
描線について1

　

わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
描
こ
う
と
し
て
線
を
引
く
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
線
を
引
い
て
何
か
を
描
く
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
と
問
う
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
四
万
年
前
か
ら
人
や
動
物
、
樹
木
、
神
々
な
ど
つ
ね
に
何
か
を
、
そ
れ
も
時
に
は

非
常
に
巧
み
に
さ
え
描
い
て
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
愚
問
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
も
う
一
つ
の
問
を
そ
こ
に
重
ね
て

み
た
い
。
絵
は
事
・
物
の
類
像
図
形
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
象
形
文
字
の
よ
う
な
あ
る
種
の
有
縁
的
な
│
さ
ら
に
は
恣
意
的

な
│
書
記
記
号
と
は
ど
こ
ま
で
截
然
と
区
別
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
共
に
余
り
に
今
更
め
い
て
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
問
に
見
え

る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
へ
の
答
え
方
し
だ
い
で
は
、
パ
リ
に
出
て
き
た
若
き
プ
ッ
サ
ン
が
目
の
あ
た
り
に
し
た
老
天
才
画
家
の
悲
劇

を
解
き
ほ
ぐ
す
糸
口
は
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
短
編
小
説
『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』（
一
八
三
七
年
）
に
は
三
人
の
画
家
が
登
場
す
る
。
ま
だ
世
に
出
る
前
の
若
き
プ
ッ

サ
ン
、
彼
が
会
い
に
来
た
当
代
最
高
の
権
威
を
持
つ
ポ
ル
ビ
ュ
ス
、
そ
し
て
そ
の
友
人
の
無
名
の
老
画
家
。
プ
ッ
サ
ン
は
意
を
決
し
て
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文化論集第32号 2
紹
介
状
も
な
く
大
画
家
の
家
を
訪
れ
る
の
だ
が
、
折
よ
く
彼
を
尋
ね
て
き
た
老
人
の
尻
馬
に
の
っ
た
か
た
ち
で
大
画
家
の
仕
事
場
に
入

り
こ
む
。
そ
こ
で
青
年
は
こ
の
老
人
が
ポ
ル
ビ
ュ
ス
の
聖
母
マ
リ
ヤ
の
す
ば
ら
し
い
絵
を
歯
に
衣
着
せ
ず
こ
き
お
ろ
す
の
を
目
撃
し

て
、
な
ん
と
い
う
身
の
程
知
ら
ず
の
無
礼
者
か
と
憤
慨
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
老
人
が
遠
慮
も
な
く
描
き
く
わ
え
た
一
筆
で
そ
の
絵
が

見
違
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
驚
嘆
し
、
こ
の
傑
出
し
た
技
量
の
持
ち
主
こ
そ
真
の
天
才
な
の
だ
と
、
侮
り
は
深
い
尊
敬
の
念
に
変
わ

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
と
い
う
老
画
家
は
、
十
年
来
日
々
骨
身
を
削
る
よ
う
な
研
鑽
を
重
ね
て
未
だ
完
成
に
い
た
ら
な

い
あ
る
作
品
と
ひ
そ
か
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
聞
き
知
っ
た
ポ
ル
ピ
ュ
ス
と
プ
ッ
サ
ン
は
、
こ
の
老
天
才
の
長
年
の
彫
心
鏤
骨

の
絵
画
と
は
一
体
ど
ん
な
傑
作
な
の
か
と
強
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
是
非
と
も
拝
見
し
た
い
と
頼
み
込
む
が
、
完
成
ま
で
は
秘
密
だ
と

言
下
に
撥
ね
つ
け
ら
れ
る
。
三
ヶ
月
後
ポ
ル
ビ
ュ
ス
は
何
か
策
で
も
あ
る
の
か
、
再
び
訪
れ
て
説
得
す
る
が
、
や
は
り
頑
と
し
て
応
じ

な
い
。
老
人
は
、
あ
れ
は
絵
で
は
な
く
、
私
の
妻
、
そ
れ
を
人
に
見
せ
る
の
は
恐
る
べ
き
売
春
だ
、
彼
女
を
「
眼
で
汚
す
者
」
は
生
命

が
な
い
ぞ
と
ま
で
息
巻
く
。
そ
こ
で
プ
ッ
サ
ン
の
恋
人
で
あ
る
絶
世
の
美
少
女
を
モ
デ
ル
に
提
供
す
る
と
い
う
条
件
を
出
し
、
プ
ッ
サ

ン
が
無
理
や
り
連
れ
て
き
た
少
女
を
引
会
わ
せ
る
と
、
さ
す
が
の
老
人
も
折
れ
て
出
る
。
老
人
は
か
ね
が
ね
モ
デ
ル
と
し
て
「
完
璧
な

（
…
）
天
上
的
な
」
美
女
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
お
り
、
も
し
そ
ん
な
「
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
女
」
が
い
た
ら
「
全
財
産
を
投
げ
う
と
う
、

地
獄
の
底
ま
で
降
り
て
行
こ
う
」
と
二
人
の
前
で
述
べ
て
い
た
の
だ
。
少
女
は
文
句
な
く
老
画
家
の
眼
鏡
に
叶
っ
た
。
二
人
は
す
ぐ
画

室
へ
と
通
さ
れ
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
予
想
に
違
わ
ぬ
す
ば
ら
し
い
美
女
図
が
架
か
っ
て
い
て
二
人
は
た
ち
ま
ち
魅
入
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
は
問
題
の
作
品
で
は
な
か
っ
た
。
老
人
は
こ
れ
は
唯
の
習
作
と
が
ら
く
た
同
然
に
片
づ
け
て
、
見
惚
れ
て
い
た
二
人
を
落
胆

さ
せ
る
。
だ
が
こ
れ
が
一
見
の
値
打
ち
も
な
い
な
ら
十
年
来
の
労
作
と
は
ど
ん
な
出
来
栄
え
な
の
か
、
と
期
待
は
い
や
が
上
に
も
高
ま

る
が
、
そ
れ
だ
け
に
失
望
は
深
か
っ
た
。
亢
奮
し
髪
ふ
り
乱
し
た
老
画
家
が
「
ま
さ
か
こ
れ
ほ
ど
完
璧
な
絵
と
は
思
っ
て
お
る
ま
い
」

と
誇
ら
し
げ
に
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
払
っ
て
究
極
の
裸
婦
像
と
称
す
る
も
の
を
差
し
だ
す
と
、
二
人
は
愕
然
と
す
る
。
当
惑
し
て
顔
見
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合
わ
せ
て
、「
何
か
が
見
え
ま
す
か
？
」「
何
も
（Rien

）。
あ
な
た
は
！
」「
何
も
」。
ど
う
見
て
も
そ
こ
に
は
「
何
も
」
描
か
れ
て
い

な
い
。「
無
闇
に
重
ね
ら
れ
た
色
彩
と
そ
れ
を
蓋
う
奇
妙
な
無
数
の
線

(1)

」
し
か
見
当
た
ら
な
い
の
だ
。
深
奥
を
極
め
た
自
分
の
才
能
に

微
塵
の
疑
い
も
持
た
な
い
老
人
は
、
相
手
の
困
惑
に
一
向
に
気
付
か
ず
、「
翻
訳
し
が
た
い
自
然
」
の
「
姿
と
丸
み
」
を
表
現
す
る
の
に
、

い
か
に
「
途
方
も
な
い
労
苦
」
を
払
っ
た
か
と
、
な
お
と
く
と
く
と
創
作
の
苦
心
談
を
披
露
す
る
の
だ
が
、
呆
れ
は
て
た
プ
ッ
サ
ン
は

つ
い
に
そ
こ
に
は
ど
ん
な
姿
か
た
ち
も
描
か
れ
て
い
な
い
と
口
に
出
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ぞ
未
完
な
が
ら
世
の
最
高
傑
作
と
自
負
す
る

老
人
は
青
年
を
罵
倒
し
た
後
、
君
ま
で
わ
し
を
嘲
笑
う
ん
じ
ゃ
あ
る
ま
い
ね
、
友
達
だ
ろ
う
と
、
ポ
ル
ビ
ュ
ス
の
意
見
を
求
め
る
の
だ

が
、
相
手
を
傷
つ
け
ま
い
と
意
見
を
控
え
て
い
た
彼
も
、
耐
り
か
ね
て
キ
ャ
ン
バ
ス
を
指
し
「
よ
く
御
覧
な
さ
い
」
と
重
い
一
言
を
吐

く
。
老
人
は
改
め
て
見
直
し
、
自
分
が
何
を
し
た
の
か
に
よ
う
や
く
気
が
つ
く
。「
何
も
な
い
、
何
も
！　

十
年
の
労
作
が
」
と
へ
た

り
こ
み
泣
き
だ
す
。
翌
日
二
人
は
画
家
が
絵
を
焼
き
払
っ
た
う
え
、
自
害
し
た
こ
と
を
知
る
。

　

ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
甚
だ
し
い
美
学
的
な
食
い
違
い
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
老
画
家
は
お
れ
は
頭
が
お
か
し
い
、
才
能

が
な
い
と
責
め
る
が
、
ど
ち
ら
も
該
当
し
そ
う
に
な
い
。
短
篇
小
説
と
し
て
の
色
々
な
瑕
は
見
な
い
こ
と
に
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
し

て
は
、
天
の
極
み
ま
で
持
ち
上
げ
た
知
ら
れ
ざ
る
天
才
を
激
し
く
大
地
に
た
た
き
落
と
す
こ
と
に
、
作
家
と
し
て
の
妙
味
を
覚
え
て
い

た
に
違
い
な
く
、
そ
の
栄
光
と
悲
惨
の
対
照
を
際
立
た
せ
て
あ
っ
と
言
わ
せ
れ
ば
用
済
み
と
も
い
え
る
主
人
公
の
美
学
的
立
場
に
、
ど

れ
だ
け
深
い
根
拠
が
あ
っ
た
の
か
疑
わ
し
い
ふ
し
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

(2)

。
天
才
と
狂
気
は
紙
一
重
と
で
も
い
う
考
え
が
、
あ
る
い
は

せ
め
て
も
の
拠
り
ど
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
え
ば
プ
ッ
サ
ン
は
老
人
を
「
人
間
と
し
て
の
限
界
の
先
に
行
っ
た
」
と
か
「
超

自
然
的
」
と
か
評
し
て
い
た
が
﹇B. 426

﹈、
こ
れ
は
必
ず
し
も
賞
め
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
人
も
「
過
ぎ
た
る
は
及
ば

ざ
る
が
如
し
」﹇B. 425

﹈
な
ど
と
調
子
を
合
わ
せ
て
落
ち
の
布
石
を
敷
い
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
が
こ
の
小
品
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
わ

ら
ず
絵
画
の
持
つ
ひ
と
つ
の
背
理
が
確
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
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フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
の
美
学
は
ひ
と
ま
ず
古
典
的
で
あ
る
。
人
物
の
描
写
は
「
血
が
流
れ
」、「
暖
か
い
生
命
の
息
吹
き
」
の
通
う
「
生

