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は
　
じ
　
め
　
に

筆
者
は
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
お
け
る
手
の
平
を
返
し
て
腰
に
当
て
る
ポ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
つ
い
て
若
干
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
点
に
関
連
し
て
黒
田
清
輝
の
作

品
に
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は

黒
田
の
焼
失
し
た
作
品
「
昔
語
り
」
た
め
の
習
作
（
図
1
）
に
手
の
平
を
返
し

て
腰
に
当
て
る
ポ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
手
の
平
を
返
す

ポ
ー
ズ
は
、
歴
史
的
に
は
一
四
三
〇
年
頃
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
」
が

示
す
よ
う
に
、
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
古
代
彫
刻
を
手
本
と
し
て
再
生
さ
れ
、

ま
た
た
く
ま
に
広
が
り
、
一
五
六
三
年
以
降
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
課
題
と
し
て
習

得
す
べ
き
ポ
ー
ズ
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
近
代
に
は
、
貴
族
や
武
人
の
身

振
り
と
し
て
肖
像
画
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
ポ
ー
ズ
に
な
っ
た
そ
の
独
特
の
し

ぐ
さ
は
、
古
代
彫
刻
で
は
特
に
ヘ
ル
メ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
ス
や
ゼ
ウ
ス
の
ポ
ー
ズ

と
し
て
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
や
リ
ュ
シ
ッ
ボ
ス
の
作
品
に
現
れ
る
限
り
、
神
々
の

土
地
パ
ル
ナ
ソ
ス
を
描
く
際
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
、
楽
園
的
イ
メ
ー
ジ

の
一
要
素
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
黒
田
の
「
昔
語
り
」

（
図
2
）
に
そ
の
ポ
ー
ズ
が
あ
る
限
り
、
そ
の
絵
画
が
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
と
も

関
連
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
推
測
が
可
能
に
な
る
。
で
は
黒
田
は
手
の
平
を図1
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返
し
て
腰
に
当
て
る
背
面
ポ
L
ズ
を
な
ぜ
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
一
、
黒
田
と
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ

　
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
画
稿
に
着
手
し
、
明
治
三
一
年
に
完
成
さ

せ
た
黒
田
清
輝
の
「
昔
語
り
」
　
（
焼
失
）
の
絵
画
は
、
清
閑
寺
で
一
僧
侶
の
す

　
る
「
平
家
物
語
』
の
恋

　
物
語
り
を
男
女
四
人
が

　
聞
い
て
い
て
、
そ
こ
に

　
草
刈
り
の
女
が
一
人
通

　
り
か
か
る
と
い
う
一
見

　
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う

　
な
画
面
で
あ
る
。
単
に

　
こ
の
画
面
を
見
た
だ
け

　
で
は
、
そ
の
話
し
の
内

　
容
は
解
ら
な
い
。
内
容

　
は
黒
田
の
日
記
や
当
時

　
の
反
響
に
よ
っ
て
の
み

　
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
黒
田
の
友
人
で
画
家

2
　
の
久
米
桂
一
郎
は
、

図　
　
大
正
十
三
年
九
月
の

『
国
民
美
術
』
掲
載
の
「
黒
田
清
輝
君
の
芸
術
」
に
お
い
て
、
　
《
其
後
京
都
の

風
俗
の
面
白
い
所
を
着
想
し
て
、
描
い
た
の
が
、
　
「
小
学
」
の
大
作
で
あ
っ

て
、
あ
の
画
は
其
後
一
年
余
り
種
々
研
究
し
て
、
三
十
年
頃
の
白
馬
会
の
展
覧

会
に
出
品
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
恐
ら
く
一
生
申
の
骨
を
折
っ
た
、
大
作
と

云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
書
い
て
い
驚

　
し
か
し
完
成
作
品
に
お
い
て
は
、
『
平
家
物
語
』
の
「
小
雛
」
の
物
語
り
の

内
容
で
は
な
く
、
そ
の
話
し
を
す
る
僧
侶
と
聴
衆
が
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
御
陵
を
手
本
と
し
た
清
閑
寺
の
門
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
前
の
広
場
で
僧

侶
が
話
し
に
熱
中
し
て
い
る
。
僧
侶
の
話
し
を
聞
く
二
人
の
女
性
と
と
も
に
描

か
れ
た
前
景
の
背
申
を
み
せ
て
手
を
組
み
寄
り
添
う
ア
ベ
ッ
ク
一
組
の
描
き
方

は
、
明
治
初
期
と
し
て
は
挑
発
的
で
あ
る
。
そ
の
ア
ベ
ッ
ク
の
存
在
は
僧
侶
の

語
る
内
容
が
恋
物
語
り
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。

　
こ
の
絵
画
が
「
朝
牧
」
の
裸
体
表
現
に
対
す
る
過
激
な
非
難
の
直
後
に
制
作

さ
れ
始
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
ら
れ
る
過
去
の
物
語
が
肩
を
寄
せ

あ
っ
て
聞
く
当
世
の
男
女
の
ポ
ー
ズ
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
意
表
を
衝

く
構
造
は
興
味
深
い
。
し
か
し
黒
田
は
、
清
閑
寺
の
境
内
に
お
い
て
そ
の
よ
う

な
男
女
の
む
つ
ま
し
い
光
景
を
見
た
の
で
は
な
い
。
文
献
上
の
情
報
を
黒
田
は

何
も
与
え
て
い
な
い
。
黒
田
は
、
多
分
古
色
あ
ふ
れ
る
寺
で
、
う
ら
び
れ
た
僧

侶
が
語
る
悲
し
い
恋
物
語
り
に
、
ロ
マ
ン
を
感
じ
こ
そ
す
れ
、
そ
こ
で
男
女
の

む
つ
ま
し
い
光
景
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
昔
語
り
」
の
構
図
そ
の
も
の
に
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関
す
る
研
究
は
少
な
文
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
研
究
誌
『
美
術
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

申
の
杉
田
益
次
郎
氏
の
『
黒
田
清
輝
筆
「
昔
語
り
」
圖
』
の
み
が
詳
し
い
。

　
杉
田
氏
は
最
初
の
案
が
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
一
八
六
三
年

の
絵
画
「
休
息
」
　
（
図
3
、
目
。
戸
。
で
9
）
に
基
づ
く
と
正
当
に
推
測
す
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ぜ
な
ら
、
黒
田
は
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
指
導
を
え
て
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
か
ら
モ
テ

ィ
ー
フ
上
で
影
響
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
文
以
降
に
こ
れ
以
上

の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
3

で
は
黒
田
は
な
ぜ
シ
ャ
ヴ
ァ
ン

ヌ
の
「
休
息
」
に
そ
れ
ほ
ど
固
執

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
休
息
」
で
は
画
面
中
央
に

右
手
を
挙
げ
た
老
人
が
座
っ
て

立
っ
た
聴
衆
に
な
に
か
を
語
っ

て
い
る
。
そ
の
話
し
の
内
容
が

ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
右
側
に
は
、
背

後
の
金
床
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
ウ
ル
カ
ム
ヌ
ス
の
よ
う
な

か
じ
ゃ
が
い
る
。
そ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
内
容
が
何
か
は
、
い

ち
が
い
に
断
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
お
そ
ら
く
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
内
容

を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

絵
画
の
構
図
の
手
本
が
何
か
を
面
ち
に
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
構
図

を
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
下
絵
に
基
づ
く
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
版

画
「
パ
リ
の
審
判
」
　
（
図
4
）
か
ら
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
語
部
の
裸
の
老
人

ま
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
4

版
画
中
の
パ
リ
ス
、
つ
ま

り
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
不
正
の

黄
金
の
リ
ン
ゴ
を
与
え
て

い
る
裸
の
若
者
か
ら
、
採

ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
恋

物
語
り
の
内
容
が
ト
ロ
イ

の
パ
リ
ス
と
ヘ
レ
ネ
ー
の

悲
し
い
恋
物
語
り
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
得
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
「
パ

リ
ス
の
審
判
」
だ
け
で
な

く
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
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他
の
絵
、
特
に
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
署
名
の
間
の
「
ア
テ
ネ
の
学
園
」
や
「
パ
ル

ナ
ソ
ス
」
の
申
の
人
物
を
手
本
に
し
て
い
た
。
　
「
休
息
」
に
お
い
て
、
中
央
で

腕
を
組
ん
で
聴
く
男
性
は
「
ア
テ
ネ
の
学
堂
」
の
画
面
中
央
に
い
る
若
者
ア
レ

ク
サ
ン
ダ
ー
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
師
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
話
し
に
熱
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
描
く
腕
を
組
む

男
性
の
右
に
い
る
寄
り
添
う
二
人
は
、
黒
田
の
描
く
ア
ベ
ッ
ク
の
モ
テ
ィ
ー
フ

と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
直
接
的
に
は

「
パ
ル
ナ
ソ
ス
」
　
（
図
1
6
）
の
聴
衆
二
入
か
ら
採
用
し
て
い
る
か
に
思
え
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
右
側
で
片
足
を
丸
太
に
乗
せ
て
聴
き
入
る
女
性
は
、
ラ
ッ
フ
ァ

