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英

　

彫
刻
・
絵
画
を
問
わ
ず
、
中
世
肖
像
の
造
形
表
現
に
関
心
を
寄
せ
る
評
者
と
し
て
は
、
非
常
に

魅
力
的
な
書
名
に
惹
か
れ
て
本
書
の
扉
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
最
初
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て

お
く
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

緒　

言
︱
鎌
倉
時
代
肖
像
画
研
究
序
説

　

序　

章　

絵
巻
物
か
ら
肖
像
画
へ
︱
変
革
期
の
日
本
美
術

　

第
Ⅰ
部　

絵
巻
物
に
見
る
転
換
の
諸
相
︱
院
政
期
美
術
の
背
景

　
　

第
（
章　

神
仙
山
水
と
し
て
の
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」

　
　

第
（
章　

絵
画
と
の
対
面
の
感
覚

　
　
　
　
　
　

︱
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
・
延
喜
加
持
巻
」
剣
の
護
法
の
場
に
つ
い
て

　
　

第
（
章　

国
家
の
神
話
と
し
て
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」

　

第
Ⅱ
部　

似
絵
考
︱
徳
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
肖
像

　
　

第
（
章　

似
絵
以
前
の
平
安
貴
族
の
肖
像
観
︱
呪
詛
論
を
こ
え
て

　
　

第
（
章　

生
身
性
と
肖
似
性
︱
肖
像
表
現
の
基
礎
概
念
と
院
政
期
の
肖
像
表
現

　
　

第
（
章　

似
絵
と
尚
歯
会
図
︱
似
絵
の
起
源

　
　

第
（
章
「
似
絵
詞
」
に
見
る
似
絵
︱
源
流
・
名
付
け
・
概
念

　
　

第
（
章　

似
絵
の
時
期
区
分
︱
「
似
絵
詞
」
を
中
心
に

　
　

第
（
章　

初
期
似
絵
か
ら
中
期
似
絵
へ
︱
「
中
殿
御
会
図
」
に
つ
い
て

　
　

第
（0
章　

後
期
の
似
絵
︱
「
天
皇
摂
関
御
影
」
に
つ
い
て

　
　

補
論　

東
ア
ジ
ア
肖
像
画
の
標
準
︱
「
元
人
名
賢
四
像
図
巻
」
に
つ
い
て

　

第
Ⅲ
部
「
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
考
︱
華
厳
思
想
の
表
象
と
し
て
の
肖
像

　
　

第
（（
章　

造
形
の
特
徴
と
宋
画
の
摂
取
（
（
）

　
　
　
　
　
　

︱
構
図
法
を
中
心
に

　
　

第
（（
章　

造
形
の
特
徴
と
宋
画
の
摂
取
（
（
）

　
　
　
　
　
　

︱
空
間
の
組
み
立
て
・
彩
色
・
筆
線
な
ど
を
中
心
に

　
　

第
（（
章　

東
ア
ジ
ア
的
な
図
像
の
伝
統
︱
主
題
を
巡
る
考
察
（
（
）

　
　

第
（（
章　

華
厳
の
思
想
的
実
践
と
し
て
の
肖
像
画
︱
主
題
を
巡
る
考
察
（
（
）

　
　

補
論　

多
様
な
肖
像
世
界
︱
「
明
恵
上
人
像
（
披
講
像
）」
に
つ
い
て

　

結　

語

　

そ
の
書
名
か
ら
、
第
Ⅱ
部
（
似
絵
考
）
と
第
Ⅲ
部
（「
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
考
）
が
論
述
の

中
心
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、そ
の
第
Ⅰ
部
に
絵
巻
物
論
を
置
く
と
こ
ろ
に
、

著
者
で
あ
る
伊
藤
大
輔
氏
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
一
つ
の
特
色
が
あ
る（
三
四
七
頁
）。
も
と
よ
り
、

三
部
に
分
か
れ
て
収
録
さ
れ
る
論
文
数
を
思
え
ば
、
そ
の
書
名
と
相
ま
っ
て
第
Ⅱ
部
が
本
書
の
中

心
で
あ
る
こ
と
は
十
分
窺
え
よ
う
。
自
ず
と
本
書
評
に
お
け
る
内
容
へ
の
言
及
も
第
Ⅱ
部
を
中
心

に
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
の
絵
巻
物
は
、
平
安
時
代
の
線
描
主
義
の
説
話

絵
巻
と
し
て
双
璧
を
な
す
と
伊
藤
氏
が
認
識
す
る
（
三
四
七
頁
）「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
と
「
伴
大

納
言
絵
巻
」
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
絵
巻
物
と
い
う
と
き
、
他
に
も
著
名
な
作
例
が
現
存
す
る
の