き
た
」
人
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
を
通
し
て
お
の
ず
か
ら
美
の
理
想
も
体
現
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
真
美
の
一
体
論
も

そ
う
い
う
美
学
に
立
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
問
題
は
、
絵
画
が
自
然
と
い
う
立
方
体
を
二
次
元
化
す
る
そ
の
前
の
段
階
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。

と
い
う
の
も
人
間
を
自
然
界
に
あ
る
通
り
に
表
現
す
る
と
は
、
次
元
的
相
違
の
乗
り
越
え
を
い
か
に
人
の
眼
に
気
付
か
せ
な
い
か
と
い

う
、
い
わ
ば
騙
し
の
技
法
に
属
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
誇
る
よ
う
に
も
思
え
る
「
今
朝
、
平
板
な
画
布
に
自
然
の
立
体
感
と
丸
み
を

表
現
す
る
方
法
を
発
見
し
た
よ
」
と
い
う
老
画
家
の
口
調
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
ど
こ
か
こ
の
詐
術
に
は
そ
ぐ
わ
ぬ
生
真
面
目
さ
が
付

き
ま
と
う
。
で
な
け
れ
ば
、
彼
は
一
本
道
を
プ
ッ
サ
ン
た
ち
と
手
を
相
携
え
て
日
々
精
進
し
、
や
が
て
完
璧
な
絵
が
そ
こ
に
仕
上
が
っ

て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
超
人
的
な
「
芸
術
の
権
化
」﹇B. 426

﹈
は
こ
の
極
点
に
到
達
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
い

つ
の
ま
に
か
通
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
幻
の
傑
作
の
画
面
全
体
を
蓋
い
つ
く
そ
う
と
す
る
「
色
彩
、
色
調
、
あ
い
ま
い
な
色
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
カ
オ
ス
、
形
の
な
い
霧
の
よ
う
な
も
の
」
の
端
に
、
二
人
の
訪
問
者
は
女
性
の
足
先
を
認
め
、
そ
の
「
生
き
生
き
と
し
た
う
っ

と
り
さ
せ
る
」
描
写
に
感
嘆
の
息
を
の
む
。
そ
れ
は
「
完
成
」
を
目
ざ
し
て
の
制
作
が
い
つ
か
ら
か
そ
う
な
っ
た
「
緩
慢
に
進
行
す
る

破
壊
」
を
、
辛
う
じ
て
免
れ
た
裸
婦
の
最
後
の
断
片
だ
っ
た
﹇B. 436

﹈。
ど
こ
で
ど
う
道
を
間
違
え
た
の
か
。
彼
は
自
分
を
恃
む
あ

ま
り
現
実
を
描
く
と
い
う
途
方
も
な
い
野
心
に
駆
ら
れ
て
、
線
を
否
定
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
か
ら
考
え
れ
ば
そ
れ
が
不
吉
な
兆
候

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
芸
術
の
使
命
は
自
然
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
だ
」﹇B. 418

﹈
と
か
、
自
然

を
「
全
身
包
み
な
く
そ
の
真
の
精
神
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
る
よ
う
に
」﹇B. 419

﹈
す
べ
き
だ
と
い
う
芸
術
論
議
と
し
て
は
ご
く
穏

当
な
主
張
も
、
し
か
し
そ
れ
を
言
葉
通
り
に
受
け
と
っ
て
「
自
然
に
は
線
が
な
い
」﹇B. 424

﹈
と
真
顔
で
言
い
だ
す
と
、
ど
う
や
ら

全
く
別
の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
自
然
に
存
在
し
な
い
線
を
引
く
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
芸
術
上
の
過
ち
を
冒

す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
描
く
こ
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
こ
こ
に
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
線
な
し
に
輪
郭
は
な
く
、
天
来
の
美
女
も
輪
郭

303



描線について5

な
し
に
姿
は
現
わ
せ
な
い
。
現
わ
そ
う
と
も
が
い
て
も
、
線
が
否
定
さ
れ
れ
ば
凡
人
の
見
る
と
こ
ろ
姿
を
掻
き
消
す
他
は
な
い
。
絵
画

の
存
立
に
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
。
凡
人
と
断
わ
っ
た
の
は
、
一
部
の
宗
教
や
芸
術
の
天
才
は
「
不
可
視
を
見
る
」
と
言
っ
て
憚
ら
な
い

の
だ
が
、
そ
う
い
う
仁
は
別
に
し
て
と
い
う
意
味
で
あ
る

(3)

。
と
こ
ろ
で
画
中
の
美
女
を
冒
瀆
的
に
侵
蝕
し
た
と
非
難
さ
れ
る
形
の
な
い

霧
と
は
、
は
た
し
て
唯
の
無
（rien

）
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
辺
り
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
考
慮
の
埒
外
だ
っ
た
ろ
う
。

　

互
い
に
包
摂
す
る
丸
い
も
の
か
ら
成
る
自
然
界
に
は
「
線
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
老
画
家
の
考
え
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
の
Ｄ
．

デ
ィ
ド
ロ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
球
体
の
見
え
な
く
な
る
部
分
は
「
曖
昧
で
漠
と
し
て
」
お
り
、「
頭
で
考
え
る
ほ
ど
く
っ
き
り
し
た
明

確
な
線
で
は
少
し
も
な
い

(4)
」。
一
九
世
紀
の
画
家
ド
ラ
ク
ロ
ワ
も
線
と
い
う
絵
画
処
理
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
、「
あ
る
者
は
例
の
美
と

や
ら
を
、
う
ね
り
曲
が
る
線
に
、
他
の
者
は
直
線
に
」
し
か
見
い
だ
さ
な
い
の
だ
が
、「
私
の
頭
に
は
最
も
美
し
い
景
色
を
見
て
も
、

線
と
い
う
こ
と
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
だ

(5)

」。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
彼
が
絵
の
筆
を
折
っ
た
と
は
聞
か
な
い
か
ら
、
線
の
否
定
と
言
っ

て
も
節
度
を
心
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
老
人
も
口
で
は
線
を
蔑
視
し
否
定
し
な
が
ら
﹇B. 416-7, 427

﹈、
手
が
そ
れ
を
引
く
分
に
は

た
め
ら
い
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
言
説
上
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
逃
げ
道
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

彫
刻
家
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
場
合
、
実
際
に
起
き
た
だ
け
に
こ
と
は
も
う
少
し
深
刻
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
の
夏
の

終
わ
り
、
彼
は
暇
乞
い
に
き
た
友
人
の
哲
学
者
矢
内
原
伊
作
と
話
を
し
な
が
ら
、
パ
リ
の
カ
フ
ェ
の
一
隅
で
相
手
の
顔
を
職
業
的
習
癖

な
の
だ
ろ
う
、
な
か
ば
手
す
さ
び
に
写
生
し
は
じ
め
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
、
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
を
駆
り
た
て
た
の
と
非
常
に
よ
く
似

た
野
心
、
つ
ま
り
描
く
こ
と
の
不
可
能
性
に
お
い
て
描
く
と
い
う
逆
説
に
嵌
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
画
家
は
友
人
の
肖
像
画
に
本
格
的
に

取
り
組
み
は
じ
め
る
。
し
か
し
す
ぐ
に
も
終
わ
る
は
ず
だ
っ
た
こ
の
仕
事
は
、
実
は
果
て
し
な
い
「
現
実
と
の
激
し
い
格
闘
」
の
幕
あ

け
に
す
ぎ
な
か
っ
た

(6)

。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
デ
ッ
サ
ン
は
描
く
ほ
ど
「
加
速
度
的
に
」﹇G. 49

﹈
進
歩
す
る
。
矢
内
原

も
そ
の
猛
然
た
る
精
進
振
り
に
は
舌
を
巻
く
が
、
し
か
し
そ
れ
は
奇
妙
に
も
「
仕
事
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
画
面
の
上
の
僕
は
ま
す
ま
す
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消
さ
れ
」
る
と
い
う
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
い
く
の
だ
﹇G. 43

﹈。
そ
の
く
せ
画
家
は
た
え
ず
「
あ
と
十
日
、
せ
め
て
一
週
間
」
続
け
ら

れ
た
ら
、「
随
分
遠
く
ま
で
」
行
け
る
だ
ろ
う
と
思
い
こ
ん
で
い
る
﹇G. 47

﹈。
も
っ
と
も
進
歩
す
る
と
言
っ
て
も
完
成
す
る
ま
で
と

は
言
わ
な
い
。「
千
年
（
…
）、
い
や
せ
め
て
五
百
年
生
き
ら
れ
た
ら
相
当
進
歩
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
桁
の
違
っ
た
世
界
の
話
で
、
こ

う
な
る
と
未
完
成
性
は
彼
の
絵
画
に
内
属
し
た
何
か
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
お
陰
で
モ
デ
ル
に
摑
ま
っ
た
矢
内
原
は
急
遽
旅
行
を
と
り

や
め
、
つ
い
で
帰
国
を
延
ば
し
、
さ
ら
に
翌
夏
パ
リ
に
舞
い
も
ど
っ
て
再
び
朝
か
ら
晩
ま
で
苦
心
惨
憺
の
日
々
を
送
る
画
家
と
向
き

あ
っ
て
一
ヶ
月
半
黙
々
と
座
り
つ
づ
け
る
他
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
将
は
明
か
ず
、
結
局
さ
ら
に
足
掛
け
三
年
画
家
は
肖
像
画
と
格

闘
す
る
が
、
つ
い
に
完
成
に
到
る
こ
と
な
く
終
る
。

　

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
異
様
な
制
作
者
の
言
説
を
基
に
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
す
べ
て
は
「
見
え
る
も
の

を
見
え
る
が
ま
ま
に
描
こ
う
と
す
る
」
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
姿
勢
に
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

(7)

。
画
家
と
し
て
は
大
変
ま
と
も
な

覚
悟
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
を
「
い
っ
た
い
誰
が
本
当
に
試
み
た
で
あ
ろ
う
か
？
」﹇G. 41

﹈
と
意
外
な
こ
と
を
言

い
だ
す
。
実
は
「
あ
ら
ゆ
る
先
入
観
や
視
点
か
ら
解
放
さ
れ
（
…
）
見
え
る
が
ま
ま
に
描
く
」﹇G. 37

﹈
こ
と
ほ
ど
困
難
な
こ
と
は
な

い
。
い
や
、
困
難
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
さ
え
な
く
、
誰
も
が
そ
の
は
る
か
手
前
で
適
当
に
事
態
を
切
り
抜
け
て
い
る
の
で
、
そ
の

困
難
さ
自
体
が
理
解
さ
れ
る
以
前
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
見
え
る
が
ま
ま
に
描
く
こ
と
に
本
気
で
挑
む
「
画
家
が
現
代
で
は
一

人
も
い
な
い
」﹇G. 81

﹈
の
は
、
そ
れ
が
困
難
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
、
困
難
さ
に
気
付
か
な
い
、
肝
心
の
土
俵
に
登
っ
て
い
な
い
か
ら