エ
ッ
ロ
の
素
描
に
基
づ
く
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
版
画
「
二
人
の
ミ
ュ
ー
ズ
」
中
の

〈
描
く
女
神
〉
が
手
本
で
あ
り
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
自
身
は
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ

を
「
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
記
念
柱
」
の
「
楯
に
描
く
勝
利
の
女
神
」
か
ら
採
用
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。　
　
シ
ャ
ヴ

　
　
（
6
）

ア
ン
ヌ
は
さ

ら
に
そ
の
立

て
膝
を
つ
く

女
性
の
横
の

ウ
ル
カ
ヌ
ス

と
思
え
る
男

　
　

　
図

性
裸
体
を
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
下
絵
素
描
（
図
5
）
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、

ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
素
描
か
ら
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ

は
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
語
彙
を
散
ば
め
た
絵
画
「
休
息
」
を
制
作
す
る
際
に

構
図
そ
の
も
の
を
「
パ
リ
ス
の
審
判
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
草
刈
り
の
女
は
、
　
「
休
息
」
の
画
面
の
左
か
ら
話
を
聞
き
に
く
る

女
性
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の

「
パ
リ
ス
の
審
判
」
中
の
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
で
あ
り
、
そ
の
ま
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は

ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
手
本
に
し
た
ロ
ー
マ
の
メ
デ
ィ
チ
家
別
荘
に
あ
る
古
代
石

棺
レ
リ
ー
フ
「
パ
リ
ス
の
審
判
」
の
画
面
中
央
横
の
女
性
像
に
あ
る
。

　
　
　
　
二
、
黒
田
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

　
前
述
し
た
論
文
中
で
、
杉
田
氏
は
四
枚
の
構
図
素
描
を
掲
載
し
て
い
る
。
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
第
十
二
号
か
ら
一
枚
、
第
十
号
か
ら
三
枚
で
あ
る
。
杉
田
氏
の

掲
載
順
序
に
従
い
、
そ
れ
ら
を
素
描
A
（
図
6
）
、
素
描
B
（
図
7
）
、
素
描

C
（
図
8
）
、
素
描
D
（
図
9
）
と
便
宜
上
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
最
初
の
構
想
案
と
推
定
で
き
る
素
描
A
で
は
、
明
白
に
「
休
息
」
を
手
本
に

し
た
僧
侶
が
台
に
座
っ
て
昔
話
を
し
、
豪
華
で
あ
ろ
う
帯
を
締
め
た
芸
者
が
台

の
端
に
座
り
聞
い
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
、
　
「
休
息
」
の
前
方
で
背
中
を
見
せ

て
座
る
裸
体
の
女
で
あ
り
、
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
版
画
「
パ
リ
ス
の
審
判
」
中
の

画
面
右
で
背
中
を
見
せ
て
座
る
女
性
に
端
を
発
し
て
い
る
。
　
「
パ
リ
ス
の
審

判
」
の
中
で
、
振
り
返
り
つ
つ
鑑
賞
者
を
見
詰
め
る
と
い
う
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
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特
有
の
ポ
ー
ズ
と
そ
の
裸
体
は
、
勿
論
背
申
を
見
せ
る
と
い
う
点
だ
け
は
古
代

石
棺
に
手
本
が
あ
っ
た
が
、
鑑
賞
者
を
見
詰
め
る
視
線
は
レ
オ
ナ
ル
ト
の
「
モ

ナ
リ
ザ
」
譲
り
で
あ
っ
て
、
円
い
背
中
は
「
ヘ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ト
ル
ソ
ー
」

（
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
美
術
館
）
を
手
本
に
し
て
い
る
。
こ
の
人
像
が
一
八
六
四
年

制
作
の
マ
ネ
の
「
下
上
の
昼
食
」
の
裸
の
女
性
と
し
て
使
用
さ
れ
て
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
事
件
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
そ
の
横
に
燕
尾
服
を
着
て
座
る
男
性
が
い
た

た
あ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
年
制
作
の
「
休
息
」
の
当
馬
風
帽
子
を
被
っ
て
手

仕
事
中
の
男
性
の
も
じ
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
素
描
A
の
芸
者
の
右
側
で
は
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
図
6
　
素
描
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
7
　
素
描
B

た
二
人
と
腰
を
降
ろ
し
た
一
人
が
昔
話
に
聴
き
入
っ
て
い
る
。

　
素
描
B
で
は
、
僧
侶
は
画
面
左
に
立
ち
、
立
っ
た
三
人
と
座
る
一
人
が
話
し

を
聴
き
入
り
、
右
側
に
振
り
返
る
人
物
（
多
分
草
刈
り
の
女
）
が
い
る
。
こ
れ

が
最
終
案
に
最
も
近
い
。
素
描
C
で
は
、
棒
（
尺
八
で
は
長
す
ぎ
る
）
を
持
つ

僧
侶
が
立
ち
、
そ
の
周
囲
で
座
っ
た
り
立
っ
た
り
し
た
聴
衆
に
昔
話
を
し
て
い

る
。
素
描
D
で
は
、
立
っ
た
僧
侶
は
番
台
に
座
っ
た
人
物
に
話
し
揖
け
、
回
り

で
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
た
人
物
数
人
が
き
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
枚
の
制
作

順
序
は
A
、
D
、
C
、
B
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
景
の
座
っ
た
人
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
図
8
　
素
描
C
　
　
　
　
　
　
　
　
図
9
　
素
描
D
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次
第
に
重
要
性
を
失
い
、
単
純
な
構
図
へ
と
要
約
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
黒
田
の
構
想
素
描
に
お
い
て
は
最
初
の
一
枚
だ
け
が
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
構
図

に
か
な
り
近
い
が
、
あ
と
の
素
描
で
は
僧
侶
は
立
ち
あ
が
り
、
素
描
D
で
は
僧

侶
は
両
手
を
合
わ
せ
て
祈
る
よ
う
な
仕
草
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
完
成
作

品
の
よ
う
に
、
笛
を
吹
く
よ
う
な
奇
妙
な
ポ
ー
ズ
に
落
ち
着
き
、
批
評
家
に
何

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
具
合
に
酷
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
黒
田

は
そ
の
僧
侶
の
ポ
ー
ズ
が
示
す
よ
う
に
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
だ
け
を
参
考
に
し
て

そ
れ
だ
け
で
「
昔
語
り
」
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
黒
田
が
尊
敬
し
た
画
家
の
一
人
は
、
黒
田
の
滞
在
日
記
や
母
親
に
宛
て
た
手

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

紙
か
ら
解
る
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
観

点
か
ら
「
昔
語
り
」
に
似
た
も
の
を
探
す
と
、
特
に
黒
田
の
構
図
素
描
に
似
た

素
描
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
遺

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が

出
来
る
。
例
え
ば
、
素
描
C
に
相
当

す
る
の
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ

る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
一
六
四
二
年
の

素
描
「
ヨ
セ
ブ
と
兄
弟
た
ち
」
　
（
図

1
0
）
で
あ
る
。
兄
弟
た
ち
に
自
分
の

夢
を
説
明
す
る
ヨ
セ
ブ
の
横
に
座
っ

た
老
人
の
手
に
は
杖
が
あ
り
、
素
描

図10

C
の
僧
侶
の
杖
を
連
想
さ
せ
る
。
僧
侶
の
左
に
は
し
ゃ
が
み
込
ん
だ
人
物
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
物
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
で
は
手
に
顎
を
の
せ
て

座
る
人
物
に
相
当
し
、
画
面
左
の
立
っ
た
人
物
群
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
で

は
画
面
右
に
背
中
に
両
手
を
回
し
て
い
る
男
に
相
当
す
る
。
特
に
こ
の
人
物
の

横
に
は
老
婦
人
ら
し
き
女
性
が
、
寄
添
う
よ
う
に
立
つ
。
こ
の
二
人
の
人
物
が

黒
田
の
「
昔
語
り
」
の
ア
ベ
ッ
ク
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
え
た
に
違
い
な
い
。

　
ク
ラ
ー
ク
は
、
こ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
の
手
本
と
し
て
レ
オ
ナ
ル
ド
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

醜
い
顔
を
描
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
素
描
を
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
構
図
全
体
と

個
々
の
人
物
と
は
同
じ
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
1
1

題
の
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の

素
描
に
基
づ
く
弟
子
ジ
ェ

リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
た
ち
の

フ
レ
ス
コ
画
「
兄
弟
た
ち

に
彼
の
夢
を
語
る
繊
麗

ブ
」
　
（
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
、

ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
ロ
ジ

ア
天
井
画
）
に
あ
る
。
こ

の
画
面
左
に
は
背
中
の
方

に
手
を
伸
ば
し
寄
り
添
う

者
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
フ

難

灘磯
醐
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レ
ス
コ
画
連
作
は
い
く
ど
も
版
画
化

