
》
の
「
少
女
」
像
を
軸
と
す
る
こ
と
で
、
視
覚
の
近
代
化
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
一
考
を
期
す
る
こ
と
、
加
え
て
白
馬
会
に
お
け
る
「
農
民
」
と
い
う
モ

テ
ィ
ー
フ
に
対
す
る
社
会
的
評
価
を
分
析
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
本
論
の
冒

頭
に
掲
げ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、《
木
か
げ
》
や
同
時
期
の
白
馬
会
出
品
作
を
も
っ
て

示
す
こ
と
が
で
き
る
解
釈
は
限
定
的
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
世
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
、
描
か
れ
る
こ
と

が
少
な
か
っ
た
「
農
民
」
を
、
西
洋
美
術
を
学
ん
だ
洋
画
家
た
ち
は
表
現
し
始
め

た
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
治
政
府
は
、
西
欧
列
強
と
対
等
に
国
交
す
る
こ
と
を
望

み
、
近
代
国
家
の
設
立
に
努
力
す
る
。
こ
の
た
め
、
西
洋
の
学
術
や
技
術
を
積
極
的

に
研
究
し
た
の
で
あ
り
、
芸
術
も
ま
た
そ
の
中
の
一
つ
だ
っ
た
。
か
つ
て
中
国
か
ら

学
び
山
水
画
を
描
い
た
よ
う
に
、
今
度
は
西
洋
か
ら
、
農
村
を
理
想
郷
と
し
、「
農

民
」
を
「
美
的
」
と
捉
え
る
理
念
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。「
士
庶
」
と
い
う
序
列
に

基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
美
的
価
値
に
、
変
動
を
与
え
た
の
は
、
西
洋
と
い
う
対
外
的

な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
画
題
に
対
す
る
、
受
容
者
の
反

応
は
様
々
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
画
家
と
新
聞
記
事
の
書
き
手
の
間
で
、「
農
民
」
の

眼
差
し
方
を
、
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
農
民
自
身
に
代
わ
っ
て
、「
農
民
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
し
た
の
は
、
洋
画
家

で
あ
り
、
西
洋
の
学
芸
に
知
的
基
盤
を
持
つ
者
た
ち
だ
っ
た）

11
（

。

　

以
上
が
課
題
に
対
す
る
解
釈
の
要
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
近
代
化
が
も

た
ら
し
た
「
新
し
い
女
性
表
象
」
と
い
う
視
点
で
、「
農
民
の
少
女
」
を
捉
え
る
こ

図３　湯浅一郎《村娘》
1900年

笠間日動美術館　　

図４　黒田清輝《赤小豆の簸分》
1918年

ポーラ美術館

れ
、
こ
の
格
差
が

な
く
な
る
の
は
、

高
度
資
本
主
義
的

繁
栄
を
迎
え
て
以

降
の
こ
と
だ
と
上

は
指
摘
す
る）

11
（

。

　

し
か
し
、
農

村
の
経
済
状
況

と
《
木
か
げ
》
の

「
少
女
」
が
か
け

離
れ
て
い
る
こ
と

が
、
不
評
を
招
こ

う
と
も
、《
木
か

げ
》
だ
け
で
な

く
、
白
馬
会
展

に
は
、「
農
民
の

少
女
」
を
描
い

た
作
品
が
、
湯

浅
一
郎
《
村
娘）

11
（

》
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と
も
で
き
よ
う
。
美
術
は
、
社
会
や
世
界
の
「
表
象
」、
す
な
わ
ち
現
実
で
は
な
く
、

想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
新
し
い
女
性
表
象
」
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
脚
光
を
浴
び
て
き
た
の
は
、「
女
学
生
」
や
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
農
民
の
少
女
」
も
ま
た
、
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、「
新

し
い
女
性
表
象
」
と
し
て
、
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

（
凡
例
）

　
　

引
用
に
際
し
て
、
旧
字
体
の
漢
字
、
変
体
仮
名
及
び
異
体
字
等
は
、
原
則
と
し
て
新
字

体
・
常
用
字
体
に
改
め
た
。
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
は
、
原
文
表
記
を
基
本
と
し
た
。
振
り