な
の
だ
。
と
い
う
の
も
誰
も
が
現
実
と
は
わ
ざ
わ
ざ
見
る
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
あ
る
、
描
く
ま
で
も
な
い
平
易
で
自
明
で
退
屈
な
こ
と

だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
「
現
実
は
眼
に
見
え
て
い
る
」
か
ら
描
く
必
要
が
な
い
と
い
う
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ

て
、
表
向
き
の
主
張
と
は
反
対
に
、「
真
の
現
実
を
少
し
も
見
て
い
な
い
」
し
、
彼
ら
と
対
極
に
あ
る
は
ず
の
抽
象
画
家
も
実
は
そ
の

現
実
を
見
る
眼
は
彼
ら
と
同
じ
「
十
九
世
紀
的
な
レ
ア
リ
ス
ト
の
眼
」
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
現
実
に
は
一
瞥
も
く
れ
ず
に
「
赤
、
青
、
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白
の
綺
麗
な
色
の
抽
象
画
」
を
描
き
た
が
る

(8)

。
確
か
に
画
家
た
る
も
の
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
打
ち
だ
す
の
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
以
上
、

現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
な
ど
も
っ
て
の
外
、
芸
術
家
の
恥
だ
名
折
れ
だ
と
い
う
信
念
に
冒
さ
れ
て
い
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

プ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
は
誇
ら
か
に
、「
芸
術
の
使
命
は
自
然
の
模
倣
に
あ
ら
ず
（
…
）
！　

君
は
卑
し
い
模
倣
家
で
は
な
く
、
一
箇
の
詩

人
な
の
だ
」
と
プ
ッ
サ
ン
を
薫
陶
す
る
﹇B. 418

﹈。
で
は
彼
は
余
り
に
詩
人
す
ぎ
た
と
半
畳
を
入
れ
る
前
に
、「
自
然
の
模
倣
」
と
は

実
は
「
お
手
本
の
模
倣
」
で
、
両
者
は
判
然
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
で
の
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
現
実
が
い
か
に
蔑
視
さ
れ
て
い
る
か
は
こ
こ
で
も
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
今
日
強
ま
っ
て
さ
え
い
る
だ
ろ
う
。
従
っ

て
真
の
レ
ア
リ
ス
ト
た
ら
ん
と
す
る
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
批
判
を
免
れ
る
画
家
は
皆
無
に
近
い
。
ピ
カ
ソ
？　

駄
目
、
お
遊
び
！　

で

は
か
つ
て
シ
ャ
ル
ダ
ン
や
セ
ザ
ン
ヌ
で
さ
え
描
き
そ
こ
ね
た
と
彼
の
言
う
人
間
の
「
本
当
の
顔
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
、
つ
ま
り
こ
の
「
現
実
」
を
捉
え
る
に
は
写
真
で
は
及
び
も
つ
か
ず
、
ど
う
や
ら
例
の
横
顔
を
ず
ら
り
と
並
べ
た
古
代
エ
ジ

プ
ト
人
だ
け
が
到
達
し
え
た
の
だ
が
（「
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
ほ
ど
実
際
の
人
間
に
似
て
い
る
作
品
は
な
い
」G. 71

）、
し
か
し
そ
う
言
わ

れ
て
も
彼
の
考
え
る
「
現
実
」
を
説
明
す
る
こ
と
は
荷
が
重
す
ぎ
る
。
彼
に
世
界
的
名
声
を
も
た
ら
し
た
針
金
細
工
の
よ
う
な
彫
刻
と

向
き
合
っ
て
、
そ
れ
も
あ
る
決
め
ら
れ
た
距
離
に
立
ち
、
そ
の
摩
訶
不
思
議
な
な
存
在
感
に
射
竦
め
ら
れ
よ
う
と
、
そ
の
秘
密
の
仕
掛

け
を
読
み
解
く
の
は
手
に
余
る
。
そ
れ
は
彼
の
筆
だ
け
が
知
る
こ
と
で
、
実
は
当
人
も
言
葉
で
語
ろ
う
と
す
る
と
そ
の
周
囲
を
う
ろ
う

ろ
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
説
に
は
言
説
の
掟
や
習
慣
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
手
の
実
践
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
は
間
々
あ

り
え
る
。
宙
を
思
う
が
ま
ま
に
翔
け
め
ぐ
る
言
葉
の
魔
力
に
誰
が
よ
く
抗
し
え
よ
う
か
（
注
七
参
照
）。
彼
の
言
説
の
資
料
的
価
値
に

関
し
て
老
天
才
画
家
の
場
合
と
同
じ
問
題
に
ぶ
つ
か
る
の
だ
が
、
と
は
い
え
画
家
が
制
作
中
た
え
ず
洩
ら
す
独
言
め
い
た
呻
吟
の
錯
綜

し
た
内
容
を
通
し
て
、
そ
の
輪
郭
ら
し
き
も
の
が
窺
え
な
い
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
よ
り
差
当
り
そ
れ
を
言
質
に
真
相
を
垣
間
見
る

他
は
な
い
の
で
あ
る
。
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レ
ア
リ
ス
ム
と
抽
象
画
が
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
を
苛
立
た
せ
る
の
は
、
眼
前
の
現
実
は
カ
ッ
コ
に
括
っ
て
そ
の
代
り
に
様
式
化
さ
れ
た

概
念
的
現
実
を
以
て
そ
の
名
で
呼
ん
で
い
る
の
に
気
付
か
な
い
こ
と
に
あ
る
。
共
に
現
実
「
ら
し
さ
」
が
「
現
実
」
な
の
で
あ
り
、「
ら

し
さ
」
と
は
絵
画
的
ギ
ル
ド
内
、
ひ
い
て
は
一
般
愛
好
家
に
お
け
る
表
象
の
暗
黙
の
類
像
的
約
束
事
へ
の
忠
実
さ
で
あ
る
。
こ
の
「
芸

術
の
秘
法
」﹇B. 420

﹈
へ
の
信
仰
を
離
れ
て
絵
は
絵
と
し
て
成
立
し
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
過
去
の
蓄
積
と
偏
愛
の
中

で
出
来
あ
が
っ
た
図
形
的
コ
ー
ド
、
つ
ま
り
絵
画
言
語
を
用
い
な
け
れ
ば
、
誰
も
読
み
取
れ
な
い
か
読
み
取
り
た
が
ら
な
い
か
で
あ
る
。

画
家
は
何
を
描
く
の
で
あ
れ
、
眼
の
前
に
あ
る
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
手
前
の
不
可
視
の
伝
統
の
厚
み
を
こ
そ
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
師
か
ら
弟
子
に
伝
え
ら
れ
る
ギ
ル
ド
の
言
語
を
知
ら
な
い
者
は
、
人
体
は
こ
う
描
く
も
の
で
は
な
い
と
か
、
基
礎
が

で
き
て
な
い
と
い
う
一
言
で
、
職
業
集
団
の
仲
間
入
り
を
拒
ま
れ
る
し
、
ま
た
そ
う
い
う
画
家
の
作
品
が
顧
客
か
ら
有
り
難
が
ら
れ
る

こ
と
も
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
は
図
の
類
像
性
の
せ
い
で
気
付
き
に
く
い
の
だ
が
、
地
域
言
語
に
通
じ
な
い
こ
と
が
、
そ
こ
で

生
き
る
う
え
で
重
大
な
欠
陥
に
な
り
う
る
の
に
似
て
い
る
。
あ
る
い
は
日
本
語
の
通
じ
な
い
人
々
に
源
氏
や
漱
石
を
読
ん
で
聞
か
せ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
美
の
発
信
も
受
信
も
そ
の
言
語
コ
ー
ド
に
即
し
た
「
ら
し
さ
」
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
。
し
か
し
そ
の
概
念

性
は
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
印
象
主
義
に
よ
っ
て
広
義
の
古
典
主
義
が
否
定
さ
れ
て
、「
現
実
」
を
、
見
え
る
が
ま
ま
に

描
く
契
機
が
一
瞬
生
じ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。「
現
実
」
の
新
し
い
コ
ー
ド
が
作
ら

れ
た
だ
け
で
、
そ
し
て
「
現
実
」
の
コ
ー
ド
性
自
体
は
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
抽
象
画
へ
と
そ
の
ま
ま
引
き
渡
さ
れ
温
存
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
だ
が
現
実
を
捨
象
す
れ
ば
、
す
べ
て
は
絵
画
文
化
の
蓄
積
か
ら
抽
き
だ
し
た
図
形
デ
ザ
イ
ン
の
新
奇
と
巧
緻

の
追
求
に
す
ぎ
ず
、
抽
象
画
も
ピ
カ
ソ
も
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
に
は
そ
う
い
う
も
の
に
見
え
て
い
た
。
彼
が
友
人
の
肖
像
画
に
取
り
組
み

な
が
ら
、「
こ
れ
ほ
ど
自
由
に
な
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
述
懐
す
る
の
は
、
絵
画
に
お
け
る
現
実
「
ら
し
さ
」
の
虚
構
的
制
約

か
ら
解
き
は
な
た
れ
た
融
通
無
碍
の
境
地
を
少
し
で
も
経
験
し
た
た
め
と
解
し
う
る
が
、
そ
う
い
う
彼
の
眼
に
は
、
現
実
は
彩
色
を
施
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さ
な
い
と
退
屈
で
平
板
で
し
か
な
い
灰
色
の
世
界
で
は
な
く
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
「
汲
み
つ
く
し
が
た
い
」﹇G. 57

﹈「
無
限
に
豊
か
」

な
﹇G. 56

﹈
美
し
さ
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
矢
内
原
に
、「
君
の
顔
は
す
ば
ら
し
く
美
し
い
」﹇G. 124

﹈、「
描
く
に
は
美
し

す
ぎ
る
」﹇G. 57

﹈
と
賛
美
す
る
の
は
、
日
々
新
た
な
姿
を
現
わ
す
「
現
実
」
の
豊
か
さ
へ
の
深
い
驚
嘆
の
念
に
発
し
よ
う
。
だ
か
ら

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、「
き
み
は
私
に
恐
怖
を
与
え
る
」﹇G. 51

﹈
と
い
う
呟
き
に
変
わ
る
。
世
界
の
豊
か
さ
を
「
ら
し
さ
」
の
束
縛
か

ら
解
放
し
た
そ
の
自
由
の
代
償
が
芸
術
家
に
重
く
の
し
か
か
る
の
だ
。
一
人
の
人
間
の
顔
を
見
え
る
通
り
に
描
く
の
は
、「
誰
一
人
試

み
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
世
界
へ
の
冒
険
」
だ
と
い
う
言
葉
に
偽
り
が
な
い
な
ら
、
矢
内
原
の
ま
す
ま
す
「
巨
大
」
に
な
る
顔
へ
の
表

現
者
の
戸
惑
い
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
巨
大
な
の
は
顔
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
の
動
揺
の
中
か
ら
一
瞬
立
ち
現
わ
れ
る
名