も
事
実
で
あ
る
。
氏
が
、
上
述
の
二
作
例
を
考
察
の
中
心
と
す
る
の
も
、
あ
く
ま
で
第
Ⅱ
部
（
似

絵
考
）
へ
の
導
入
を
目
論
む
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
は
後
者
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
上
述
の
絵
巻
物
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
う
え
で
、
伊
藤
氏
の
立
脚
点
を
確
認
し
て
お
く

と
、
氏
は
絵
巻
の
制
作
に
つ
い
て
、
単
な
る
逸
話
の
再
現
で
は
な
く
、
社
会
に
対
し
て
何
か
を
語

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
間
の
根
源
的
か
つ
実
存
的
な
表
現
欲
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
捉
え
て

い
る
（
一
五
頁
）。
こ
と
に
院
政
期
の
絵
巻
に
は
、
災
厄
や
暴
力
な
ど
、
ど
こ
か
不
穏
で
闘
争
的

な
要
素
に
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
（
九
頁
）、
社
会
に
通
底
す
る
闘
争
的
で
殺
伐
と
し
た
気
分

が
存
在
の
不
安
を
掻
き
立
て
、
こ
の
困
難
な
生
を
生
き
て
行
く
う
え
で
何
か
を
語
り
出
さ
ず
に
は

中
世
形
成
期
に
お
け
る
絵
画
の
思
想
的
深
層
』
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い
ら
れ
な
い
と
い
う
根
源
的
で
実
存
的
な
表
現
欲
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
認
識
す
る
（
一

一
頁
）。
そ
し
て
、
王
権
（
後
白
河
院
）
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
、
武
家
勢
力

の
成
長
に
と
も
な
う
権
力
の
多
元
化
、
経
済
基
盤
確
保
へ
の
競
争
、
宗
教
勢
力
の
抵
抗
の
影
響
に

よ
る
王
権
の
動
揺
と
、
そ
の
反
映
を
見
て
と
っ
て
い
る
（
七
二
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
」
は
、
同
じ
線
描
主
義
の
説
話
絵
巻
で
あ
り
な
が
ら
、
人
と
人
、
人
と
世
界
は
親
和
的

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仏
教
的
な
厭
世
観
や
無
常
観
が
見
ら
れ
な
い
点
（
三
〇
頁
）
に
お
い
て
、「
伴

大
納
言
絵
巻
」
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
健
全
で
暗
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
現
世
主
義
の
横
溢
が

作
中
に
窺
え
る
の
も
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
が
出
現
し
た
世
相
よ
り
遡
っ
た
時
期
の
制
作
ゆ
え
で

あ
ろ
う
と
す
る
（
二
六
～
二
七
頁
）。

　

一
方
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
、
周
知
の
通
り
、
出
世
の
野
望
を
描
い
た
伴
大
納
言
の
陰
謀
が

破
綻
し
て
夢
敗
れ
る
物
語
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
詞
書
の
う
ち
に
、
藤
原
良
房
の
諫
言
と
そ
れ
に
応

え
た
清
和
天
皇
の
政
治
的
な
判
断
に
よ
っ
て
源
信
が
罪
せ
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
こ
と
、
お
よ
び
、
讒

言
を
受
け
た
源
信
が
自
ら
の
無
実
を
訴
え
た
天
道
に
よ
り
、
そ
の
無
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に

着
目
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
は
源
信
の
罪
が
許
さ
れ
る
過
程
で
同
時
並
行
的
に
進
行
す
る
。

し
た
が
っ
て
絵
巻
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
世
の
道
理
を
導
く
天
道
の
意
志
に
よ
っ
て
天
皇
と

朝
廷
の
実
力
者
の
政
治
判
断
が
も
た
ら
さ
れ
、
源
信
は
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
（
六
八
頁
）、

つ
ま
る
と
こ
ろ
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
、
儒
教
的
正
義
の
具
体
化
と
し
て
の
聖
人
君
子
に
よ
る
法

と
徳
に
基
づ
い
た
政
治
が
協
働
す
る
律
令
政
治
本
来
の
理
想
的
為
政
者
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
絵
巻
の
鑑
賞
者
に
訴
え
か
け
る
も
の
と
認
識
す
る
（
緒
言
ⅶ
）。
そ
の
こ
と
は
、
為

政
者
側
の
自
己
意
識
の
な
せ
る
業
で
あ
り
、
王
権
周
辺
に
お
け
る
こ
の
自
己
意
識
こ
そ
、
自
己
表

象
で
あ
る
肖
像
画
制
作
に
や
が
て
向
か
う
と
の
所
見
を
示
し
て
（
一
五
頁
）、
Ⅱ
部
へ
と
論
述
を

繫
い
で
い
る
。
こ
の
点
に
伊
藤
氏
独
自
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
観
、
ひ
い
て
は
、
院
政
期
絵
巻
物