仮
名
、
強
調
記
号
に
つ
い
て
は
原
文
に
従
わ
ず
、
省
略
し
た
。
年
号
は
西
暦
で
表
記
し
、
適

宜
元
号
を
併
記
し
た
。

（
注
）

（
１
）　

本
論
に
お
け
る
白
馬
会
展
に
関
す
る
新
聞
記
事
の
引
用
は
、
植
野
健
造
氏
作
成
白
馬
会

関
係
新
聞
記
事
一
覧
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
：
東
京
文
化
財
研
究
所
）
に
よ
る
（http://

w
w

w
.tobunken.go.jp/m

aterials/hakuba　

二
〇
一
六
年
八
月
二
日
最
終
閲
覧
）。

（
２
）　

大
室
幹
雄
『
月
瀬
幻
影 

― 

近
代
日
本
風
景
批
評
史
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
、

七
二

－

七
三
頁
。

（
３
）　

大
室
幹
雄
『
志
賀
重
昴
「
日
本
風
景
論
」
精
読
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
八
八

頁
。

（
４
）　

美
術
は
、
社
会
や
世
界
の
「
表
象
」、
す
な
わ
ち
現
実
で
は
な
く
、
想
像
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
歴
史
家
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
は
、
文
学
や
美
術
を
「
社
会
的

表
象
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
想
像
力
」
に
つ
い
て
の
証
言
と
見
て
い
る
。
こ
の
「
社
会
的

表
象
」
と
い
う
概
念
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
集
合

表
象 

― 

社
会
に
お
け
る
絆
を
維
持
す
る
た
め
の
概
念
、
諸
処
の
結
び
つ
き
を
保
証
す
る

た
め
の
も
の 

― 

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
（
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
『
時
間
・
欲
望
・
恐

怖 

― 

歴
史
学
と
感
覚
の
人
類
学
』
小
倉
孝
誠
、
野
村
正
人
、
小
倉
和
子
訳
、
一
九
九
三

年
、 

藤
原
書
店
、
三
三
三

－

三
三
四
頁
。（ Corbin, A

lain, Le tem
ps, le désir et 

l'horreur: essais sur le dix-neuvièm
e siècle, 1991, Paris:A

ubier. 

））
コ
ル
バ
ン

は
、
表
象
シ
ス
テ
ム
は
評
価
シ
ス
テ
ム
を
秩
序
立
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
や
社
会
や

自
己
に
対
す
る
観
察
の
仕
方
ま
で
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
情
生
活
の
記
述
は
こ
れ

に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
慣
習
行
動
を
規
定
す
る
と
述
べ
る
（
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー

ヴ
ル
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
、
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
、
小
倉
孝
誠 

編
、
大
久
保
康

明
他 

訳
『
感
性
の
歴
史
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
三
一
頁
）。

（
５
）　

パ
リ
万
国
博
覧
会
で
の
黒
田
の
出
品
作
は
、《
湖
畔
》《
智
・
感
・
情
》《
秋
郊
》《
物
寂

し
》《
木
か
げ
》
の
五
点
で
あ
る
（
塩
谷
純
、
田
所
泰
編
「
黒
田
清
輝
年
譜
」
東
京
国
立

博
物
館
他
編
『
黒
田
清
輝 

― 

生
誕
一
五
〇
年　

日
本
近
代
絵
画
の
巨
匠
』
美
術
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
所
収
、
二
九
六
頁
）。
な
お
、《
物
寂
し
》
に
つ
い
て
は
、《
寂
寥
》
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
（
山
梨
絵
美
子
「
黒
田
清
輝
の
画
業
と
遺
産

（
レ
ガ
シ
ー
）」
同
前
所
収
、
三
四
頁
）、「
黒
田
清
輝
年
譜
」
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
６
）　

所
在
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
か
、
研
究
の
対
象
と
し
て
、
長
い
間
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
研
究
に
不
可
欠
な
基
本
デ
ー
タ
（
制
作
年
、
サ
イ
ズ
、
来
歴
、
モ
デ
ル
な

ど
）
を
示
し
た
の
は
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
編
に
よ
る
『
写
実
の
系
譜　

Ⅲ　

明
治
中

期
の
洋
画
』（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
八
八
年
、
七
五
頁
）
の
田
中
淳
の
作
品
解