付
け
え
ぬ
何
か
の
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
へ
の
表
現
者
の
焦
燥
を
、
ひ
と
ま
ず
そ
う
言
っ
て
み
た
ま
で
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
「
そ
の
想
像

を
絶
す
る
巨
大
な
空
間
の
深
い
拡
が
り
」
を
ど
う
描
い
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
も
そ
も
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
絵
画
界
の
約
束
事
を

振
り
捨
て
た
か
ら
こ
そ
見
え
て
き
た
も
の
を
捉
え
る
の
に
、便
利
な
出
来
合
い
の
方
法
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。丁
度
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー

ス
ト
が
、
書
く
こ
と
は
未
知
の
言
語
を
辞
書
な
し
に
翻
訳
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
何
一
つ
原
理
を
持
た
ず
に
現
実
と
い
う

不
可
捉
の
怪
物
」
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
見
え
る
も
の
を
見
え
る
ま
ま
に
描
く
」
と
い
う
の
は
ど
う
や
ら
そ
う

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
見
る
修
練
は
進
む
、
だ
が
そ
れ
を
ど
う
表
現
す
れ
ば
よ
い
の
か
。「
君
の
顔
は
こ
れ
ま
で
に
な
く

は
っ
き
り
見
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
後
、
親
子
二
代
に
渡
る
こ
の
道
何
十
年
の
画
家
が
、「
ま
る
で
絵
の
こ
と
な
ど
全
然
知
ら
ず
、
は

じ
め
て
筆
を
持
た
さ
れ
た
人
間
の
よ
う
に
、
筆
を
ど
こ
に
お
ろ
し
て
よ
い
の
か
も
判
ら
な
い
」
有
り
様
な
の
だ
。
と
い
う
よ
り
技
量
の

熟
達
は
軌
道
な
き
世
界
を
歩
む
妨
げ
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
す
が
の
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
も
苦
闘
に
疲
れ
て
「
ら
し
さ
」
の
習
熟

し
た
コ
ー
ド
に
心
ひ
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、「
嘘
だ
、嘘
だ
、眼
を
描
き
た
い
と
い
う
誘
惑
に
負
け
て
嘘
を
描
い
て
し
ま
っ
た
」

﹇G. 62

﹈
と
、
見
え
る
通
り
に
描
く
本
道
を
そ
れ
て
「convention

（
約
束
事
）
に
と
り
縋
っ
た
」﹇G. 267

﹈
こ
と
を
反
省
す
る
。
フ
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レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
な
ら
、「
あ
ん
た
の
手
は
、
敷
き
写
し
に
し
た
先
生
の
お
手
本
を
複
製
し
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
」﹇B. 418

﹈
と
叱

咤
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
お
手
本
は
、
そ
れ
を
複
製
す
る
能
力
の
陶
治
こ
そ
が
結
局
こ
の
ブ
ー
ル
デ
ル
の
弟
子
に
と
っ
て

も
画
家
修
業
の
重
要
な
部
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ら
、
描
こ
う
と
す
れ
ば
今
や
彼
の
絵
画
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
筆
法
と
骨
絡
み
に
な
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
排
除
し
て
絵
筆
を
引
く
こ
と
は
身
を
削
る
の
に
ひ
と
し
い
。
理
論
上
不
可
能
な
試
み
に
挑
戦
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
「
ら
し
さ
」
が
美
的
伝
達
の
言
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
離
れ
て
見
え
る
が
ま
ま
に
描
く
の
が
「
前
人
未
踏
」
の
企
て
だ
と
言

う
な
ら
、
そ
れ
ま
で
眼
は
何
を
し
て
い
た
の
か
。
誰
も
が
見
て
い
る
樹
木
、
城
、
美
女
を
、
で
は
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
本
当
は
誰
も

見
て
い
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
見
な
い
で
描
い
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
は
こ
の
眼
の
背
理
を
、

「
あ
ん
た
方
は
女
を
デ
ッ
サ
ン
す
る
が
、
そ
の
女
の
こ
と
は
見
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」﹇B. 418

﹈
と
詰
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ

が
、
初
め
て
現
実
を
見
る
者
と
し
て
の
不
遜
と
謙
虚
さ
で
も
っ
て
、「
今
日
、
き
み
の
顔
が
今
ま
で
と
す
っ
か
り
違
っ
て
見
え
る
。
ま

る
で
昨
日
ま
で
の
私
は
盲
目
だ
っ
た
か
の
よ
う
だ
」﹇G. 76

﹈
と
語
る
の
も
そ
の
辺
の
機
微
に
ふ
れ
て
い
よ
う
。
彼
の
日
々
の
制
作
が

同
時
に
た
え
ざ
る
破
壊
と
な
る
の
は
、
な
に
よ
り
眼
に
見
え
る
も
の
の
深
ま
り
に
応
じ
て
、
昨
日
ま
で
と
は
別
の
姿
に
お
い
て
「
現
実
」

が
概
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
下
か
ら
少
し
づ
つ
現
わ
れ
て
く
る
か
ら
だ
。
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
、「
私
は
き
み
の
顔
が
は
る
か
に
よ
く
見
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
昨
日
ま
で
の
仕
事
は
す
べ
て
間
違
っ
て
い
た
。
最
初
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
は
非
常
な
進
歩

を
す
る
だ
ろ
う
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
い
わ
ば
開
か
れ
た
ば
か
り
の
彼
の
眼
は
、
無
限
に
豊
か
な
現
実
を
見
る
に
は
ま
だ
視
力
が
足
り

な
い
か
の
よ
う
な
の
だ
が
、
で
は
改
め
て
五
五
歳
ま
で
の
彼
の
眼
は
一
体
何
を
見
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
わ

れ
わ
れ
は
眼
に
つ
い
て
重
大
な
誤
解
に
陥
っ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
眼
が
も
の
を
見
る
た
め
に
あ
る
と
昔
か
ら
信
じ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
本
当
な
の
か
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
関
す
る
か
ぎ
り
見
る
0

0

と
は
自
然
な
体
得
で
は
な
く
、
苛
酷
な
修
練
を
要
し
、
そ
れ
で
も
会

得
す
る
に
到
ら
な
い
技
術
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
実
は
物
を
見
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
ん
な
能
力
も
必
要
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も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
で
な
く
て
画
家
た
ち
は
眼
を
開
い
て
い
た
が
、
物
は
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
起
き
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
眼
を
閉
じ
て
彼
ら
が
絵
を
描
け
た
と
か
、
ま
た
テ
ー
ブ
ル
上
の
リ
ン
ゴ
を
前
に
置
い
た
こ
と
が
彼
ら
の
制
作
に
全
く
関
与
し

な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
眼
は
た
し
か
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
見
て
は
い
な

か
っ
た
。
で
は
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
役
割
と
は
リ
ン
ゴ
を
リ
ン
ゴ
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
「
リ
ン
ゴ
」
と
い
う
物
に
「
ミ
カ
ン
」
そ
の
他
で
は
な
く
「
リ
ン
ゴ
」
と
い
う
概
念
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
あ
る
。
眼
は
「
見
る
」

の
で
は
な
く
、
た
だ
視
覚
で
物
を
認
知
す
れ
ば
役
目
が
終
る
の
だ
。
認
知
と
は
、
対
象
の
存
在
を
捉
え
空
間
的
に
定
位
し
そ
の
生
物
的

情
報
を
集
め
て
、
自
分
の
取
る
べ
き
行
動
の
指
針
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
に
眼
の
本
来
の
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

眼
は
視
野
、
な
い
し
視
を
向
け
た
対
象
を
ま
じ
ま
じ
と
見
て
そ
の
全
情
報
を
捕
え
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
お
ら
ず
、
認
知
に
必
要
な
特

徴
を
捕
え
れ
ば
そ
れ
で
済
む
の
だ
。
生
物
が
五
億
年
前
に
眼
を
獲
得
し
て
以
来
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
何
か
を
見
る
こ
と
に
は
関
心
が
な

く
、
そ
の
対
象
が
何
な
の
か
を
同
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
に
つ
と
め
て
き
た
。
そ
れ
が
餌
、
異
性
、
敵
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
、

ど
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
に
当
て
は
ま
る
の
か
、
そ
の
特
徴
が
把
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
以
上
の
情
報
は
不
要
だ
っ
た
。
こ
の
器
官
の
お
か
げ
で
狩

猟
動
物
の
捕
食
と
生
存
率
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
視
覚
の
存
在
理
由
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
の
感
覚
器
官
と
同

様
に
生
存
環
境
を
管
理
す
る
た
め
の
き
わ
め
て
高
度
な
検
知
装
置
な
の
で
あ
る
。
魚
は
水
中
遠
く
に
動
く
小
さ
な
も
の
が
そ
れ
が
普
段

食
べ
る
も
の
の
弁
別
特
徴
を
具
え
て
い
る
と
認
知
す
れ
ば
、
近
づ
い
て
呑
み
込
む
。
こ
の
時
対
象
自
体
を
見
る
こ
と
は
少
し
も
問
題
に

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
人
工
的
な
餌
に
か
ぶ
り
つ
い
て
釣
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
危
険
な
餌
は
、
認
知
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

は
普
通
の
食
べ
も
の
と
変
り
が
な
か
っ
た
の
だ
。
人
間
の
ば
あ
い
も
、
運
ば
れ
た
料
理
が
注
文
し
た
通
り
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
か
カ
ツ
丼

で
あ
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
料
理
自
体
を
視
覚
的
認
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
料
理
が
異
様
な
味
が
す
れ
ば
そ
れ
に
よ
り

多
く
の
注
意
を
向
け
る
だ
ろ
う
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
料
理
を
見
る
た
め
で
は
な
く
、
原
因
と
な
る
毒
や
異
物
を
特
徴
づ
け
る
も
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の
を
そ
こ
か
ら
拾
い
出
す
た
め
の
認
知
的
作
業
な
の
だ
。
さ
ら
に
お
つ
り
の
五
千
円
札
紙
幣
を
も
ら
っ
た
時
、
そ
こ
に
投
げ
る
わ
れ
わ

れ
の
一
瞥
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
を
見
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
を
千
円
札
や
一
万
円
札
か
ら
区
別
す
る
特
徴
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
だ

か
ら
、
そ
れ
以
上
の
詮
索
は
せ
ず
に
瞬
時
に
財
布
に
し
ま
い
こ
ん
で
、
贋
札
に
引
っ
掛
か
る
こ
と
に
も
な
る
。
真
贋
の
違
い
は
必
ず
あ

る
の
だ
か
ら
札
を
よ
く
見
れ
ば
、
つ
ま
り
札
の
す
べ
て
の
外
観
情
報
を
把
捉
す
れ
ば
ペ
テ
ン
に
は
掛
ら
な
い
の
だ
が
、
誰
が
そ
ん
な
こ

と
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
見
る
と
認
知
の
間
隙
を
突
か
れ
て
い
る
。
ど
う

や
ら
わ
れ
わ
れ
は
認
知
の
こ
と
を
見
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
越
え
が
た
い
隔
た
り
が
あ
っ
て
、
認
知
は
見
る
と
違