さ
れ
て
い
て
、
バ
ル
ダ
ッ
サ
ー
レ
・

ア
ロ
ー
ジ
・
ガ
ラ
ニ
ー
二
（
一
五
七

七
－
一
六
三
八
年
）
の
一
六
＝
二
年

制
作
の
「
兄
弟
た
ち
に
夢
を
語
る
ヨ

セ
ブ
」
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
も
参
考
に

で
き
た
筈
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ

の
フ
レ
ス
コ
画
シ
リ
ー
ズ
は
一
六
四

九
年
に
は
ニ
コ
ラ
・
シ
ャ
プ
ロ
ン

に
さ
れ
て
い
る
（
図
1
1
）
。

図12（部分）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
一
二
L
五
六
年
）
に
よ
っ
て
、
版
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
王
か
ら
委
嘱
を
う
け
た
プ
ッ
サ

ン
が
ロ
ー
マ
に
来
れ
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
た
ち
に
研
究
材
料
を
提
供
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

め
に
、
シ
ャ
プ
ロ
ン
に
制
作
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
く
、
そ
れ

ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
い
は
黒
田
も
参
考
に
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
シ
リ
ー
ズ
申
に
は
、
一
人
が
も
う
ひ
と
り
の
肩
に
も
た
れ
掛
か
っ
た

「
ヤ
コ
ブ
と
ラ
ケ
ル
の
遷
喬
」
　
（
図
1
2
）
も
あ
り
、
黒
田
は
「
昔
語
り
」
の
た

め
に
美
術
学
校
で
《
写
真
》
を
検
討
し
た
と
日
記
で
述
べ
て
い
る
か
ら
、
も
し

か
す
る
と
そ
の
中
に
こ
の
フ
レ
ス
コ
画
シ
リ
ー
ズ
の
版
画
が
含
ま
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
フ
レ
ス
コ
画
シ
リ
ー
ズ
に
は
黒
田
の
描
く
ア
ベ
ッ
ク
の

よ
う
に
手
を
背
後
に
回
し
て
、
そ
の
手
を
も
う
ひ
と
り
が
握
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
と
の
関
係

を
も
っ
と
明
白
に
示
す
の
は
、
最
終

段
階
に
近
い
ク
ロ
ッ
キ
ー
構
図
素
描

B
で
あ
る
。
こ
の
素
描
は
レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
素
描
「
キ
リ
ス

ト
の
説
教
」
　
（
図
1
3
、
ル
ー
ブ
ル
美

術
館
）
に
か
な
り
似
て
い
る
。
画
面

左
に
は
速
や
描
き
の
吉
ス
，
が
両
　
　
　
　
　
齢

手
を
挙
げ
て
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
の
着
用
し
て
い
る
ロ
ー
ブ
の
重
な
り
は
驚
く
ほ
ど
素
描
B
に
似
て
い
て
、

こ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
の
写
真
を
黒
田
が
横
に
置
い
て
構
想
を
練
っ
た
と

し
か
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
の
横
に
立
2
二
人
は
、
素
描

B
で
も
三
人
に
な
っ
て
い
る
。

　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
個
々
の
人
物
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

ウ
ッ
チ
ェ
ッ
日
野
の
素
描
（
ベ
ル
リ
ン
、
ク
ラ
ー
ク
の
図
版
｝
五
二
）
の
特
に

背
中
を
見
せ
て
座
る
前
方
の
女
性
を
手
本
に
し
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち

の
ほ
ほ
に
手
を
当
て
た
人
物
が
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
で
は
消
滅
し

て
い
て
、
素
描
B
で
は
座
っ
た
人
物
に
再
び
現
れ
る
の
が
興
味
深
い
。
こ
の
ほ

ほ
に
手
を
当
て
る
ポ
ー
ズ
は
完
成
作
品
で
は
、
キ
セ
ル
を
持
つ
女
性
へ
と
変
化

す
る
。
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こ
の
ほ
ほ
に
手
を
当
て
る
人
物
の

由
来
を
探
そ
う
と
す
れ
ば
、
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
が
ク
ロ
ッ
キ
ー
を
描
く
際
に

手
本
と
し
た
も
の
を
求
め
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
は

り
ラ
ッ
フ
ァ
ェ
ッ
ロ
の
作
品
で
、
ヴ

ァ
テ
ィ
カ
ン
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
為

の
下
絵
「
エ
ペ
ソ
ス
に
お
け
る
聖
パ

ウ
ロ
の
説
教
」
　
（
図
1
4
、

リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア

ル
バ
ー
ト
美
術
館
）

に
あ
る
。
こ
こ
で
両
“

手
を
上
げ
た
聖
パ
ウ
鱗
．
西

ロ
の
身
振
り
が
黒
田
…

の
描
く
僧
侶
の
動
作

へ
の
霊
感
源
に
な
つ
い
　

て
い
る
。
両
手
を
上
、

げ
る
こ
の
モ
テ
ィ
ー
偏

フ
は
、
ラ
ッ
フ
ァ
ェ

ッ
ロ
の
フ
レ
ス
コ
画

図正4（部分）

「
論
議
」
の
キ
リ
ス
ト
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
身
振
り
の
手
本
は
、
オ
ラ
ン
テ

と
い
う
よ
り
も
、
例
え
ば
メ
デ
ィ
チ
家
別
荘
の
「
パ
リ
ス
の
審
判
」
の
よ
う
な

古
代
石
棺
の
風
神
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
人
々
の
前
で
語
る
人
物
の
パ
タ
ー
ン
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
興
味
の
中
心
に
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
と
い
う
よ
う
な
宗
教
色
を
帯
び
た
パ
タ
ー
ン
が
「
昔
語
り
」
の

僧
侶
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
で
は
語
ら

れ
る
内
容
が
な
ぜ
平
家
物
語
な
の
か
と
い
う
最
初
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
そ

の
鍵
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
も
う
一
枚
の
素
描
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
手
を
使

い
物
語
る
図
を
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
別
の
テ
ー
マ
に
も
使
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
黒

田
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
手
の
平
を
返
す
ポ
ー
ズ

　
一
六
五
二
年
に
描
か
れ
た
素
描
「
暗
唱
す
る
ホ
メ
ロ
ス
」
　
（
図
1
5
、
シ
ッ
ク

ス
．
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
盲

目
の
ホ
メ
ロ
ス
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
説
教
図
の
応
用
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
素

描
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
再
び
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
フ
レ
ス
コ
画
「
パ
ル

ナ
ッ
ソ
ス
」
、
つ
ま
り
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
「
休
息
」
と
同
じ
手
本
に
舞
い
戻
る

の
で
あ
る
。

　
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
「
パ
ル
ナ
ソ
ス
」
　
（
図
1
6
）
の
画
面
上
部
左
に
盲
目
の

顔
を
空
に
向
け
、
手
探
り
す
る
か
の
よ
う
に
右
手
を
前
方
に
差
し
出
し
、
右
手

を
腰
に
当
て
て
い
る
老
ホ
メ
ロ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
だ
け
で
な
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図
1
6
（
部
分
）

は
直
立
像
に
変
化
し
て
い
る
。
黒
田
が
こ
の
ホ
メ
ロ
ス
を
僧
侶
の
形
の
た
め
の

ヒ
ン
ト
に
し
た
可
能
性
は
高
く
、
ホ
メ
ロ
ス
の
右
側
に
左
腕
を
垂
ら
し
て
立
つ

男
性
と
そ
の
足
も
と
に
座
っ
た
女
性
の
構
図
を
「
昔
語
り
」
の
最
終
案
に
お
い

て
採
用
し
た
よ
う
に
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
描
く
こ
の
ホ
メ
ロ
ス
は
「
昔
語
り
」
の
完
成
作
品
の
僧
侶

と
服
装
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
一
致
す
る
。
笛
を
吹
く
よ
う
な
僧
侶
の
仕
草
は
、

こ
の
ホ
メ
ロ
ス
と
上
述
し
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素
描
「
キ
リ
ス
ト
の
説
教
」
の

キ
リ
ス
ト
と
の
中
間
に
あ
る
。
ア
ベ
ッ
ク
は
、
上
述
し
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
素

に
髭
顔
を
も
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
継

承
し
て
い
る
。
こ
の
容
貌
は
一
五

〇
六
年
に
ロ
ー
マ
で
発
見
さ
れ
た

「
ラ
オ
コ
ー
ン
群
像
」
　
（
ヴ
ァ
テ

ィ
カ
ン
美
術
館
）
の
ラ
オ
コ
ー
ン

の
顔
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
の
で

　
（
1
0
）

あ
る
。
ラ
オ
コ
ー
ン
は
右
腕
を
背

後
に
持
ち
上
げ
、
大
蛇
に
絡
ま
れ

た
上
腕
を
頭
に
向
か
っ
て
折
り
ま

げ
て
い
た
。
こ
の
激
し
い
動
作
は

ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
ホ
メ
ロ
ス
で

和
ら
げ
ら
れ
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
で

描
「
兄
弟
に
夢
を
解
き
明
か
す
ヨ
セ
ブ
」
の
画
面
右
の
寄
り
添
う
男
女
が
手
本

に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
黒
田
は
、
構
図
と
人
物
モ
テ
ィ
ー
フ
を
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
借