説
、
ま
た
石
橋
財
団
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
、 

京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
石
橋
財
団
石
橋

美
術
館
編
に
よ
る
『
結
成
一
〇
〇
年
記
念　

白
馬
会 

― 

明
治
洋
画
の
新
風
』（
日
本
経

済
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
三
七
頁
）
の
貝
塚
健
の
作
品
解
説
で
あ
る
。
論
文
や
著
書

と
し
て
は
、
山
梨
絵
美
子
「
黒
田
清
輝
と
白
百
合
の
モ
チ
ー
フ
」『
視
る
』（
二
五
九
号
、

一
九
八
九
年
一
月
）、
渡
部
周
子
「
白
馬
会
に
お
け
る
花
と
女
性
の
表
象
」（『〈
少
女
〉
像

の
誕
生 

― 

近
代
日
本
に
お
け
る
「
少
女
」
規
範
の
形
成
』
新
泉
社
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）　

無
署
名
「
幻
の
「
木
か
げ
」
九
十
年
ぶ
り
帰
国
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
六
月
十
三

日
、
二
五
頁
。

（
８
）　

山
本
武
利
『
新
聞
記
者
の
誕
生
』
新
曜
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
六
八
頁
。

（
９
）　

坪
井
り
ん
「
日
本
近
代
「
美
術
」
の
成
立
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
一
二
六
頁
。
な
お
、
新
聞
に
掲

載
さ
れ
た
展
評
の
多
く
は
「
素
人
批
評
」
で
あ
り
、「
素
人
で
あ
る
新
聞
記
者
が
積
極
的

に
「
美
術
」
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
新
聞
記
者
を
「
美
術
の
一
「
享
受
者
」」

と
坪
井
は
位
置
づ
け
て
い
る
（
同
前
、
一
一
七
頁
）。 

（
10
）　

同
前
、
一
二
六
頁
。

（
11
）　

坪
井
り
ん
『
明
治
期
に
お
け
る
日
本
近
代
「
美
術
」
概
念
の
成
立
と
そ
の
受
容
』
東
京

大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
九
年
、
九
四

－

九
七
頁
。

（
12
）　

坪
井
前
掲
論
文
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
一
一
八
頁
。

（
13
）　

同
前
。

（
14
）　

同
前
。

（
15
）　

湖
人
「
白
馬
会
展
覧
会
を
観
る
（
二
）」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
十
月
十
二

日
、
三
頁
。

（
16
）　

な
お
、《
木
か
げ
》
に
描
か
れ
た
「
光
線
」
の
表
現
に
、
複
数
紙
が
注
目
し
て
い
る
。

「
草
の
上
に
強
き
日
光
の
き
れ
た
る
具
合
は
中
々
い
ゝ
」（
渦
外
山
人
「
白
馬
会
画
評
の
殿

り
（
五
）」『
毎
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
十
二
月
四
日
、
一
頁
）、「
木
蔭
を
漏
る
ゝ
日
光
が

大
木
の
幹
や
女
の
着
物
に
写
り
て
金
紙
を
ベ
タ
貼
り
し
た
る
が
如
く
に
見
ゆ
る
杯
ハ
不
感

服
の
手
際
な
り
」（
愛
畫
素
人
投
「
白
馬
会
の
油
絵
を
見
る
」『
都
新
聞
』
一
八
九
八
年
十
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月
十
三
日
、
一
頁
）、「
木
の
間
か
ら
落
射
し
た
光
線
は
ウ
ヰ
ツ
マ
ン
の
光
線
に
は
及
ば
ん

や
う
だ
」（
銀
杏
先
生
、
△
△
坊
「
白
馬
会
合
評
（
承
前
）」『
日
本
』
一
八
九
八
年
十
一
月

十
七
日
、
三
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
賞
賛
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
否
定
す
る
も
の
も
あ
り
、

評
者
に
よ
っ
て
見
解
は
様
々
で
あ
っ
た
。

（
17
）　

田
中
前
掲
文
。

（
18
）　

渦
外
山
人
前
掲
文
。

（
19
）　

谷
津
澪
太
、
長
野
脱
天
「
白
馬
会
画
評
（
五
）」『
時
事
新
報
』
一
八
九
八
年
一
〇
月
二
三

日
、
七
頁
。

（
20
）　

大
室
前
掲
書
、
二
〇
〇
二
年
、
七
二

－

七
三
頁
。
た
だ
し
、
江
戸
期
に
お
い
て
、
自
己
の

外
側
の
世
界
を
客
観
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
見
ら
れ
、
松
尾
芭
蕉
に
先
導
さ
れ
た