う
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
そ
れ
を
妨
げ
て
さ
え
い
る
。
５
千
円
札
の
場
合
も
そ
の
色
や
数
字
と
い
う
判
別
特
徴
を
把
え
れ
ば
そ
れ
以
外
の
要

素
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
盲
目
と
さ
え
な
り
う
る
。
だ
が
に
も
か
か
わ
ら
ず
視
覚
の
本
来
の
役
目
は
そ
れ
で
全
う
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
れ
を
表
す
記
号
を
受
容
す
る
感
覚
器
官
（
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
記
号
器
官
な
の
だ
）
に
対
し
て

そ
の
欺
か
れ
や
す
さ
を
言
い
立
て
る
の
は
お
門
違
い
の
要
求
で
、
認
知
を
見
る
と
混
同
し
て
い
る
た
め
な
の
だ
。
感
覚
と
は
動
物
が
生

活
の
必
要
に
応
じ
て
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
い
う
環
境
世
界
を
構
成
す
る
た
め
の
、
行
動
に
直
結
し
た
上
掲
の
四
カ
テ
ゴ
リ
イ
へ
の
物
・
事

の
振
り
分
け
、
要
す
る
に
記
号
的
認
知
の
器
官
で
あ
っ
て
、
認
識
の
器
官
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
体
の
至
上
目
的
で

あ
る
生
命
の
維
持
に
従
属
す
る
道
具
で
、
環
境
世
界
と
過
不
足
な
い
相
関
関
係
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
界
の
外
側
へ
と
射
程
を
は
み
だ

さ
せ
る
必
要
も
習
慣
も
、
環
境
の
激
変
で
も
起
き
な
い
か
ぎ
り
生
じ
な
い
の
だ
し
、
時
に
は
そ
う
い
う
能
力
を
持
ち
あ
わ
せ
て
も
い
な

い
。
こ
の
自
足
し
て
い
る
世
界
の
向
こ
う
に
ど
う
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
各
生
物
に
適
合
し
た
世
界
が
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
の
現
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
自
然
科
学
的
世
界
像
と
は
異
な
る
、
し
か
し
自
分
の
認
知
に
見
合
っ
た
「
ら
し
さ
」

の
環
境
世
界
が
生
物
に
と
っ
て
は
真
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
視
覚
的
解
像
度
の
低
い
軟
体
動
物
に
お
い
て
、
あ
る
対
象
と
か
れ

ら
の
視
像
の
間
に
は
人
間
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
な
ず
れ
が
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
か
れ
ら
の
生
活
が
そ
の
た
め
に
支
障
を
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き
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
種
は
す
で
に
絶
滅
し
て
い
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
認
知
を
見
る
と
み
な
し
、
現
実

「
ら
し
さ
」
を
現
実
と
同
一
視
し
て
も
こ
と
な
き
を
得
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
│
生
物
と
し
て
見
る
必
要
が
な
い
か
ら
│
で
あ
り
、
も

し
人
間
に
特
有
の
レ
ア
リ
ス
ム
幻
想
が
と
り
わ
け
近
世
の
初
頭
あ
た
り
に
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
ず
れ
を
問
題
に
す
る
必
要
も
な

か
っ
た
の
で
あ
る

(9)

。

　

と
な
る
と
ま
と
も
な
の
は
他
の
普
通
の
画
家
た
ち
で
、
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
も
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
も
常
軌
を
逸
し
た
と
言
わ
な
い
ま
で

も
、
レ
ア
リ
ス
ム
を
真
に
受
け
て
眼
に
本
来
の
役
割
以
上
の
も
の
を
負
荷
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
は
い
え
る
。
彼
ら
の
絵
の
不
可
能
性
は

そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
た
と
想
像
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
般
に
何
か
を
図
と
し
て
描
く
時
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
を

そ
れ
と
し
て
認
知
す
る
に
た
り
る
若
干
の
図
形
的
特
徴
の
束
で
あ
っ
て
、
対
象
の
そ
れ
以
上
の
要
素
の
煩
雑
な
付
加
は
逆
に
認
知
を
阻

害
し
か
ね
な
い
。
似
顔
絵
は
主
要
特
徴
の
誇
張
的
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
方
が
何
も
か
も
忠
実
に
再
現
│
│
仮
に
そ
れ
が
で
き
た
と
し

て
│
│
し
よ
う
と
し
た
図
よ
り
も
対
象
認
知
に
お
い
て
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
動
物
、
市
民
、
風
景
は
「
ら
し
さ
」
の
類
型
性

を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
画
家
は
一
人
前
な
ら
、
い
わ
ば
見
な
く
て
も
描
け
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
の
対
象
は
事
物
そ
れ
自
体
で
は
な

く
す
で
に
網
膜
上
に
描
か
れ
た
絵
画
」
な
の
で
あ
る

(10)
。
そ
れ
は
コ
ー
ド
に
従
っ
て
描
く
こ
と
、
見
え
る
通
り
に
で
は
な
く
「
知
っ
て
い

る
通
り
に
」
描
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
約
束
事
に
自
足
し
て
い
る
の
に
気
付
か
ず
写
実
を
詐
称
す
る
絵
画
の
お
こ
が
ま
し
さ
に
は
ジ
ャ

コ
メ
ッ
テ
ィ
な
ら
ず
と
も
首
を
か
し
げ
よ
う
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
見
え
る
通
り
に
描
く
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
視

覚
の
構
造
か
ら
い
っ
て
も
図
形
自
体
の
記
号
性
か
ら
い
っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
生
物
と
環
境
世
界
の
相
関
性
か
ら
い
っ
て
そ
う
な

の
で
あ
る
。

　

視
覚
と
は
世
界
に
向
け
て
開
か
れ
た
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
で
は
な
い
。
お
び
た
だ
し
い
光
の
刺
激
を
脳
が
処
理
し
て
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

的
な
仮
説
を
立
て
そ
れ
と
合
致
す
る
弁
別
特
徴
を
拾
い
つ
つ
あ
る
特
定
の
画
像
に
収
め
つ
つ
再
構
成
し
な
け
れ
ば
、
見
る
な
ら
ぬ
認
知
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は
成
立
し
な
い
。
で
な
け
れ
ば
光
の
刺
激
は
唯
の
カ
オ
ス
で
、
視
情
報
と
は
な
ら
な
い
。
見
る
（
つ
ま
り
認
知
す
る
）
は
単
な
る
刺
激

の
取
り
込
み
口
で
あ
る
眼
球
と
い
う
よ
り
、
大
脳
の
作
業
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
見
る
と
は
つ
ね
に
何
か
を
見
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の

何
か
を
認
知
す
る
の
に
必
要
な
も
の
以
外
、
眼
か
ら
入
っ
た
刺
激
は
一
瞬
の
う
ち
に
取
捨
選
択
さ
れ
、
大
部
分
が
廃
棄
さ
れ
る
。
一
次

入
力
と
し
て
の
こ
の
刺
激
を
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
す
べ
て
を
脳
が
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
表
象
す
る
こ
と
と
同

様
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
主
題
性
（
何
々
が
見
え
る
）
は
視
像
が
一
つ
の
事
・
物
を
中
心
に
整
序
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

視
が
光
刺
激
の
総
量
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
内
の
た
っ
た
二
つ
で
さ
え
処
理
で
き
な
い
こ
と
は
図
と
地
の
反
転
図
形
の
経
験
で
知
ら
れ
て
い

る
。
一
つ
の
図
が
目
鼻
を
描
か
な
い
向
き
合
う
二
人
物
の
横
顔
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
も
、
中
央
に
位
置
す
る
入
り
く
ん
だ
形
の
ワ
イ
ン
グ

ラ
ス
に
も
見
え
る
時
、
人
は
こ
の
表
裏
を
な
す
ご
く
単
純
な
図
形
で
さ
え
、
同
時
に
見
る
（
つ
ま
り
認
知
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
い
。

横
顔
を
見
れ
ば
グ
ラ
ス
は
消
え
、
グ
ラ
ス
が
現
わ
れ
れ
ば
横
顔
は
背
景
に
退
く
。
二
つ
の
図
は
確
実
に
そ
こ
に
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
同

時
に
図
形
処
理
す
る
能
力
さ
え
視
に
は
欠
け
て
い
る
の
だ
。
因
み
に
こ
の
こ
と
は
一
つ
し
か
焦
点
を
持
た
な
い
人
間
の
眼
の
レ
ン
ズ
構

造
と
合
致
す
る
。
そ
の
瞳
孔
の
中
心
は
一
〜
二
度
の
視
角
し
か
な
く
て
、
残
り
の
一
八
〇
度
近
い
視
野
は
周
縁
部
と
し
て
外
側
に
行
く

ほ
ど
精
度
が
低
下
す
る
。
だ
が
そ
れ
で
差
支
え
な
い
の
だ
。
脳
は
生
存
と
い
う
至
高
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
眼
球
と
い
う
出
先

機
関
か
ら
入
る
外
界
情
報
の
主
要
特
徴
を
過
去
の
経
験
（
外
国
語
で
い
え
ば
辞
書
）
と
照
合
さ
せ
て
捉
え
、
そ
の
都
度
視
界
の
中
心
部

を
定
め
れ
ば
残
り
は
盲
目
で
構
わ
な
い
の
だ
。
飢
え
た
肉
食
動
物
は
視
野
に
入
る
広
漠
た
る
草
原
の
中
で
好
物
の
小
動
物
に
し
か
中
心

視
を
向
け
ず
狩
猟
の
た
め
の
間
合
い
を
正
確
に
計
算
す
る
。
他
は
図
の
地
、
つ
ま
り
背
景
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ゴ
ミ
箱
行
き
と
し
て
処

理
さ
れ
る
。
同
様
に
人
の
眼
も
路
上
の
紙
幣
や
群
衆
中
の
異
性
、
ま
た
は
障
害
や
危
険
物
を
生
体
の
欲
求
や
状
況
に
合
わ
せ
て
主
題
化

す
る
。
だ
が
こ
れ
が
「
現
実
」
だ
ろ
う
か
。
溢
れ
る
ほ
ど
の
情
報
の
中
か
ら
欲
求
に
即
し
て
他
を
ふ
る
い
落
と
し
て
選
択
さ
れ
、
焦
点

化
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
「
現
実
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
が
「
見
え
る
ま
ま
に
描
く
」
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難
し
さ
の
一
例
と
し
て
、
一
人
の
人
間
の
全
体
が
描
き
た
い
の
に
「
わ
れ
わ
れ
は
顔
を
見
る
時
手
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
手
に
注
意

を
向
け
れ
ば
顔
は
視
界
の
周
縁
の
漠
と
し
た
ひ
ろ
が
り
の
中
に
消
え
さ
る
」﹇G. 42

﹈
と
不
満
を
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
画
家
は

中
心
と
周
縁
と
い
う
視
覚
の
物
理
的
制
約
を
捩
じ
ま
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
見
え
る
ま
ま
に
描
く
と
い
う
様
式
的
コ
ー