用
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
全
体
の
雰
囲
気
と
細
部
の
仕
上
げ
で
シ
ャ
ヴ
ァ

ン
ヌ
の
「
休
息
」
に
帰
っ
て
い
る
。
画
面
の
か
な
り
上
部
に
設
定
さ
れ
た
山
の

稜
線
、
僧
侶
の
近
く
の
枝
が
分
れ
た
木
、
さ
ら
に
僧
侶
の
左
、
つ
ま
り
画
面
左

に
移
さ
れ
た
草
刈
り
女
な
ど
で
あ
る
。
草
刈
り
女
は
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
又
の
絵
画

で
は
麦
刈
り
用
の
鎌
を
持
っ
た
右
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。
鎌
を
持
つ
麦
刈
り
女

の
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
手
本
が
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
素
描
に
基
づ
ぐ
「
パ
リ

ス
の
審
判
」
に
お
い
て
、
パ
リ
ス
の
前
を
横
切
る
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
で
あ
ろ
う
と

推
測
し
た
の
は
、
鎌
の
形
が
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の
持
ち
物
の
蛇
を
就
け
た
棒
に
あ

る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
背
中
の
向
き
は
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ

ロ
と
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鎌
を
持
つ
女
性
の
ポ
ー
ズ
は
、
「
休
息
」

の
画
面
左
で
金
床
で
鉄
打
ち
金
槌
を
持
っ
て
立
つ
背
申
を
見
せ
た
男
性
裸
体
と

は
向
き
が
一
回
転
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
お
互
い
が
被
る
帽
子
が
示
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
こ
の
金
槌
を
持
つ
男
性
裸
体
が
「
昔
語
り
」
の
背
中
を
見
せ
た
ア

ベ
ッ
ク
の
男
性
の
手
本
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
男
性
の
た
め
の
黒
田
の

習
作
が
裸
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
黒
田
が
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
そ
の
右
手
を
腰
に

当
て
た
男
盤
の
下
絵
素
描
（
図
5
）
を
、
ζ
・
〈
p
号
8
の
著
書
『
ピ
ュ
ヴ
ィ
．

ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
」
（
一
八
九
五
年
出
版
）
か
ら
見
た
可
能
性
は
あ
る
。
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シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
、
そ
の
裸
体
習
作
で
も
再
び
、
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
「
オ

ス
テ
ィ
ア
の
戦
い
の
男
性
裸
体
習
作
」
　
（
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ナ
素
描
館
）
を
手

本
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
素
描
で
は
、
そ
の
男
性
裸
体
は
、

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
そ
れ
と
違
っ
て
、
手
の
平
を
返
し
て
腰
に
当
て
て
い
る
。
こ

の
ポ
ー
ズ
こ
そ
が
一
四
三
〇
年
頃
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
青
銅
彫
刻
「
ダ
ヴ
ィ
デ
」

（
バ
ル
ジ
ェ
ッ
ロ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
）
に
お
い
て
再
生
し
た
古
代
彫
刻
の
特
殊

な
ポ
ー
ズ
で
あ
る
。
絵
画
「
休
息
」
で
は
、
こ
の
ポ
ー
ズ
は
金
槌
を
握
る
モ

テ
ィ
ー
フ
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
背
後
に
、
あ
る
い
は
腰
に
手
を
回

す
ポ
…
ズ
の
右
手
を
利
用
し
て
、
そ
の
男
性
の
肩
に
頭
を
寄
り
掛
か
ら
せ
る
女

性
の
左
手
を
重
ね
る
こ
と
で
、
男
女
の
親
密
さ
の
表
現
に
し
た
の
は
黒
田
の
独

創
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
「
兄
弟
た
ち
に

夢
を
説
き
明
か
す
ヨ
セ
ブ
」
の
蔓
立
の
寄
り
掛
か
る
二
人
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
影

響
さ
れ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
手
を
重
ね
あ
わ

せ
た
ア
ベ
ッ
ク
は
「
昔
語
り
」
に
お
い
て
絵
画
の
内
容
を
暗
示
す
る
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
序
文
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
黒
田
は
こ
の
男
性
の
単
独
素
描
を

試
み
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
み
れ
ば
立
派
に
手
の
平
を
腰
に
当
て
る
ポ
ー
ズ
と
な

り
、
日
本
で
は
最
初
と
も
い
え
る
西
欧
独
特
の
ポ
ー
ズ
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
ポ
ー
ズ
は
西
欧
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
モ
デ
ル
の
姿
勢

に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
ポ
ー
ズ
が
西
欧
で
流
行
し
た
の
は
、
　
「
フ
ァ

図17

ル
ネ
ー
ゼ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
　
（
ナ
ポ
リ
考
古
学
美
術
館
）
が
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の

手
本
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
背
後
に
手
の
平
を
返
す
ポ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ズ
の
古
代
模
作
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
庭
園
に
現
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ヴ
ァ
テ
ィ
カ

ン
に
あ
る
ス
コ
パ
ス
の
彫
刻
の
模
刻
「
メ
レ
ア
グ
ロ
ス
」
　
（
図
1
7
）
で
あ
る
。

手
の
平
を
返
し
て
腰
に
当
て
た
直
立
像
の
ポ
ー
ズ
も
ま
た
、
黒
田
の
習
作
に
は

な
い
が
、
デ
ッ
サ
ン
練
習
に
は
お
決
ま
り
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
さ
ら
に
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
手
の
平
を
返
す
こ
の
ポ
ー
ズ
を
巧
み
に
使
い
【
八

八
五
年
か
ら
九
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
油
彩
画
「
叙
情
詩
を
掌
る
エ
ウ
テ
ル

ペ
i
」
　
（
個
人
所
蔵
）
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
は
、
一
八
九
〇
年
の
絵

画
「
諸
技
術
と
自
然
の
間
に
」
　
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
）
で
は
木
に
よ
り

か
か
る
男
性
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
よ
う
な
若
い
芸
術
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

絵
画
で
は
、
手
の
平
を
腰
に
当
て
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
当
世
風
の
服
装
の
男
性
の
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ポ
ー
ズ
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
ポ
ー
ズ
が
ど
の
よ
う
に
再
利
用
で
き

る
か
の
手
本
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
伝
統
も
、
も
と
を
た

だ
せ
ば
、
マ
ネ
が
例
示
し
て
い
た
も
の
で
、
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
版
画
「
パ
リ
ス

の
審
判
」
の
画
面
右
下
の
裸
体
で
横
臥
し
た
〈
河
の
神
〉
を
マ
ネ
が
「
早
上
の

昼
食
」
に
お
い
て
燕
尾
服
の
男
性
に
応
用
し
た
よ
う
な
絵
画
の
現
代
化
、
あ
る

い
は
風
俗
化
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
昔
語
り
」
の
画
面
右
で
手
の
平
を
返
し
て
背
中
に
あ
て
た
若

者
は
、
多
分
酒
の
入
っ
た
瓢
箪
を
肩
か
ら
下
げ
て
い
る
が
、
こ
の
ポ
ー
ズ
は
ど

の
よ
う
な
経
由
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ポ
ー
ズ
を
黒
田
は
裸
体
か

ら
丁
寧
に
写
生
し
て
い
る
。
そ
の
背
面
裸
体
と
姿
勢
全
体
と
か
ら
判
断
す
る

と
、
こ
の
ポ
ー
ズ
の
源
泉
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
有
名
な
彫
刻
「
ダ
ヴ
ィ
デ
」

（
図
1
8
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ア
ッ
カ
デ
ミ
ア
美
術
館
）
を
背
後
か
ら
見
た
と
き

の
姿
勢
に
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
両
脚
の
開
き
か
た
は
ま
さ
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
作
品
と
の
関

連
は
、
明
治
二
〇
年
創
刊
の
『
絵
画
叢
誌
』
に
「
泰
西
董
話
」
と
題
し
て
ミ
ケ

図18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
略
歴
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に
原
田
直
次
郎

が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
素
描
を
コ
ピ
ー
し
て
掲
載
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
推
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一
枚
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
手
の
平
を
腰
を
あ
て
た
「
ブ
ロ
ン
ズ
の
ダ
ヴ
ィ
デ
」
の
下
絵
が
使
用
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
す
で
に
有
名
に
な
っ
て

い
て
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
あ
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
二
体
の
う
ち
の
一