俳
諧
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
小
林
忠
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
芭
蕉
の
門
下
其

角
や
嵐
雪
と
親
し
ん
だ
画
家
英
一
蝶
は
、「
江
戸
の
市
井
の
生
活
を
あ
る
が
ま
ま
に
活
写
す

る
風
流
画
家
と
し
て
異
彩
を
放
っ
た
」
と
述
べ
る
（
小
林
忠
「
江
戸
か
ら
見
た
絵
画
の
明
治

維
新 

― 

日
本
画
近
代
化
の
曲
折
」
高
階
秀
爾
他
編
『
日
本
美
術
全
集　

第
二
十
一
巻　

近

代
の
美
術
Ⅰ
』
講
談
社
、
一
九
九
一
年
所
収
、
一
五
六
頁
）。

（
21
）　

大
室
前
掲
書
、
二
〇
〇
三
年
、
二
八
八
頁
。 

（
22
）　

大
室
前
掲
書
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
一
頁
。

（
23
）　

同
前
、
二
三
九
頁
。

（
24
）　

世
界
観
の
基
点
と
し
て
中
国
を
主
、
日
本
を
従
、
西
洋
を
プ
ラ
ス
α
と
す
る
力
学
構
図

が
、
西
欧
列
強
の
進
出
に
よ
り
、
西
洋
を
主
、
日
本
を
従
と
す
る
関
係
軸
に
転
換
が
は
か
ら

れ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
中
国
が
東
ア
ジ
ア
の
中
心
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
ま
た
日
清
戦
争
の
勝
利
こ
そ
が
、「
東
洋
の
盟
主
」
と
し
て
の
日
本
と
い
う
意
識
を
急

速
に
浮
上
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
（
佐
藤
道
信
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術 

― 

美
の
政
治
学
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
一
四
六

－

一
四
七
頁
）。

（
25
）　

島
田
康
寛
「
浅
井
忠
と
京
都
洋
画
壇
」『
日
本
の
美
術
』
三
五
三
号
、
一
九
九
五
年
十
月
、

三
〇

－

三
一
頁
。

（
26
）　

三
輪
英
夫
「
洋
風
表
現
の
写
実
と
そ
の
変
容
」
高
階
秀
爾
他
編
前
掲
書
所
収
、
一
六
六

頁
。

（
27
）　

山
梨
絵
美
子
「
図
版
解
説　

黒
田
清
輝
筆　

其
日
の
は
て
下
絵
（
一
）（
二
）」『
美
術
研

究
』
三
五
三
号
、
一
九
九
二
年
三
月
、
三
六
頁
。

（
28
）　

荒
屋
鋪
透
『
グ
レ
ー=

シ
ュ
ル=

ロ
ワ
ン
に
架
か
る
橋 

― 

黒
田
清
輝
・
浅
井
忠
と
フ
ラ

ン
ス
芸
術
家
村
』
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
、 

二
〇
〇
五
年
、
八

－

九
頁
。

（
29
）　

山
梨
前
掲
論
文
、
一
九
九
二
年
三
月
、
三
六
頁
。

（
30
）　

黒
田
清
輝
「
美
術
学
校
と
西
洋
画
（
下
）」『
毎
日
新
聞
』
一
八
九
六
年
六
月
九
日
、
二
四

頁
。

（
31
）　

田
中
淳
「
黒
田
清
輝
の
生
涯
と
芸
術
」（
東
京
文
化
財
研
究
）（http://w

w
w

.
tobunken.go.jp/kuroda/gallery/japanese/life_j.htm

l　

二
〇
一
六
年
七
月
十
八
日

最
終
閲
覧
）。

（
32
）　

山
梨
絵
美
子
「
黒
田
清
輝
の
作
品
と
西
洋
文
学
」『
美
術
研
究
』
第
三
四
九
号
、

一
九
九
一
年
三
月
、
九
四

－

九
八
頁
。

（
33
）　

同
前
。

（
34
）　

山
梨
前
掲
論
文
、
一
九
八
九
年
一
月
。
ま
た
、《
木
か
げ
》
に
描
か
れ
た
赤
い
果
実
や
、

「
少
女
」
が
手
に
す
る
白
百
合
の
花
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
植
物
の
象
徴
体
系
や
、