ド
を
越
え
た
現
実
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
当
然
突
き
当
た
る
壁
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
障
害
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な

い
。
た
と
え
こ
の
制
約
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
仮
定
し
て
も
、
な
に
よ
り
拡
散
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
刺
激
の
総
量
を
図
へ
と

統
合
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
現
実
を
見
え
る
が
ま
ま
に
描
く
彼
の
理
想
は
、
見
る
段

階
で
対
象
の
造
形
的
様
式
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
は
実
は
概
念
化
、
つ
ま
り
は
記
号
の
拒
否
な
の
だ
か
ら
、
見
る

修
練
を
積
む
ほ
ど
実
は
何
も
の
を
も
見
な
い
、
つ
ま
り
認
知
し
な
い
と
い
う
逆
説
に
陥
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
強
引
に
突

破
し
て
画
筆
を
握
り
、
眼
に
入
る
刺
激
を
主
張
ど
お
り
に
忠
実
に
デ
ッ
サ
ン
と
し
て
定
着
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
非
表
象
的

な
点
や
線
の
拡
散
す
る
集
積
、「
形
の
な
い
霧
」
の
前
に
鑑
賞
者
を
茫
然
と
さ
せ
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
カ
オ
ス
し
か
そ
こ
に
は
描
か

れ
な
い
だ
ろ
う
。「
何
か
見
え
ま
す
か
？
」「
い
や
。
あ
な
た
は
！
」「
何
も
」。
実
際
に
制
作
さ
れ
た
彼
の
画
面
が
、
近
く
で
み
れ
ば
だ

が
、「
た
だ
灰
色
の
細
か
な
線
の
推
積
」﹇G. 51
﹈
な
の
は
、
対
象
の
概
念
拒
否
に
よ
る
非
意
味
的
把
握
の
緊
張
が
高
ま
り
殆
ど
そ
こ

に
制
作
者
が
呑
み
こ
ま
れ
か
け
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
が
こ
の
試
み
は
「
全
く
不
条
理
な
仕
事
だ
、
ど
う
し
て

も
不
可
能
だ
」﹇G. 106

﹈
と
度
々
叫
ぶ
の
も
当
然
で
、
矢
内
原
に
「
き
み
が
誰
だ
か
判
ら
な
く
な
っ
て
き
た
」﹇G. 59

﹈
と
ま
で
語

る
の
は
、
も
っ
と
も
濃
厚
な
意
味
を
生
成
す
る
個
人
の
顔
の
消
滅
に
さ
え
立
ち
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
れ
は
こ
の
無
意
味
と
い

う
境
域
に
係
留
地
を
空
し
く
探
す
漂
流
者
の
勇
敢
な
悪
足
掻
き
で
あ
る
。
た
だ
幸
か
不
幸
か
、
こ
の
冒
険
者
は
二
度
と
帰
還
し
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
そ
の
彼
方
へ
と
臨
界
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
シ
レ
ー
ヌ
の
歌
の
恍
惚
に
心
行
く
ま
で
浸
り
な
が
ら
、
帆

柱
に
身
を
縛
り
付
け
る
こ
と
で
死
の
罠
を
逃
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
思
わ
せ
る
。
残
さ
れ
た
作
品
、
デ
ッ
サ
ン
、
水
彩
、
彫
像
を
見
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る
と
、
矢
内
原
と
い
う
「
き
み
」
は
消
え
か
け
て
も
「
人
物
」
は
厳
然
と
し
て
あ
り
、「
鼻
」
や
「
眼
」
と
い
っ
た
概
念
的
分
節
を
結

局
は
手
離
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
節
が
、
つ
ま
り
は
彼
の
身
を
縛
る
帆
柱
だ
っ
た
。
彼
の
野
望
か
ら
い
え
ば
、
呪
縛
で
あ
っ

た
。
と
は
い
え
彼
は
、
絵
画
に
最
低
限
必
要
な
こ
の
分
節
の
彼
方
へ
と
し
ば
し
ば
踏
み
越
え
そ
う
に
な
っ
て
、
友
人
の
顔
が
「
途
方
も

な
い
大
き
さ
」
に
な
る
こ
と
に
戦
く
。
そ
の
汲
み
つ
く
し
が
た
い
豊
か
さ
を
言
う
の
も
、「
現
実
」
と
い
う
カ
オ
ス
と
の
接
触
が
あ
っ

た
こ
と
を
も
の
語
ろ
う
。
人
跡
未
踏
の
危
険
な
域
か
ら
帰
還
し
た
冒
険
者
の
誇
り
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
精
神
錯
乱
に
身
を

置
く
悲
惨
さ
と
紙
一
重
を
な
す
。
狂
気
と
は
生
存
に
根
ざ
す
記
号
操
作
の
変
調
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
さ
ら
に
呟
か
れ
る
、

「
頬
の
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
顎
が
ど
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」﹇G. 60

﹈。
自
然
的
に
は
連
続
し
た
二
つ

の
部
位
の
境
界
は
、
色
の
区
分
が
し
ば
し
ば
名
称
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ま
さ
に
頬
と
顎
と
い
う
記
号
に
よ
る
分
節
の
非
連
続

性
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
疑
わ
し
く
な
っ
た
の
は
概
念
や
文
節
、
要
す
る
に
記
号
か
ら
あ
た
う
限
り
逃
れ

去
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
制
作
の
悩
み
も
、
顔
と
い
う
概
念
化
の
拒
否
に
伴
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
画
布

の
上
の
き
み
の
鼻
は
一
セ
ン
チ
の
幅
も
な
い
、
し
か
し
私
は
そ
こ
に
無
限
の
線
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」﹇G. 50

﹈。
画
面
に
割

り
ふ
ら
れ
た
慎
ま
し
い
位
置
を
、
見
え
る
が
ま
ま
の
鼻
は
溢
出
し
て
記
号
的
統
一
を
突
き
崩
す
。
小
さ
な
空
間
に
「
現
実
の
顔
を
構
成

す
る
微
細
な
起
伏
の
い
っ
さ
い
を
描
き
こ
む
」
の
が
不
可
能
な
の
は
、
た
ん
な
る
「
技
術
の
問
題
」
以
前
に
、
彼
が
試
み
る
カ
オ
ス
へ

の
危
う
い
接
近
の
せ
い
だ
っ
た
の
だ
。

　

画
家
は
認
知
の
経
済
性
に
甘
ん
じ
て
い
た
視
覚
系
に
、
刺
激
受
容
装
置
を
全
開
さ
せ
て
、
生
活
は
も
ち
ろ
ん
絵
画
で
も
必
要
の
な
い

見
る
と
い
う
殆
ど
潜
在
的
だ
っ
た
能
力
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
眼
の
手
術
で
初
め
て
世
界
が
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
か
の
よ
う
に
、「
人
の
顔
が
こ
ん
な
風
に
見
え
る
の
は
は
じ
め
て
だ
」、「
き
み
の
顔
は
す
ば
ら
し
い
」
を
う
ま
ず
連
発
す
る
が
、

孜
々
た
る
視
の
修
練
の
お
陰
で
苦
心
惨
憺
の
末
今
度
こ
そ
よ
う
や
く
完
成
に
漕
ぎ
つ
け
た
か
と
思
わ
れ
た
顔
の
デ
ッ
サ
ン
が
、
翌
朝
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は
、「
す
べ
て
が
嘘
だ
！
」
と
、
献
身
的
に
画
家
に
協
力
す
る
友
人
の
落
胆
な
ど
お
構
い
な
く
無
惨
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。「
き
み
の
顔

が
画
面
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
」﹇G. 39

﹈。
と
こ
ろ
で
、
折
角
の
画
面
を
蓋
い
消
し
て
新
た
に
施
さ
れ
る
描
線
も
、「
濃
い
霧
」

﹇G. 40
﹈、「
灰
色
の
縦
横
の
タ
ッ
チ
」﹇G. 44

﹈
で
あ
っ
て
、
掻
き
消
さ
れ
た
作
品
が
「
輪
郭
を
も
た
ず
、
面
を
あ
ら
わ
す
無
数
の
タ
ッ

チ
の
積
み
重
ね
」
だ
っ
た
の
と
│
│
言
説
上
│
│
余
り
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
破
壊
と
創
造
の
間
に
相
違
な
ど
存
在
し
な

い
か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
ら
の
画
面
は
ま
た
、
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
が
到
達
し
た
最
後
の
傑
作
の
「
形
の
な
い
霧
の
よ
う
な
も
の
」﹇B. 436

﹈

と
も
通
い
合
い
そ
う
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
プ
ッ
サ
ン
に
よ
れ
ば
作
品
で
は
な
く
、
あ
る
見
事
な
女
性
の
絵
を
破
壊
す
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
相
関
関
係
に
あ
る
視
と
線
の
記
号
性
の

見
落
と
し
に
起
因
し
よ
う
。
見
る
こ
と
自
体
が
記
号
的
営
為
で
あ
っ
た
、
刺
激
を
処
理
す
る
脳
が
記
号
コ
ー
ド
の
適
用
者
で
あ
っ
た
。

お
陰
で
わ
れ
わ
れ
は
目
前
に
現
れ
た
何
か
に
、
逃
亡
、
微
笑
、
無
視
な
ど
の
行
為
を
咄
嗟
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ジ
ャ
コ
メ
ッ

テ
ィ
は
そ
れ
を
御
破
算
に
し
て
零
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
。
人
間
は
時
に
自
己
の
生
物
的
限
界
を
多
少
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
（
い
や
、
乗
り
越
え
す
ぎ
た
、
記
号
操
作
に
お
い
て
は
）。
だ
が
そ
れ
は
カ
オ
ス
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
全
て
を
、
つ
ま

り
認
知
の
コ
ー
ド
に
適
合
し
な
い
光
刺
激
を
眼
を
通
し
て
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
言
語
が
変

化
す
る
よ
う
に
、
新
造
語
が
次
々
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
、
こ
の
コ
ー
ド
も
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
で
は
な
く
部
分
的
修
正
は
可
能
で

あ
る
。
だ
か
ら
既
成
コ
ー
ド
の
大
枠
は
変
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
修
正
の
段
階
で
、
つ
ま
り
視
コ
ー
ド
の
改
変
に
お
い
て
、
一
瞬
画

家
に
カ
オ
ス
と
直
面
す
る
機
会
が
訪
れ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
矢
内
原
の
顔
が
無
限
の
美
し
さ
に
お
い
て
現
れ
た
り
、
見
知

ら
ぬ
も
の
に
な
っ
た
り
、
異
様
に
巨
大
に
な
っ
た
り
し
た
の
も
首
肯
け
る
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
カ
オ
ス
と
の
出
会
い
と

い
う
絶
対
経
験
に
危
う
く
到
達
し
か
け
た
こ
と
を
そ
の
時
々
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
カ
オ
ス
と
は
刺
激
の
総
体
で

あ
り
、
認
知
的
な
無
だ
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
に
線
の
問
題
が
必
然
的
に
│
見
る
0