観
を
窺
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
「
似
絵
」
論
が
七
章
に
亘
っ
て
展
開
す
る
。
冒
頭
（
第
（
章
）
で
氏
が
俎
上
に
あ
げ

る
の
は
、
藤
原
隆
信
に
よ
る
「
似
絵
」
が
登
場
す
る
ま
で
の
貴
族
は
、
呪
詛
を
恐
れ
て
肖
像
画
を

制
作
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
赤
松
俊
秀
の
呪
詛
論
（
同
「
鎌
倉
文
化
」『
岩
波
講
座
日
本
歴

史
五
』
中
世
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
疑
念
で
あ
る
。

　

伊
藤
氏
は
、
は
た
し
て
本
当
に
似
絵
登
場
以
前
の
平
安
貴
族
達
は
肖
像
制
作
を
禁
忌
と
し
て
、

自
ら
の
肖
像
を
ま
っ
た
く
作
ら
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
（
七
七
頁
）
と
自
問
自
答
す
る
。
こ
の
疑

念
の
底
流
に
は
、
赤
松
俊
秀
が
指
摘
し
た
「
似
絵
」
登
場
以
前
の
平
安
貴
族
に
は
自
己
表
象
に
対

す
る
主
体
性
が
欠
如
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
念
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
伊
藤

氏
は
呪
詛
論
を
排
斥
す
る
こ
と
で
、個
別
の
作
品
が
成
立
し
て
き
た
状
況
と
照
ら
し
あ
わ
せ
つ
つ
、

何
故
、「
似
絵
」
と
い
う
特
定
の
様
式
性
を
持
っ
た
肖
像
が
描
か
れ
る
に
至
っ
た
か
、
そ
こ
に
何

が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
を
目
指
し
て
、「
似
絵
」
論
を
立
ち
上
げ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
安
貴
族
の
肖
像
画
の
具
体
的
作
例
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
関
係
文
献
も
極
め

て
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
伊
藤
氏
が
改
め
て
着
目
す
る
の
は
、『
長
秋
記
』

大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
七
月
八
日
条
の
、
白
河
上
皇
の
葬
送
儀
礼
に
際
し
、
当
時
の
習
慣
に
従

っ
て
近
親
者
が
上
皇
の
棺
に
入
れ
よ
う
と
し
た
「
形
代
（
か
た
し
ろ
）」
を
め
ぐ
る
言
説
に
あ
る
。

氏
は
、
入
棺
時
の
形
代
が
近
親
者
の
死
に
際
し
て
、
見
送
る
人
々
の
身
代
り
と
し
て
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
確
認
す
る
（
七
九
頁
）。
ち
な
み
に
、
貴
族
間
に
お
け
る
こ
の
風
習
が
決
し
て
特
殊
で

な
い
こ
と
を
、氏
は
、同
様
の
事
例
が
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
十
五
日
条
、『
定

家
朝
臣
記
』
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
六
月
十
五
日
条
、『
中
右
記
』
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
四

月
四
日
条
な
ど
に
見
出
し
得
る
こ
と
に
傍
証
を
求
め
て
い
る
（
七
九
～
八
〇
頁
）。
ま
た
、
入
棺
用

の
人
形
を
「
あ
ま
が
つ
（
天
児
）」
と
称
す
る
事
例
が
『
左
経
記
』
所
収
の
『
類
聚
雜
例
』
長
元

九
年
（
一
〇
三
六
）
四
月
二
十
二
日
条
や
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
七
月
二
十
七
日

条
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
及
ん
で
い
る（
八
〇
頁
）。
そ
し
て
、こ
れ
ら
入
棺
時
の「
か
た
し
ろ
」、

「
ひ
と
が
た
」
に
「
似
絵
」
以
前
に
も
貴
族
が
制
作
し
た
肖
像
の
一
端
を
認
め
、
そ
れ
が
像
主
の

意
思
の
下
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
及
ん
で
、
必
ず
し
も
貴
族
間
で
肖
像
の
制
作
が
厳
し
い
禁
忌
に

は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
八
十
一
頁
）。
加
え
て
、
当
時
、
貴
族
が
近
親
者
の

死
に
際
し
て
、「
か
た
し
ろ
」、「
ひ
と
が
た
」
の
類
を
棺
の
中
に
納
入
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
納

入
を
行
う
像
主
が
生
き
て
い
れ
ば
自
己
の
肖
像
制
作
は
自
ら
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
う
し
て
出
来
あ
が
っ
た
「
か
た
し
ろ
」、「
ひ
と
が
た
」（
そ
れ
ら
を
氏
は
肖
像
と
同
種
の
も