西
洋
文
化
に
お
け
る
抽
象
的
観
念
の
擬
人
化
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
黒
田
は
こ

れ
ら
の
象
徴
を
用
い
る
こ
と
で
自
己
の
理
念
を
表
現
し
た
と
す
る
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る

（
渡
部
前
掲
書
）。

（
35
）　

山
梨
前
掲
論
文
、
一
九
八
九
年
一
月
、
三
頁
。

（
36
）　

黒
田
清
輝
「
仏
国
四
季
の
追
懐
」『
芸
術
』
第
一
巻
第
十
号
・
十
一
号
、
一
九
二
三
年

四
・
五
月
（
黒
田
清
輝
『
絵
画
の
将
来
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
一
九
八
三
年
所
収
、

二
六
〇

－

二
六
一
頁
）。

（
37
）　

田
中
淳
「
明
治
の
洋
画 

― 

黒
田
清
輝
と
白
馬
会
」『
日
本
の
美
術
』
第
三
五
一
号
、

一
九
九
五
年
八
月
、
六
五
頁
。

（
38
）　

崔
裕
景
「
黒
田
清
輝
の
画
題
と
和
歌
」『
黒
田
清
輝
と
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー 

― 

近
代
国

家
形
成
期
に
お
け
る
日
本
的
絵
画
の
創
出
』
大
阪
府
立
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
〇

年
、
一
四
三

－

一
八
八
頁
。

（
39
）　

松
本
誠
一
「
日
本
近
代
風
景
画 

― 

岡
田
三
郎
助
の
場
合
」『
美
術
史
』
一
三
二
号
、

一
九
九
二
年
四
月
、
二
五
〇
頁
。

（
40
）　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
日
本
の
風
景
・
西
欧
の
景
観 

― 

そ
し
て
造
景
の
時
代
』

篠
田
勝
英
訳
、
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
四
九

－

五
〇
頁
。

（
41
）　

田
中
前
掲
文
、
一
九
八
八
年
、
七
五
頁
。

（
42
）　

既
に
見
た
よ
う
に
発
表
当
時
の
展
覧
会
評
は
、《
木
か
げ
》
に
描
か
れ
た
人
物
像
を
、

「
村
女
」「
農
家
の
女
」「
百
姓
の
女
」「
少
女
」
等
、
様
々
に
称
し
て
い
た
。「
農
民
」
と

い
う
見
慣
れ
ぬ
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
呼
び
慣
ら
わ
す
呼
称
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
田
自
身
、《
木
か
げ
》
の
人
物
像
を
「
田
舎
娘
」
と
呼
ん
で
い
る

（
逗
子
黒
田
筆
東
京
久
米
桂
一
郎
宛
書
簡
、
一
八
九
八
年
六
月
二
四
日
、
黒
田
前
掲
書
、

二
九
二
頁
所
収
）。
な
お
、
年
少
の
男
女
全
体
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
「
少
年
」
の
な
か
か

ら
、
女
子
を
隔
離
す
る
語
と
し
て
の
「
少
女
」
が
健
在
化
す
る
の
が
一
八
九
五
年
頃
で
あ

り
、
ま
た
一
九
〇
〇
年
代
に
一
般
化
し
て
行
く
と
す
る
説
が
あ
る
（
久
米
依
子
『「
少
女

小
説
」
の
生
成 

― 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
』
青
弓
社
、
二
〇
一
三
年
、

二
五
頁
、
九
七
頁
）。
平
成
の
展
覧
会
図
録
の
解
説
は
、《
木
か
げ
》
に
描
か
れ
た
人
物
像

を
「
少
女
」
と
捉
え
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
次
の
通
り
。「
木
陰
で
薪
を
背
負
う
道
具
を

枕
代
わ
り
に
し
て
横
た
わ
り
な
が
ら
休
息
す
る
少
女
の
傍
ら
に
は
、
麦
藁
帽
子
と
黒
田
が

好
ん
だ
百
合
の
花
が
置
か
れ
て
い
る
」（ 

傍
線
引
用
者 

）（ 

貝
塚
前
掲
文 

））。
平
成
の
「
少

女
」
表
象
と
一
致
す
る
《
木
か
げ
》
の
人
物
像
は
、
近
代
化
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
存
在
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で
あ
り
、
発
表
当
時
の
呼
称
の
不
統
一
も
ま
た
、
そ
の
証
左
と
な
り
え
る
の
で
は
な
い
か
。