0

の
記
号
性
と
不
可
分
な
一
対
を
な
し
て
│
絡
ん
で
く
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
は
ジ
ャ
コ
メ
ッ

テ
ィ
の
願
い
と
は
絶
対
に
相
容
れ
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
苦
闘
に
お
い
て
、
仕
事
が
進
む
ほ
ど
画
布
か
ら
「
線
が
消
え
」

て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
「
実
際
の
顔
に
は
一
本
の
線
も
な
い
」
か
ら
だ
﹇G. 60

﹈。
だ
が
線
が
消
え
れ
ば
、「
あ
と
に
は
何
も
残
ら
な
い
」

し
、
線
を
引
か
な
け
れ
ば
何
も
描
け
な
い
。
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
は
理
論
上
あ
り
え
な
い
こ
の
境
位
に
道
を
拓
こ
う
と
工
夫
し
た
。「
輪

郭
の
線
を
決
め
ず
」
に
、「
外
縁
に
暖
色
系
の
半
濃
淡
の
雲
を
か
け
る
」
ぼ
か
し
の
手
法
と
、
も
の
の
姿
を
「
中
心
か
ら
描
い
て
」、
そ

の
光
の
当
た
っ
た
部
分
を
際
立
た
せ
る
手
法
が
そ
れ
で
あ
る
﹇B. 425

﹈。
と
は
言
え
こ
れ
は
唱
道
す
る
当
人
も
釈
然
と
し
な
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
確
か
に
そ
れ
ら
し
い
線
が
引
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
線
を
引
い
て
い
な
い
の
で
は
な
く

唯
そ
れ
を
隠
蔽
し
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る

(11)

。
線
は
鉛
筆
や
ペ
ン
で
描
か
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
線
は
描
か
れ
な
く
て
も
存
在
す
る
。
描

線
は
潜
在
的
区
分
の
物
質
的
な
準
り
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
丁
度
言
語
記
号
が
、
そ
の
都
度
音
声
や
文
字
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
な
く

と
も
、
思
考
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
な
く
と
も
、
つ
ま
り
は
パ
ロ
ル
的
実
現
に
到
ら
な
く
て
も
存
在
し
続
け
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
る

で
対
象
自
体
に
内
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
認
知
し
た
時
に
は
す
で
に
、
実
際
に
黒
や
他
の
色
で
跡
付
け
な
く
と

も
、
線
は
概
念
分
節
と
し
て
そ
こ
に
引
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
二
人
の
画
家
が
口
を
揃
え
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
線
は
自
然
界
に
は

属
さ
ず
眼
の
、
と
い
う
よ
り
脳
の
操
作
コ
ー
ド
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
も
動
物
の
生
活
と
相
関
的
な
環
境
の
概
念
的
分
節
を
追
認
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
視
は
山
や
家
や
人
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
の
分
節
を
破
壊
し
な
い
か
ぎ
り
は
、

図
に
ぼ
か
し
を
い
く
ら
か
け
て
も
そ
の
ど
こ
か
に
確
実
に
引
か
れ
て
い
る
線
を
打
ち
消
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
バ
ル
ザ
ッ
ク

の
老
画
家
は
も
の
の
中
心
か
ら
描
け
ば
い
い
と
嘯
く
が
、
し
か
し
中
心
の
設
定
は
外
縁
を
決
め
ず
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は

つ
ま
り
は
換
喩
的
技
法
に
よ
る
ご
ま
か
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
い
く
ら
隠
し
て
も
消
せ
な
い
線
が
、
ふ
し
ぎ
に
も
明
瞭
に

引
く
と
返
っ
て
姿
が
か
き
消
え
る
こ
と
も
あ
る
。
線
は
そ
れ
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
解
け
な
い
内
は
異
物
と
し
て
残
る
が
、
犬
や
子
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供
を
描
い
て
い
る
と
判
っ
た
途
端
そ
れ
を
表
象
す
る
曲
線
は
わ
れ
わ
れ
の
視
の
な
か
で
意
味
了
解
と
引
き
換
え
に
不
可
視
と
な
る
の

だ
。
だ
が
線
が
異
物
と
な
る
こ
と
も
そ
の
根
源
的
記
号
性
の
証
左
で
あ
り
、
ま
し
て
画
家
が
そ
れ
な
し
で
済
ま
せ
る
な
ど
と
豪
語
し
よ

う
も
の
な
ら
、
口
で
言
う
分
に
は
差
支
え
な
い
が
本
気
で
実
践
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
も
の
は
輪
郭
＝
意
味
を
な
く
し
、
線
や
点
│
│
と

い
う
語
の
使
用
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
│
│
が
画
面
を
非
表
象
性
に
お
い
て
見
定
め
が
た
い
速
度
で
駆
け
め
ぐ
り
だ
す
だ
け
で
あ
る
。
老

画
家
の
二
人
の
訪
問
者
が
眼
に
し
た
の
は
そ
れ
だ
っ
た
と
、
ま
た
し
て
も
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
差
し
お
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
も
頬
と
顎
の
境
界
が
判
ら
な
く
な
っ
た
時
、「
す
べ
て
の
線
が
疑
わ
し
い
、
い
っ
さ
い
が
宙
に
迷
う
」﹇G. 60

﹈
と

解
決
不
能
な
矛
盾
に
引
き
込
ま
れ
か
け
る
が
、
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
の
二
の
舞
は
踏
ま
ず
に
、
危
機
を
回
避
し
て
豊
か
な
収
穫
へ
と
結
び

つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
デ
ッ
サ
ン
は
好
評
を
博
し
た
の
だ
。
頬
と
顎
と
い
う
概
念
化
は
疑
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
自
然
の
完
璧
さ
と
張
り
合
お
う
と
し
た
老
画
家
と
違
っ
て
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
は
「
見
え
る
が
ま
ま
に
描
く
」

と
は
主
張
し
て
も
、
も
の
そ
の
も
の
を
描
く
と
は
一
度
も
豪
語
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
見
え
る
も
、
お
ざ
な
り
な
認
知
の
域
を
越

え
て
い
る
だ
ろ
う
と
し
て
も
、
認
知
図
形
コ
ー
ド
の
見
直
し
や
精
緻
化
な
い
し
煩
雑
化
と
い
う
、
程
度
の
差
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
は
い
え
「
些
々
た
る
こ
と
、
そ
れ
が
全
て
な
の
だ
」﹇B. 419

﹈
と
も
言
え
る
。

　

ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
は
時
に
、
い
つ
か
描
け
る
か
も
し
れ
な
い
「
一
本
の
正
し
い
線
」
の
こ
と
を
語
る
。
も
し
そ
れ
が
引
け
た
ら
「
恐

る
べ
き
絵
」
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
﹇G. 90

﹈。
正
し
い
線
と
は
何
か
？　

描
か
れ
る
も
の
の
存
在
が
概
念
を
離
れ
て
ま
る
で
そ
れ
自

体
で
立
ち
現
れ
る
よ
う
な
、
表
象
を
拒
む
線
、
と
は
い
え
そ
れ
も
殆
ど
す
ぐ
何
か
の
描
線
と
し
て
認
知
へ
と
取
り
込
ま
れ
て
、
唯
の
「
ら

し
さ
」
へ
と
帰
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
結
局
彼
方
な
る
あ
り
得
な
い
線
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
描
線
の
宿
命
が
照

ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
を
意
味
す
る
図
形
以
外
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
認
知
し
概
念
に
置
き
換
え
か
え
た
時
、

自
己
を
全
う
し
消
尽
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
運
動
の
軌
跡
は
い
か
に
気
紛
れ
に
見
え
よ
う
と
、
ま
た
種
々
の
偶
発
的
な
要
因
（
パ
フ
ォ
ー
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マ
ン
ス
の
巧
拙
、
様
式
モ
デ
ル
の
多
様
性
、
意
図
の
不
確
定
、
腕
の
ふ
る
え
、
視
力
の
衰
退
な
ど
）
に
よ
っ
て
図
形
的
に
コ
ー
ド
か
ら

逸
脱
し
か
け
て
も
、
そ
こ
に
生
じ
る
ノ
イ
ズ
に
も
拘
ら
ず
あ
る
意
味
的
了
解
へ
と
吸
収
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
丁
度
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
例
示
し

た
幾
つ
か
の
多
様
な
《t

》
の
文
字
が
、
相
互
の
図
形
的
隔
た
り
に
も
拘
わ
ら
ず
図
形
的
に
隣
接
し
た
文
字
（
ｉ
，
ｌ
）
や
対
立
し
た

文
字
（
ｍ
、
ｗ
）
と
の
関
係
に
お
い
て
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
線
が
そ
れ

自
体
で
必
然
的
に
記
号
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
界
に
線
が
な
い
こ
と
は
、
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ

る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
認
知
し
た
時
そ
れ
は
す
で
に
イ
デ
ア
と
し
て
引
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
顔
の
目
と
鼻
の

対
立
が
成
立
す
る
の
だ
。
認
知
操
作
の
仮
構
的
道
具
で
あ
る
線
は
、
い
わ
ゆ
る
記
号
の
別
称
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
物
質
的
投
影
が

「
目
」
と
い
う
音
声
で
あ
り
文
字
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
資
格
に
お
い
て
図
形
表
象
も
こ
の
不
壊
と
も
い
う
べ
き
虚
像
の

投
影
な
の
で
あ
る
。
修
練
未
熟
な
子
供
の
い
た
ず
ら
書
き
に
お
い
て
も
、
山
、
川
、
家
、
花
、
人
（
そ
の
性
別
さ
え
）
を
識
別
す
る
こ

と
は
困
難
で
は
な
い
。
そ
れ
は
子
供
が
言
語
習
得
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
あ
る
い
は
同
時
に
図
形
コ
ー
ド
を
学
習
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
辺
り
に
人
が
無
意
味
に
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
す
べ
て
の
線
が
指
示
対
象
的
と
か
有
意

的
と
か
い
う
の
で
は
な
い
が
、
最
終
的
に
は
コ
ー
ド
に
帰
す
る
。
例
え
ば
描
い
た
顔
が
不
出
来
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
乱
雑
な
線
を
い
く

つ
も
引
い
て
図
形
と
し
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
こ
の
後
者
の
線
は
目
や
鼻
な
ど
を
表
象
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

言
語
に
お
け
る
否
定
辞
の
意
味
は
持
つ
。
い
わ
ゆ
る
道
具
語
と
し
て
引
か
れ
た
の
だ
。
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
の
美
女
図
を
浸
蝕
す
る
「
奇

妙
な
無
数
の
線
」
も
結
果
的
に
は
同
じ
否
定
辞
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
老
人
が
頑
強
に
こ
れ
こ
そ
無
類
の
傑
作
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
誤
っ
た
コ
ー
ド
に
立
つ
ノ
イ
ズ
と
し
て
、
た
と
え
ば
言
語
習
得
以
前
の
幼
児
の
絵
画
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
時
に
そ
う
扱
わ
れ