つ
の
「
反
逆
の
奴
隷
」
（
図
2
0
）
は
、
手
の
平
を
体
の
背
後
に
極
端
に
回
し
、

黒
田
の
素
描
の
若
者
の
右
手
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
彫
刻
と
の
関
連
で

黒
田
が
写
真
を
通
し
て
「
ダ
ヴ
ィ
デ
」
を
検
討
す
る
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
る

だ
ろ
う
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
大
家
の
作
品
か
ら
型
を
抽
出

す
る
方
法
こ
そ
コ
ラ
ン
の
画
塾
や
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
が
教
え
た
も
の
で
あ
っ
た
筈

で
あ
り
、
そ
こ
に
理
想
画
の
意
味
も
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

四
、
　
「
昔
語
り
」
の
特
質

　
以
上
の
図
像
の
検
討
は
、
黒
田
が
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
の

絵
画
や
素
描
の
申
に
ホ
メ
ロ
ス
の
古
典
的
物
語
り
を
古
典
的
図
豫
の
も
と
で
描

こ
う
と
す
る
伝
統
を
見
い
だ
し
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
仮
説
を
生
む
。
そ
の
伝
統

の
特
徴
は
、
描
か
れ
る
の
が
物
語
り
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
と
聴
衆
に

あ
り
、
語
ら
れ
る
過
去
は
鑑
賞
者
の
想
像
の
中
に
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
黒
田
が
構
想
画
も
し
く
は
理
想
画
と
し
て
理
解
し
た
の
は
語
り
に
よ
っ
て
何
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か
を
暗
示
す
る
構
図
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ホ
メ
ロ
ス
の
物
語
り
に
対
応
す
る
日

本
の
古
典
と
し
て
『
平
家
物
語
』
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
黒
田
が
帰
国
の
後

に
京
都
に
行
っ
て
初
め
て
『
平
家
物
語
』
に
関
心
を
抱
い
た
と
い
う
の
は
事
実

　
　
　
（
1
5
）

で
は
な
く
、
京
都
を
舞
台
に
す
る
と
い
う
構
想
自
体
が
フ
ラ
ン
ス
で
形
成
さ
れ

て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
京
都
で
は
僧
侶
の
容
貌
が
異
様
で
あ
っ
た

に
す
ぎ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
『
平
家
夢
語
』
の
小
督
は
描
か
れ
ず
、
話
し
を
聞
く
ア

ベ
ッ
ク
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
の
理
解
に
は
、
大
正
五
年
八
月
の

『
美
術
新
報
』
に
「
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
の
製
作
の
特
色
」
と
題
し
た
久
米
桂
一
郎
の

文
章
が
便
利
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
黒
田
の
最
も
尊
敬
す
る
画
家
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ

が
当
時
西
欧
最
大
の
画
家
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
画
家
の
傾
向
を
理
想
画
と
歴

史
画
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
パ
ン
テ
オ
ン
に
描
か
れ
た
「
ジ
エ
ヌ
ビ
ェ
ー

ヴ
聖
女
伝
」
は
歴
史
画
で
、
ソ
ロ
ボ
ン
ヌ
大
学
の
大
壁
画
や
「
休
息
」
を
含
む

ア
ミ
ア
ン
の
絵
画
は
理
想
画
で
あ
る
と
い
う
。
特
に
ソ
ロ
ボ
ン
ヌ
の
壁
画
は
純

粋
の
理
想
画
で
あ
る
が
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
絵
画
は
《
こ
れ
は
一
種
の
歴
史
画
で

あ
っ
て
、
様
々
の
事
実
が
あ
る
為
に
、
美
術
家
が
自
由
な
意
匠
を
以
て
、
考
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

を
立
て
難
い
》
も
の
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
み
れ
ば
理
想
画
と
は
画

家
が
自
由
に
描
け
る
題
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
小
繋
の
姿
体
自
体
を
描
け
ば

歴
史
画
に
な
り
、
そ
の
時
代
背
景
や
衣
装
等
々
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
「
昔
語
り
」
は
、
時
代
考
証
を
要
す
る
知
識
と
し
て
の
絵
画
で
は
な

く
、
写
生
に
基
づ
く
視
覚
下
半
び
の
絵
画
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
黒
田
は
、
・
一
八
九
〇
年
の
父
宛
の
手
紙
で
こ
う
述
べ
る
。
　
《
当
地
に
て
ハ
人

の
艦
を
以
て
何
二
か
一
の
考
を
示
す
事
有
之
候
。
…
裸
の
美
人
が
ね
て
居
り
…

草
葉
を
と
り
て
ロ
ニ
く
わ
え
た
る
様
を
か
き
又
夏
の
圖
》
…
と
云
豊
を
か
き

候
、
此
等
の
圖
ハ
里
程
気
分
高
尚
早
し
て
墨
筆
が
よ
く
き
き
候
ハ
出
来
難
き
者

二
御
座
候
。
蜜
学
申
最
も
む
ず
か
し
き
者
ハ
人
物
も
衣
を
被
た
る
よ
り
ハ
ハ
だ

か
の
方
一
層
む
ず
か
し
く
候
、
垂
か
き
が
螢
を
か
く
ハ
学
者
が
文
章
を
作
る
と

同
じ
く
自
分
の
考
え
を
人
里
見
せ
る
事
な
り
バ
己
の
精
神
が
高
尚
二
野
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

以
上
ハ
激
て
も
立
派
な
垂
が
出
来
る
道
理
無
御
座
候
》
。

　
黒
田
は
《
自
分
の
考
え
を
人
に
見
せ
る
》
と
い
い
、
精
神
が
高
尚
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
高
尚
さ
と
は
、
文
章
を
書
く
者
が
過
去
の
例
文
を

引
く
よ
う
に
古
典
美
術
の
裸
体
ポ
ー
ズ
を
意
の
ま
ま
に
自
在
に
引
用
し
う
る
こ

と
と
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
　
《
自
分
の
考
え
》
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
小
泉

淳
一
氏
は
、
　
《
そ
の
考
え
と
は
、
抽
象
的
な
観
念
や
高
逼
な
思
想
で
あ
る
こ
と

は
少
な
く
、
景
色
を
見
て
起
こ
る
「
感
じ
」
と
い
っ
た
感
覚
的
要
素
に
支
え
ら

れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
》
と
（
高
階
秀
爾
氏
の
「
昔
語
り
」
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

五
感
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
）
解
釈
す
る
。
た
し
か
に
感
覚
的
要
素
に
始
ま
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
構
成
に
ま
で
も
ち
上
げ
る
も
の
が
古
典
の
素
養
で
あ
る

な
ら
、
思
想
と
は
西
洋
の
古
典
芸
術
の
人
像
の
型
（
マ
ニ
エ
ラ
）
に
基
づ
い
て

構
成
さ
れ
る
形
式
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
が
理
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（
1
9
）

解
し
て
い
る
の
と
同
じ
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
鑑
賞
者
が
「
昔

語
り
」
を
理
解
す
る
の
に
『
平
家
物
語
』
の
小
縄
へ
の
文
学
的
知
識
は
殆
ど

不
要
で
あ
る
。
貧
相
な
僧
侶
が
な
に
か
悲
し
い
恋
物
語
り
を
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
、
と
い
う
感
じ
に
謡
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
久
米

は
こ
の
絵
画
を
《
風
俗
画
》
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
の
感
化
の
下
で
黒
田
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

生
だ
ち
は
立
派
な
風
俗
画
家
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
過
去
を
語
る
と
い
う
美
術
の
古
典
的
伝
統
の
再
生

は
十
九
世
紀
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
古
典
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主

義
へ
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
う
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
や
マ

ン
テ
ー
ニ
ャ
の
「
パ
ル
ナ
ソ
ス
」
に
影
響
さ
れ
て
ア
ン
グ
ル
が
「
黄
金
時
代
」

を
描
き
、
ド
イ
ツ
で
も
同
じ
絵
画
の
影
響
下
で
ア
ン
ト
ー
ン
．
ラ
フ
ァ
エ
ル
．

メ
ン
グ
ス
の
絵
画
「
パ
ル
ナ
ソ
ス
」
　
（
ロ
ー
マ
、
ヴ
ィ
ラ
．
ア
ル
バ
ー
二
）
、

ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
「
夢
を
語
る
ヨ
セ
ブ
」
に
影
響
さ
れ
た
ゴ
ッ
ト
リ
ー

プ
・
シ
ッ
ク
の
絵
面
「
羊
飼
い
の
中
の
ア
ポ
ロ
ン
」
　
（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
国
立
美
術
館
）
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
マ
ー
リ
ア
・
ヘ
ス
の
絵
画
「
パ
ル
ナ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ス
」
　
（
バ
イ
エ
ル
ン
国
立
絵
画
館
）
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
歴
史
画
の

範
疇
に
は
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
画
に
は
特
定
の
場
所
や
時
代
と
い
う
制

約
の
な
い
も
の
が
多
い
。
ア
ン
グ
ル
の
「
黄
金
時
代
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
影