（
43
）　

島
田
康
寛
「
作
品
解
説
」
石
橋
財
団
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
、 

京
都
国
立
近
代
美
術
館
、

石
橋
財
団
石
橋
美
術
館
編
前
掲
書
所
収
、
四
八
頁
。

（
44
）　

同
前
。

（
45
）　

銀
杏
先
生
、
△
△
坊
前
掲
文
。

（
46
）　

亜
丁
生 「
白
馬
会
評（
承
前
）」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
十
一
月
十
七
日
、四
頁
。

（
47
）　

銀
杏
先
生
、
△
△
坊
「
白
馬
会
合
評
（
承
前
）」『
日
本
』
一
八
九
八
年
十
一
月
十
六

日
、
三
頁
。 

（
48
）　

滕
六
「
東
台
の
秋
色
（
三
）」『
萬
朝
報
』
一
八
九
八
年
一
〇
月
二
十
七
日
、
一
頁
。 

（
49
）　

久
米
桂
一
郎
他
「
黒
田
子
爵
追
懐
談
話
会
」『
国
民
美
術
』
第
一
巻
九
号
、
一
九
二
四

年
九
月
（
黒
田
前
掲
書
所
収
、
三
一
七
頁
）。

（
50
）　

木
村
彦
三
郎
『
柳
屋
の
独
歩
・
盧
花
』
石
渡
喜
市
、
一
九
六
一
年
、
五
頁
。

（
51
）　

同
前
、
十
一

－

十
二
頁
。

（
52
）　

原
直
行
「「
窮
乏
」
の
農
村
」『
香
川
大
学
経
済
学
部
研
究
年
報
』
四
六
号
、
二
〇
〇
六

年
、
一
七
六

－

一
七
七
頁
。

（
53
）　

上
笙
一
郎
「〈
洟
っ
垂
ら
し
〉
の
克
服
へ 

― 

日
常
生
活
の
近
代
化
」『
日
本
子
育
て
物

語 

― 

育
児
の
社
会
史
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
所
収
。

（
54
）　

同
前
、
二
六
五

－

二
六
七
頁
。『
日
本
奥
地
紀
行
』（
東
洋
文
庫
）
は
、
複
数
の
訳
に
よ

る
版
が
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
高
梨
健
吉
訳
に
、
上
は
依
拠
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
「
会

津
の
赤
湯
の
宿
屋
（
中
略
）
の
子
ど
も
た
ち
」（
傍
線
引
用
者
）
と
表
現
し
て
い
る
も
の

の
、
十
代
半
ば
か
ら
後
半
の
女
子
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
二
〇
一
二
年
刊
行

の
『
完
訳
日
本
奥
地
紀
行　

二
』
で
は
、
女
主
人
の
十
一
人
の
子
ど
も
の
う
ち
二
、三
人

の
娘
が
「
背
の
高
い
上
品
な
美
人
」
で
「
機
転
が
き
く
」
と
記
し
て
お
り
（
金
坂
清
則
訳

注
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
四

－

九
五
頁
）、
ま
た
同
著
の
注
は
、
娘
た
ち
の
年
齢

は
、
十
九
歳
、
十
六
歳
、
十
四
歳
、
九
歳
、
七
歳
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
同

前
、
三
一
八
頁
）。

（
55
）　

上
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。

（
56
）　
『
没
後
六
十
年　

湯
浅
一
郎
展
』
図
録
掲
載
の
《
緑
蔭
（
草
刈
女
、
休
息
）》
は
、
出
品

歴
に
白
馬
会
展
第
五
回
展
に
つ
い
て
記
載
が
な
い
も
の
の
（
群
馬
県
立
美
術
館
編
『
湯

浅
一
郎
展 

甦
る
明
治
・
大
正
の
光 

没
後
六
十
年
』
群
馬
県
立
美
術
館
、
一
九
九
一
年
、

九
四
頁
）、『
結
成
一
〇
〇
年
記
念　

白
馬
会
』
図
録
掲
載
の
《
村
娘
》
と
（
石
橋
財
団

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
、 

京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
石
橋
財
団
石
橋
美
術
館
編
前
掲
書
、