る
よ
う
に
ご
み
箱
に
廃
棄
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
コ
ー
ド
を
越
え
た
場
合
（
狂
気
）
も
そ
れ
以
前
の
場
合
も
、
投
げ
こ
ま
れ
る
こ
の

ご
み
箱
が
一
つ
の
意
味
的
コ
ー
ド
を
な
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
絵
画
は
「
現
実
」
で
は
な
く
記
号
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
指
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示
対
照
の
概
念
の
有
縁
的
な
図
形
表
現
、
先
史
時
代
か
ら
交
換
（
つ
ま
り
伝
達
）
可
能
な
絵
文
字
だ
っ
た
た
め
に
そ
の
記
号
性
が
見
え

に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
さ
ら
に
、
能
記
と
所
記
の
一
体
化
が
社
会
的
に
保
証
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
恣
意

的
言
語
も
描
線
の
記
号
性
か
ら
除
外
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
は
、
今
挙
げ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
文
字
の
例
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
。
あ

る
い
は
類
像
的
な
聖
刻
文
字
や
甲
骨
文
字
の
傍
ら
に
、
ど
ち
ら
が
古
い
の
か
、
線
文
字
Ａ
や
Ｂ
、
楔
形
文
字
を
置
い
て
み
れ
ば
い
い
。

　

今
日
、
い
や
少
し
前
ま
で
階
層
の
頂
点
に
い
た
高
貴
な
絵
画
が
同
一
視
を
迷
惑
が
る
漫
画
や
戯
画
、
あ
る
い
は
距
離
に
安
心
し
て
寛

大
に
扱
お
う
と
す
る
児
童
の
絵
画
に
お
い
て
は
、
図
形
は
レ
ア
リ
ス
ム
的
幻
想
に
惑
わ
さ
れ
ず
、「
ら
し
さ
」
つ
ま
り
対
象
の
弁
別
特

徴
の
束
で
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
て
認
知
を
容
易
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
種
の
も
の
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
絵
画
の
真
髄
と
は
、
妙
技
、
思
想
、
党
派
的
主
義
、
ギ
ル
ド
的
閉
鎖
性
、
芸
術
的
崇
高
さ
な
い
し
高
級
性
、
神
話
化
な
ど
に
よ
っ

て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
画
家
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
結
局
は
「
家
よ
り
も
女
に
似
て
い
る
」﹇B. 419

﹈
よ
う
に

描
く
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
記
号
の
限
界
に
逆
ら
っ
て
得
ら
れ
る
ら
し
い
真
実
が
ど
ん
な
犠
牲
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
、
二

人
の
画
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
垣
間
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(12)

。

注 （1

） Balzac, Le Chef-d
’æ
uvre inconnu, in La Com

édie hum
aine, X

, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, p.431

（
以
下
本
文
に　

B. 431　

の
よ
う
に
略
記
）

（2

）　

フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
は
ポ
ル
ピ
ュ
ス
の
聖
母
像
に
一
筆
で
画
龍
点
睛
を
加
え
た
の
だ
か
ら
、
後
者
と
同
じ
古
典
美
学
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
残
さ
れ

た
脚
か
ら
見
て
完
璧
と
い
う
べ
き
美
女
の
絵
を
描
い
た
と
い
う
の
に
そ
れ
を
今
度
は
混
沌
た
る
線
で
破
壊
し
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
美
学
的
根
拠
が
あ
っ
て
で
あ
る

こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
唯
の
思
い
付
き
に
な
る
。
三
百
年
程
早
い
前
衛
画
家
へ
の
突
然
の
変
貌
だ
っ
た
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

 

（3

） 

「
不
可
視
を
見
る
」
と
い
う
超
人
的
眼
力
の
持
主
は
宗
教
の
偉
人
に
限
ら
な
い
。
あ
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
論
の
標
題
は
ま
さ
に
こ
の
『
不
可
視
を
見
る
』
だ
し
、

こ
の
主
張
は
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
抽
象
画
に
も
当
て
は
ま
る
。
あ
る
中
世
絵
画
の
研
究
は
「
不
可
視
世
界
」
の
表
現
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
不
可
思
議
の
検
討
は
他

の
学
に
委
ね
る
こ
と
だ
が
、
記
号
学
は
そ
の
反
駁
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

 

（4

） D
. D
iderot, Pensées détachées sur la peinture, in Œ

uvres esthétiques, Garnier frères, 1959, p.849-50
 

（5

） 

『
日
記
』（
一
八
四
九
年
七
月
一
五
日
）
但
しBalzac, ibid. p.1422

の
引
用
に
よ
る
。
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（6

） 

矢
内
原
伊
作
『
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
一
二
頁
（
以
下
本
文
に　

G. 112　

の
よ
う
に
略
記
）。

（7

）　

ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
手
と
言
に
は
乖
離
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
眼
高
手
低
と
か
言
う
は
易
し
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
手
と
は
、
画
家
の
息
子
に
生
ま
れ
、
十
一
歳

で
浮
世
絵
を
見
事
に
模
写
し
（
ゴ
ッ
ホ
の
よ
り
ま
し
で
あ
ろ
う
）、
十
四
歳
で
セ
ザ
ン
ヌ
的
静
物
を
印
象
画
風
に
無
難
に
ま
と
め
た
、
絵
画
の
伝
統
的
知
の
浸
透
し
た

彼
の
手
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
言
説
は
、
生
活
の
実
用
面
で
は
と
も
か
く
、
し
ば
し
ば
独
自
の
道
を
行
く
。
と
り
わ
け
観
念
的
、
理
論
的
な
話
題
に
立
ち
入
る
や
、

数
千
年
ら
い
変
わ
る
こ
と
な
く
高
い
尊
敬
を
受
け
て
き
た
、
そ
れ
特
有
の
論
理
や
修
辞
を
持
っ
た
神
官
的
言
説
を
踏
襲
し
て
し
ま
い
が
ち
で
、
現
実
の
真
摯
な
追
求
者

も
こ
こ
で
は
現
実
か
ら
遊
離
し
て
高
く
飛
翔
す
る
弊
に
陥
ら
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
乖
離
の
お
陰
で
そ
の
図
に
人
物
、
目
、
頭
髪
、
耳
が
認
め
ら

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
潜
在
的
な
認
知
線
と
ペ
ン
に
よ
る
線
を
と
も
に
彼
が
拒
絶
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
興
を
そ
そ
る
「
現
実
」

と
は
、
む
し
ろ
人
物
の
立
体
的
奥
行
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
正
面
か
ら
は
平
面
で
し
か
な
い
鼻
へ
の
拘
泥
も
そ
こ
に
発
し
て
い
よ
う
。

 

（8

） 

但
し
モ
ン
ド
リ
ア
ン
や
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
抽
象
画
と
は
面
白
い
偶
発
的
な
線
や
色
彩
の
デ
ザ
イ
ン
追
及
で
は
な
い
し
、
と
り
わ
け
現
実
の
無
視

で
は
さ
ら
に
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
迷
妄
に
満
ち
た
世
の
感
覚
的
表
層
を
剥
ぎ
と
っ
て
、
真
の
「
現
実
」
を
直
接
そ
の
本
質
に
お
い
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

い
わ
ば
彼
ら
は
現
代
の
神
官
で
あ
っ
て
、
見
る
と
は
「
不
可
視
を
見
る
」
こ
と
な
の
で
あ
り
、
形
而
下
の
逸
楽
に
身
を
持
ち
崩
し
た
具
象
画
家
は
精
神
界
の
豊
か
さ
に

気
づ
か
ぬ
迷
妄
の
輩
な
の
で
あ
る
。

 

（9

） 

こ
の
背
後
に
は
、
記
号
学
の
成
立
上
、
重
要
な
問
題
が
控
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
、
な
ぜ
人
間
だ
け
が
言
葉
を
話
す
の
か
、
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
方

自
体
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
物
質
は
す
べ
て
記
号
作
用
中
な
の
で
あ
り
、
と
く
に
反
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
的
な
生
物
に
と
っ
て
そ
れ
は

一
瞬
の
中
断
も
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
人
の
人
工
言
語
を
自
然
言
語
と
呼
ん
で
さ
ほ
ど
疑
い
を
抱
か
な
い
地
平
で
正
し
く
問
う
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
は

初
め
か
ら

0

0

0

0

初
め
0

0

ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

 

（10

） 

こ
の
ラ
べ
ッ
ソ
ン
の
引
用
は　

Ｊ
．
デ
リ
ダ
『
盲
者
の
記
憶
』、
鵜
飼
哲
訳
、
み
す
ず
書
房
、
訳
者
あ
と
が
き
（
一
七
八
頁
）
に
よ
る
。
同
書
は
絵
の
題
材
と
し
て

の
盲
者
を
取
り
上
げ
る
か
ぎ
り
で
わ
れ
わ
れ
の
論
考
と
は
す
れ
違
う
。
し
か
し
そ
の
周
縁
部
は
時
に
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
盲
目
性
と
豊
か
に
交
わ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
「
線
の
散
文
的
概
念
」、事
物
生
成
の
設
形
図
と
し
て
の
線
、さ
ら
に
「
絶
対
的
不
可
視
性
」
は
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
描
法
の
説
明
に
有
効
だ
ろ
う
。マ
チ
ス
（「
私

は
自
分
の
眼
が
凝
視
す
る
外
側
よ
り
む
し
ろ
た
だ
内
面
の
躍
動
に
み
ち
び
か
れ
（
…
）
て
描
き
あ
ら
わ
す
」
一
七
八
頁
）
や
、「
モ
デ
ル
は
助
け
に
な
る
よ
り
む
し
ろ

邪
魔
に
な
る
」﹇
５
８
頁
﹈
と
広
言
し
て
、
記
憶
す
な
わ
ち
様
式
的
蓄
積
の
優
位
を
唱
え
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
画
家
の
対
極
に
立
つ
も
の
と
し
て
興
味

深
い
。
し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
現
実
の
細
部
へ
の
隷
属
か
ら
生
じ
る
画
面
構
成
の
「
無
政
府
状
態
」、
つ
ま
り
「
視
覚
的
知
覚
の
現
在
」
か
ら
の
断
絶
を
「
記
憶
の

秩
序
」
に
よ
っ
て
図
る
こ
と
を
提
案
す
る
時
、
両
者
は
か
な
り
接
近
し
た
境
域
に
い
る
。
現
実
を
描
く
と
称
す
る
絵
画
の
矛
盾
が
見
え
か
け
て
い
る
。

 

（11

） 

デ
ィ
ド
ロ
も
両
界
区
分
の
明
瞭
な
線
よ
り
も
、「
輪
郭
が
薄
も
や
の
中
に
没
す
る
」
の
を
好
む
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
し
た
が
っ
て
線
描
の
技
法
や
好
み
以
上
の
問
題

で
は
な
い
（D

iderot, ibid

）。

 

（12

） 

芸
術
の
高
貴
性
は
、
今
日
こ
の
文
が
書
か
れ
た
数
年
前
と
比
べ
て
、
実
情
に
即
さ
な
い
点
が
か
な
り
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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