響
さ
れ
た
一
八
八
四
年
の
「
聖
な
る
森
」
　
（
ポ
ッ
タ
i
・
パ
ル
マ
！
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
）
は
理
想
画
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
こ
で
は
、
過
去
で
も
な
く
現
在
で
も

な
い
よ
う
な
曖
昧
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ン
グ
ル
の
絵
画
と
も

異
質
な
の
で
あ
る
。
　
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
画
に
は
ア
ン
グ
ル
の
活
気
で
は
な

く
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
支
配
す
る
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
お
い
て
は
古
典
そ
の
も

の
へ
の
復
帰
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
の
時
代
の
雰
囲
気
と
の
共
鳴
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
労
働
の
合
間
の
い
わ
ば
ふ
と
し
た
休
息
の
感
覚
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
　
「
休
息
」
の
麦
刈
り
の
女
性
が
ふ
と
覗
い
て
い
る
こ
と
に
も
伺
え
る
。

ま
だ
仕
事
を
し
て
い
る
男
性
も
い
る
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
理
解
す
る
労
働
は
農

業
主
体
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
工
業
化
さ
れ
た
労
働
者
の
過
酷
な
労
働
で

は
な
い
。
労
働
の
合
間
の
休
息
は
、
絶
対
的
安
寧
で
は
な
い
か
ら
、
疲
れ
果
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

た
と
い
う
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
支
配
す
る
。
そ
の
感
覚
が
、
失
わ
れ
た
楽
園
へ
の

意
識
を
呼
び
起
こ
す
。
失
わ
れ
た
楽
園
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
新
印
象
派

が
描
く
公
園
の
光
景
（
例
え
ば
「
グ
ラ
ン
ド
シ
ャ
ッ
ト
の
日
七
日
」
）
も
ま
た
、

同
じ
傾
向
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
楽
園
は
、
過
酷
な

労
働
や
、
機
械
文
明
へ
の
積
極
的
評
価
も
欠
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
良
き
時
代

へ
の
回
顧
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
エ
リ
ー
ト
の
絵
画
で
あ
る
。

　
黒
田
の
「
普
語
り
」
は
、
古
典
的
図
豫
を
現
代
生
活
に
鷺
き
換
え
る
と
い
う

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
画
の
方
法
を
あ
る
意
味
で
は
忠
実
に
継
承
し
、
日
本
化
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
「
昔
語
り
」
は
、
西
欧
の
古
典
を
日
本
に
根
付
か
せ
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
画
面
で
あ
っ
た
こ
と
も
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
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大
画
面
構
成
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
西
洋
の
習
慣
と
日
本

の
習
慣
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
近
代
化
の
努
力
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
西
洋

の
古
典
の
伝
統
を
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
教
育
的
配
慮
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
黒
田
の
立
場
が
単
に
後
進
国
の
教
育
的
配
慮
か
ら
理
解
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
黒
田
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
当
時
と
し
て
は
最
高

の
指
導
者
の
近
く
に
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
画
が
次
の

時
代
を
創
造
す
る
た
め
の
手
本
と
し
て
十
分
に
耐
え
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
オ
タ
ワ
で
の
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
回
顧
大
展
覧
会
が
示
す
と
お
り

　
　
（
2
3
）

で
あ
る
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
ゴ
ッ
ホ
、
ピ
カ
ソ
た
ち
は
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
大
き
な

テ
ー
マ
を
得
て
い
た
。
そ
れ
は
楽
園
喪
失
の
図
像
で
あ
っ
た
。
黒
田
も
ま
た
、

楽
園
の
図
像
を
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
か
ら
受
け
継
い
だ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
日

本
化
さ
れ
た
失
わ
れ
た
楽
園
へ
の
憧
憬
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵

画
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
黒
田
の
「
昔
語
り
」
も
ま
た
、
富
裕
な
エ
リ
ー

ト
の
た
め
の
絵
画
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
、
黒
田
の
三
〇
〇
号
の
大
作
「
昔
語
り
」
か
ら
ほ
ぼ
十
年
後
の
一
九

〇
五
年
目
描
か
れ
た
ピ
カ
ソ
の
絵
画
「
サ
ル
タ
ン
バ
ン
ク
の
一
家
（
ピ
エ
レ
ッ

ト
た
ち
）
」
　
（
図
1
9
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
国
立
画
廊
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
こ
の
絵
画
も
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
作
品
に
触
発
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
人
物

た
ち
は
直
立
す
る
か
、
座
る
か
し
て
い
る
。
画
面
左
に
は
背
申
を
見
せ
た
軽
業

師
が
手
の
平
を
返

し
て
腰
を
あ
て
て

い
る
。
　
一
九
〇
三

年
の
「
生
」
　
（
ク

リ
ー
プ
ラ
ン
ト
美

術
館
）
で
は
黒
田

の
絵
画
の
よ
う
に

男
性
の
肩
に
も
た

れ
掛
か
る
女
性
が

描
か
れ
て
い
た
…
講
…
　

を
引
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
1
9

画
面
申
央
の
荷
物
を
担
ぐ
少
年
の
右
手
と
左
手
の
仕
草
は
ル
ー
ヴ
ル
に
あ
る
ミ

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
「
瀕
死
の
奴
隷
」
を
思
わ
せ
る
し
、
背
中
を
見
せ
た

軽
業
師
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
「
反
逆
の
奴
隷
」
　
（
図
2
0
）
を
思
わ
せ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
　
「
ピ
エ
レ
ッ
ト
（
軽
業
師
）
の
結
婚
」
　
（
日
本
、
個
入
所

　
（
2
4
）

蔵
）
の
背
中
を
か
が
め
て
手
の
平
を
返
す
ポ
ー
ズ
の
軽
業
師
と
「
反
逆
の
奴

隷
」
と
の
関
連
を
も
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
モ
ン
マ
ル
ト
ル
で
サ
ー
カ
ス
の

芸
人
に
知
り
合
っ
て
描
か
れ
た
と
い
う
絵
画
と
黒
田
が
京
都
の
寺
で
み
た
僧
侶
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に
触
発
さ
れ
た

と
い
う
絵
画
と

に
は
、
共
通
性

が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
黒
田

図20

の
絵
画
に
は
ま
だ
場
所
の
設
定
が
明
白
で
あ
り
、
歴
史
画
と
い
う
範
疇
に
半
分

足
を
突
っ
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
ピ
カ
ソ
の
絵
画
に
描
か
れ
た
場
所
は
不

　
　
　
　
（
2
5
）

明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
不
明
確
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ピ
カ
ソ
が

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
道
を
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
に
違
い
な
い
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン

ヌ
の
描
く
絵
画
の
多
く
の
場
所
も
時
代
も
不
明
瞭
で
あ
る
。
特
定
の
意
味
と
関

連
し
た
筈
の
近
代
の
図
嫁
も
、
理
想
画
と
い
う
名
目
と
絵
画
技
法
の
変
化
と
相

侯
っ
て
、
そ
の
固
有
の
内
容
を
消
滅
し
始
め
、
い
か
な
る
内
容
も
吸
収
す
る
形

式
言
語
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
　
「
昔
語
り
」
は
、
そ
の
よ
う
な
過
渡
期
の
現

象
を
示
す
絵
画
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
わ
せ
振
り
の
ポ
ー
ズ
集
が
、
殿
誉
褒
財
の

材
料
た
り
う
る
し
、
そ
こ
に
内
容
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
の
申
ぶ
ら
り
ん
の

状
態
こ
そ
が
、
想
像
力
を
誘
発
す
る
。
黒
田
も
も
っ
と
大
胆
に
前
進
で
き
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
裸
体
画
論
争
を
引
き
起
こ
す
状
況
や
、
黒
田
の
社
会
的
立
場

が
そ
の
意
欲
を
く
じ
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
「
昔
語
り
」
を

西
洋
絵
画
の
評
価
基
準
と
同
じ
地
平
で
発
展
史
的
に
再
考
察
す
べ
き
と
き
に
き

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
註

（
1
）
拙
稿
「
手
の
平
を
腰
を
あ
て
る
ポ
ー
ズ
と
美
術
」
　
『
大
阪
府
立
大
学
人

　
　
文
学
論
集
』
第
八
集
、
一
九
九
〇
年
。
二
七
一
四
五
頁
。

（
2
）
三
輪
英
夫
編
、
久
米
桂
一
郎
『
方
眼
美
術
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