二
一
頁
、
一
八
六
頁
）、
視
認
の
限
り
特
徴
が
一
致
し
て
お
り
、
同
一
作
品
だ
と
考
え
ら

れ
る
。『
結
成
一
〇
〇
年
記
念　

白
馬
会
』
図
録
掲
載
の
《
村
娘
》
の
図
版
は
小
さ
く
不

鮮
明
で
あ
る
た
め
、
同
一
作
品
と
考
え
ら
れ
る
《
緑
蔭
（
草
刈
女
、
休
息
）》
を
『
湯
浅

一
郎
展
』
の
図
録
よ
り
、
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
57
）　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、「
風
景
の
観
念
は
社
会
に
お
け
る
支
配
的
な
趣
味
嗜
好

の
移
り
変
わ
り
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
」
お
り
、
そ
し
て
「
一
般
的
に
は
エ
リ
ー
ト
階
層

が
自
分
た
ち
の
風
景
の
概
念
を
押
し
つ
け
る
」
と
指
摘
す
る
（
ベ
ル
ク
前
掲
書
、
四
九

頁
）。
こ
れ
と
同
様
に
、「
エ
リ
ー
ト
層
の
視
線
」
が
「
田
園
風
景
の
美
と
並
ん
で
」「
農

民
性
」
を
作
り
出
す
と
も
ベ
ル
ク
は
述
べ
る
（
同
前
、
一
一
六
頁
）。

（
58
）　

こ
こ
で
、「
新
し
い
女
性
表
象
」
と
い
う
問
題
に
対
す
る
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
、
ま
た

今
後
の
研
究
対
象
と
研
究
方
法
、
問
題
設
定
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
近
代
国
家
に
お
け

る
「
少
女
」
表
象
の
形
成
を
、
医
科
学
、
教
育
論
、
少
女
雑
誌
、
文
学
、
美
術
等
、
領
域

を
渡
る
資
料
を
複
合
的
な
視
点
で
捉
え
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
考
察
し
て
き

た
。
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
課
題
は
、「
近
代
日
本
お
け
る
「
か
わ
い
い
」
の
生
成
に
関
す

る
研
究 

―
「
少
女
文
化
」
を
事
例
と
し
て
」（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
）
で
あ
り
、「
か
わ
い
い
」

の
機
能
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
い
う
視
点
か
ら
、
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
理
想
的
な
「
少
女
」
表
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、「
農
民
の

少
女
」
の
表
象
に
つ
い
て
問
う
こ
と
も
ま
た
、
問
題
を
相
対
化
す
る
視
点
の
一
つ
と
な
り

得
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
少
女
雑
誌
に
も
「
農
民
の
少
女
」
の
表
象
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
、「
少

女
」
研
究
は
、
明
治
期
の
学
校
制
度
の
確
立
に
よ
り
生
じ
た
、
就
学
期
に
あ
っ
て
、
生
殖

可
能
な
身
体
を
持
ち
つ
つ
も
結
婚
ま
で
猶
予
さ
れ
た
期
間
を
「
少
女
」
期
と
捉
え
て
き
た

た
め
、「
女
学
生
」
の
分
析
が
主
と
な
っ
て
い
る
。「
女
学
生
」
は
、
規
範
と
し
て
の
「
少

女
」
の
核
と
な
る
要
素
の
一
つ
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
表
象
と
し
て
の
「
少
女
」
は
、

貧
富
の
差
、
学
歴
の
差
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
定
義
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
拙
論
「
転

落
の
狭
間
に
置
か
れ
て 

― 

少
女
小
説
に
描
か
れ
た
二
人
の
「
少
女
」」
で
、
明
治
期
の
少

女
小
説
が
描
い
た
「
女
中
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
（
渡
部
前
掲
書
所
収
）。「
農
民
の
少
女
」
の
意
味
や
機
能
は
、「
女
中
」
と
も
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
今
後
発
展
性
の
あ
る
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

（
付
記
）

　
　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 JP15K

01938

の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
受
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平
成
二
八
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五
月
一
二
日
、
受
理 

平
成
二
八
年
六
月
二
三
日
）