　
　
昭
和
五
九
年
、
一
五
八
頁
。

（
3
）
杉
田
益
次
郎
、
　
《
黒
田
清
輝
筆
「
昔
語
り
」
圖
》
、
東
京
国
立
文
化
財

　
　
研
究
所
『
美
術
研
究
』
二
四
、
昭
和
八
年
一
二
月
、
五
二
三
～
五
二
九

　
　
頁
。

（
4
）
久
米
桂
一
郎
、
前
掲
書
、
一
四
八
頁
。

（
5
）
9
建
駐
辱
9
§
ミ
・
甦
賎
－
竃
や
国
象
。
舅
α
。
巳
葱
。
・

　
　
冨
酔
δ
轟
轟
り
剛
曽
諮
お
お
．
本
書
は
パ
リ
の
グ
ラ
ン
・
パ
レ
と
オ
タ
ワ

　
　
の
カ
ナ
ダ
国
立
画
廊
で
一
九
七
七
年
に
開
催
さ
れ
た
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
展

　
　
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
で
あ
り
、
解
説
者
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ク
ー
ル
（
H
。
巳
器

　
　
畠
．
〉
茜
昌
8
目
酔
）
は
一
八
六
三
年
の
「
休
息
」
の
研
究
史
を
簡
潔
に
述

　
　
べ
て
い
る
。
こ
の
解
説
者
は
「
休
息
」
が
一
八
⊥
ハ
ニ
年
に
完
成
し
た
ア

　
　
ン
グ
ル
の
「
ト
ル
コ
風
呂
」
を
通
し
て
見
ら
れ
た
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の

　
　
影
響
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
風
景
が
プ
ッ
サ
ン
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

　
　
の
牧
人
」
　
（
ル
ー
ヴ
ル
）
に
、
人
物
の
構
成
が
ピ
エ
ロ
．
デ
ッ
ラ
．
フ

　
　
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
「
ア
ダ
ム
の
死
」
　
（
ア
レ
ッ
ツ
ォ
、
サ
ン
．
フ
ラ
ン

　
　
チ
ェ
ス
コ
）
の
影
響
（
｝
頃
。
冒
。
説
、
一
九
六
五
年
）
が
見
ら
れ
る

　
　
と
い
う
。
筆
者
が
「
ア
ダ
ム
の
死
」
と
比
較
す
る
限
り
、
類
似
す
る
の

　
　
は
、
雰
囲
気
、
手
を
腹
の
上
で
組
ん
で
正
面
を
向
く
若
者
ぐ
ら
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
カ
タ
ロ
グ
に
お
け
る
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ク
ー
ル
の
重
要
な
指
摘
は
、

　
　
　
「
休
息
」
が
十
九
世
紀
に
好
ま
れ
た
ホ
メ
ロ
ス
の
テ
ー
マ
を
継
承
し
て



56

　
　
い
る
と
い
う
こ
と
、
一
八
三
三
年
の
ロ
ー
マ
賞
を
得
た
ポ
ー
ル
・
ジ
ュ

　
　
ル
デ
ィ
の
「
吟
唱
す
る
ホ
メ
ロ
ス
」
や
一
八
四
五
年
の
コ
ロ
ー
の
「
ホ

　
　
巨
多
ス
と
牧
人
た
ち
」
と
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
6
）
ρ
切
。
§
昼
寄
欝
g
一
。
団
ト
．
〉
ヨ
。
ρ
勘
§
§
『
．
。
℃
舞
白
。

　
　
8
註
．
罫
h
臼
ε
口
2
〈
9
F
や
蟄
。
。
鷺
h
曹
●
・
。
O
I
・
。
一
●

（
7
）
隈
元
謙
次
郎
編
『
黒
田
清
輝
日
記
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
四
一

　
　
年
第
一
巻
、
＝
二
四
、
一
三
五
、
一
五
五
頁
。
　
《
私
事
尚
十
四
五
日
ハ

　
　
当
地
二
滞
留
仕
有
名
な
る
古
書
を
窮
し
取
る
考
二
御
座
候
》
　
（
　
八
八

　
　
八
年
九
月
五
日
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
父
宛
の
手
紙
）
。
　
《
ま
い
に
ち
え

　
　
の
は
く
ら
ん
か
い
に
な
だ
か
い
書
を
う
つ
し
に
い
き
ま
す
》
と
し
て
レ

　
　
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
「
ト
ゥ
ル
プ
博
士
の
解
剖
」
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
模
写
を
添

　
　
付
し
て
い
る
（
同
年
九
月
＝
二
日
母
宛
の
手
紙
）
。

（
8
）
内
。
琶
。
跨
O
巨
r
沁
§
ぎ
ミ
帖
§
こ
譜
N
ミ
帖
§
沁
§
§
隔
§
§
再
冨

　
　
Z
。
簿
8
＝
ぼ
母
ざ
2
。
嚢
網
霞
犀
い
一
8
ρ
や
8
・

（
9
）
淘
§
寒
ミ
ミ
§
時
惣
§
鷺
輔
導
沁
ミ
冒
ミ
。
ミ
ミ
9
N
馬
§
§
ミ
ミ
、

　
　
帖
隔
ミ
ミ
。
ミ
爲
§
§
黛
こ
轟
O
§
ミ
鴇
ヵ
。
ヨ
2
　
心
心
一
N
δ
島
◎
轟
惹
ご

　
　
軋
り
。
。
辞
℃
●
c
。
り
．

（
1
0
）
鑑
ρ
ピ
⇔
。
8
銀
計
略
§
や
窃
q
。
一
．

（
1
1
）
旧
び
q
冨
乙
臣
9
団
駐
窪
8
N
ざ
巳
象
き
膏
ま
＄
冒
【
欝
一
冨
畠
9
器
－

　
　
口
器
9
ヨ
2
8
巴
櫛
h
言
。
自
。
一
×
白
蓮
0
9
9
要
。
識
雪
駄
ミ
、
ミ
鷺
軌
ミ
軌
§
貸

　
　
旧
さ
§
§
蹴
ミ
．
§
馬
§
ミ
畿
．
ミ
嵜
賊
ミ
軌
§
3
　
目
。
旨
。
器
8
巳
p

　
　
同
9
ぎ
9
一
㊤
。
。
F
や
●
ホ
。
。
．

（
1
2
）
即
↑
芝
舞
主
日
轟
。
が
建
§
賊
馬
9
§
§
§
導
〉
二
〇
毘
。
蔓
。
h

　
　
O
番
地
諜
ρ
曲
り
δ
り
薯
●
刈
P
＝
O
●

（
1
3
）
中
江
彬
．
三
輪
英
夫
「
原
田
直
次
郎
と
歴
史
画
」
東
京
国
立
文
化
財
研

　
　
究
所
『
美
術
研
究
』
第
三
三
七
号
、
一
九
八
七
年
、
七
八
頁
。

（
1
4
）
理
想
画
の
概
念
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
に
つ
い

　
　
て
は
、
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
美
術
館
・
石
橋
美
術
館
発
刊
の
『
館
報
3
5
』

　
　
　
（
一
〇
◎
Q
①
）
掲
載
の
植
野
建
造
氏
論
文
「
青
木
繁
作
《
わ
だ
っ
み
の
い
ろ

　
　
こ
の
宮
》
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
二
四
～
四
〇
頁
）
が
詳
細
に
わ
た
り
検
討

　
　
し
て
い
る
。
そ
の
論
文
を
読
む
限
り
、
歴
史
画
と
理
想
画
と
は
語
る
人

　
　
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
混
合
し
て
使
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

　
　
る
。
さ
ら
に
理
想
画
は
構
想
画
と
同
一
視
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
関
連
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
に
根
差
す
に
違
い
な
く
、

　
　
そ
れ
ら
し
い
根
拠
は
、
　
『
美
学
』
一
四
九
号
（
一
九
八
七
年
夏
）
に
掲

　
　
載
さ
れ
た
島
本
涜
氏
の
論
文
「
ロ
ジ
ェ
・
ド
・
ピ
ー
ル
と
十
八
世
紀

　
　
の
美
術
批
評
」
　
（
一
三
～
二
五
頁
）
が
参
考
に
な
る
。
　
フ
ェ
リ
ビ
ア

　
　
ン
は
一
七
二
五
年
に
絵
画
要
素
論
に
お
い
て
《
第
　
の
要
素
は
構
想

　
　
（
O
O
］
≦
℃
O
Q
Q
同
ω
一
〇
窯
）
に
関
係
し
ま
す
。
こ
の
操
作
は
画
家
の
想
像
力

　
　
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
構
想
は
絵
颪
に
関
す
る
す
べ

　
　
て
の
思
弁
（
9
①
o
ユ
。
）
を
含
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
画
家
は
作
品
す
べ

　
　
て
を
あ
ら
か
じ
め
精
神
の
申
で
組
み
立
て
、
制
作
に
入
る
前
に
、
そ
れ

　
　
を
完
全
に
所
有
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
》
　
（
一
六
頁
）
。
以
上
の
よ
う

　
　
な
精
神
的
価
値
の
強
調
は
ル
ブ
ラ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
理
論
に
さ
か
の
ぼ

　
　
る
（
二
四
頁
）
。
そ
の
フ
ェ
リ
ビ
ア
ン
の
言
葉
が
黒
田
の
言
葉
を
彷
彿

　
　
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
理
論
は
さ
ら
に
十
六
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

　
　
の
ア
ッ
カ
デ
ミ
ア
・
デ
ル
・
デ
ィ
セ
ー
ニ
ョ
の
理
論
と
関
連
す
る
に
違

　
　
い
な
く
、
本
稿
で
は
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
の
哲
学
的
根
拠
は
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ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
5
）
平
成
二
年
夏
の
京
都
国
立
博
物
館
に
お
け
る
講
習
会
で
の
三
輪
英
夫
氏

　
　
の
講
義
に
お
い
て
、
黒
田
た
ち
は
パ
リ
に
お
い
て
日
本
の
古
典
を
鑑
賞

　
　
す
る
会
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
は
『
平
家

　
　
物
語
』
も
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
論
文
に
お

　
　
い
て
近
日
発
表
予
定
と
聞
く
。

（
1
6
）
久
米
桂
一
郎
著
『
方
眼
美
術
論
』
、
前
掲
書
、
二
二
〇
頁
。

（
1
7
）
　
『
黒
田
清
輝
日
記
』
一
巻
、
前
掲
書
、
　
一
六
六
－
一
六
七
頁
。

（
1
8
）
　
『
近
代
日
本
洋
画
の
巨
匠
・
黒
田
清
輝
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
国
立
文

　
　
化
財
研
究
所
・
茨
城
県
近
代
美
術
館
、
平
成
元
年
、
八
四
頁
。
本
カ
タ

　
　
ロ
グ
は
黒
田
の
詳
細
な
文
献
目
録
を
掲
載
し
て
い
る
。
　
「
昔
語
り
」
の

　
　
た
め
の
習
作
は
本
カ
タ
ロ
グ
に
も
数
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
三
輪
英

　
　
夫
・
陰
里
鉄
郎
著
『
黒
田
清
．
輝
／
藤
島
武
二
』
（
集
英
社
、
昭
和
六
三

　
　
年
）
が
多
く
の
下
絵
を
掲
載
し
て
い
る
。
　
「
昔
語
り
」
を
取
り
上
げ
た

　
　
最
近
の
論
文
に
は
橋
富
博
喜
「
黒
田
清
輝
作
《
昔
語
り
》
と
《
智
・
感

　
　
・
情
》
；
そ
の
「
平
面
性
」
に
つ
い
て
一
」
　
（
『
デ
・
ア
ル
テ
』
1
号

　
　
昭
和
六
〇
年
）
が
あ
り
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
黒
田
と
の
様
式
上
の
関
係

　
　
の
再
検
討
を
喚
起
し
て
い
る
。
氏
の
論
文
の
註
は
、
　
「
昔
語
り
」
の
成

　
　
立
経
過
や
、
研
究
史
を
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
。
拙
稿
は
橋
富
氏
の
論

　
　
文
に
刺
激
さ
れ
て
、
図
像
学
的
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
ヴ
ェ
ル
フ
り
ー
ン
、
守
屋
謙
二
訳
『
古
典
美
術
』
美
術
出
版
社
、
一
九

　
　
六
二
年
、
一
二
八
1
＝
一
＝
頁
参
照
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
は
形
式
の
分

　
　
析
の
み
に
専
心
し
、
文
学
的
文
献
よ
る
解
説
を
一
切
排
除
し
よ
う
と
し

　
　
て
い
る
。

（
2
0
）
黒
田
は
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
の
第
一
回
白
馬
会
展
に
「
昔
語

　
　
り
」
の
構
図
下
絵
を
含
む
合
計
三
二
点
の
作
品
を
出
品
し
た
。
黒
田
の

　
　
東
京
美
術
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
白
瀧
幾
之
助
の
「
稽
古
」
や
和
田
英

　
　
作
の
「
渡
頭
の
夕
暮
」
は
共
に
「
昔
語
り
」
に
触
発
さ
れ
て
一
八
九
七

　
　
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
風
俗
画
と
し
て
の
特
質
を
見
事
に

　
　
示
し
て
い
る
。
　
『
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
・
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
名
作

　
　
展
』
カ
タ
ロ
グ
（
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
2
1
）
こ
れ
ら
の
図
版
に
関
し
て
は
H
・
フ
ォ
ン
・
ア
イ
ネ
ム
著
、
神
林
．
武

　
　
藤
訳
『
ド
イ
ツ
近
代
絵
画
史
』
　
（
岩
崎
美
術
出
版
、
一
九
八
五
年
）
を

　
　
参
照
。
本
書
の
一
九
｝
図
の
ヘ
ス
の
絵
画
「
パ
ル
ナ
ソ
ス
」
の
画
面
右

　
　
に
は
背
中
を
見
せ
て
抱
き
合
う
女
性
二
人
が
い
る
し
、
一
四
三
図
の
コ

　
　
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
「
賢
明
な
処
女
と
愚
か
な
処
女
」
で
も
画
面
右
に
抱
き

　
　
合
う
男
女
が
い
る
。
ロ
ー
マ
で
制
作
さ
れ
た
一
四
六
図
の
「
ヨ
セ
ブ
の

　
　
夢
占
い
」
は
う
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
ロ
ジ
ア
の
天
井
画
が
手
本
に
な
っ
て

　
　
い
る
。

（
留
）
と
三
騨
8
丙
冨
く
詳
肉
愚
足
囲
ミ
§
ミ
肺
§
蹴
ミ
偽
§
讐
ミ
ト
§
ミ
嵩
㌣

　
　
§
ミ
幸
O
§
ミ
薫
㌔
養
ミ
8
寓
8
ぼ
σ
q
導
噛
這
。
。
ρ
℃
や
一
U
U
占
U
鈴
本
書

　
　
で
は
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
画
が
共
和
制
の
理
念
を
い
か
に
表
明
し
て
い

　
　
る
か
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
O
h
乏
舞
曾
ヨ
罫
。
さ
曇
・
§

（
2
4
）
　
『
バ
ル
セ
ロ
ナ
特
別
美
術
展
』
カ
タ
ロ
グ
（
横
浜
美
術
館
、
一
九
九
〇

　
　
年
）
図
7
参
照
。
　
「
ピ
エ
レ
ッ
ト
の
結
婚
」
中
で
老
団
長
と
の
結
婚
式

　
　
を
あ
げ
る
恋
人
を
祝
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ピ
エ
レ
ッ
ト
の
悲
し
み
を
表
現

　
　
す
る
た
め
に
、
ピ
カ
ソ
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
所
蔵
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
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（
2
5
）

作
「
反
逆
の
奴
隷
」
の
苦
悩
に
み
ち
た
ポ
ー
ズ
を
利
用
す
る
こ
と
は
十

分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

「
サ
ン
タ
ン
バ
ン
ク
の
一
家
」
の
た
め
の
習
作
が
モ
ス
ク
ワ
の
プ
ー
シ

キ
ン
美
術
館
に
あ
る
が
、
そ
の
習
作
段
階
で
は
競
馬
が
背
景
に
描
か
れ

場
所
を
特
定
で
き
る
家
屋
が
見
え
て
い
た
。
さ
ら
に
完
成
作
品
に
お
け

る
背
中
を
見
せ
た
若
い
軽
業
師
は
、
習
作
に
お
い
て
は
背
中
を
み
せ
た

旅
姿
の
男
で
あ
っ
た
し
、
右
側
に
は
女
性
の
姿
は
な
か
っ
た
。
そ
の
旅

芸
人
た
ち
の
団
長
ら
し
い
人
物
が
若
い
軽
業
師
に
代
わ
り
、
背
景
が
荒

涼
と
し
た
平
原
に
変
化
し
た
と
き
、
「
サ
ル
タ
ン
バ
ン
ク
の
一
家
」
は
、

地
誌
的
記
録
的
意
味
を
失
い
、
人
間
の
永
遠
の
状
況
を
表
現
す
る
絵
画

に
変
貌
し
、
常
識
的
説
明
を
排
除
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
習

作
に
つ
い
て
は
、
O
』
o
ロ
母
E
ρ
空
ミ
§
遷
絶
q
I
這
題
噛
O
p
乾
。
σ
q
ロ
⑦

邑
の
。
毒
①
伽
匹
①
一
、
O
国
享
器
で
鉱
三
獅
Z
。
口
。
冨
け
。
一
殖
Q
。
巳
馨
り
一
り
。
。
。
。
り

℃
』
①
9
を
参
照
。

　
追
記
　
　
本
稿
は
、
平
成
元
年
度
科
学
研
究
費
一
般
研
究
（
C
）
の
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
黒
田
と
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
研
究
に
お
い
て
内
外
の
資
料
を

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
東
京
文
化
財
研
究
所
室
長
三
輪
英
夫
氏
及
び
久
留
米
の

石
橋
美
術
館
学
芸
員
橋
富
博
喜
氏
に
感
謝
し
た
い
。

一
西
洋
文
化
講
座
助
教
授
1