の
と
み
な
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
）
を
一
旦
、
納
棺
し
て
し
ま
え
ば
呪
詛
の
道
具
と
し
て
他
者
に
悪

用
さ
れ
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る
（
八
三
～
八
四
頁
）。
そ
こ
か
ら

窺
え
る
平
安
貴
族
の
肖
像
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
、
赤
松
俊
秀
が
示
し
た
そ
れ
よ
り
も
柔
軟
で
あ
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り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
窺
え
る
平
安
貴
族
の
肖
像
は
、
描
写
の
肖
似
性
よ
り
も
、
身

体
の
代
理
と
し
て
の
機
能
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
平
安
貴
族
の
肖
像
観
の
特
色
が
あ
る
と

す
る
（
八
三
頁
）。

　

た
だ
し
、
評
者
は
、
こ
の
章
を
読
ん
だ
と
き
、
平
安
貴
族
が
身
代
り
と
し
て
入
棺
す
る
「
か
た

し
ろ
」、「
ひ
と
が
た
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肖
像
そ
の
も
の
と
扱
う
こ
と
に
戸
惑
い
を
覚
え
た
の

も
事
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、氏
が
提
示
し
た
『
長
秋
記
』
当
該
条
に
よ
れ
ば
、形
代
は
「
黄
檗
」

製
の
「
五
寸
人
形
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
一
方
、『
兵
範
記
』
当
該
条
に
あ
ら
わ
れ
た
「
あ

ま
が
つ
（
阿
摩
加
津
）」
も
「
長
四
寸
許
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、い
ず
れ
も
非
常
に
小
さ
い
う
え
に
、

ど
こ
ま
で
、
そ
れ
ら
に
貴
族
の
肖
像
の
投
影
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
文
字
通
り
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
「
か
た
し
ろ
」「
ひ
と
が
た
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
肖
像
と
同
一
に
扱
お
う
と
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
禁
じ
得
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
伊
藤
氏
は
こ
の
評
者
の
抱
い
た
違
和
感
に
対
し
て
用
意
周
到
に
第
（
章
の
な

か
で
応
え
て
い
る
。
第
（
章
の
標
題
に
み
え
る
「
生
身
性
」
と
は
、
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
思

慕
の
念
を
向
け
る
相
手
の
代
替
物
と
し
て
の
機
能
」
の
こ
と
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
肖
像
は
ま
さ

し
く
「
像
主
の
生
き
た
身
体
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
」（
八
七
頁
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
伊
藤
氏
が

留
意
す
る
の
は
、
愛
し
い
と
思
う
人
の
欠
乏
（
つ
ま
り
不
在
）
と
、
愛
し
い
と
思
う
人
へ
の
求
愛

の
強
い
感
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、「
外
形
が
概
念
的
な
形
態
に
還
元
さ
れ
る
方
向
」
に
あ
る
人
形

は
も
と
よ
り
遺
髪
や
形
見
の
品
で
あ
っ
て
も
目
指
す
相
手
の
代
替
品
と
な
り
得
る
点
に
あ
る
（
同

頁
）。
し
か
も
、
氏
が
注
意
を
促
す
の
は
、
そ
こ
に
は
肖
像
の
本
質
で
あ
る
外
形
の
相
似
性
（
氏

は
こ
れ
を
「
肖
似
性
」
と
呼
ぶ
）
を
消
滅
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
、
確
か
に
、
遺
髪
や
形
見
の
品

そ
の
も
の
に
は
思
い
び
と
の
外
形
の
「
肖
似
性
」
は
介
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
氏
が
言
う
よ

う
に
「
生
身
性
」
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、「
肖
似
性
」
は
深
く
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
八

八
頁
）。
そ
し
て
、そ
の
こ
と
こ
そ『
栄
花
物
語
』に
言
及
の
あ
る
一
条
院
の
肖
像
画
に
つ
い
て
、「
似

さ
せ
た
ま
は
ね
ど
」
追
慕
の
よ
す
が
と
な
り
得
た
と
記
さ
れ
た
こ
と
と
照
応
す
る
で
あ
ろ
う
と
す

る
（
九
十
頁
）。
つ
ま
り
、
外
形
の
「
肖
似
性
」
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
ず
、
肖
像
に
対
す
る
関

心
の
焦
点
は
、
専
ら
「
生
身
性
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
氏
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
か
ら
言

え
ば
、
前
章
に
お
い
て
貴
族
が
自
ら
の
身
代
り
と
し
て
棺
の
中
に
納
め
る
「
か
た
し
ろ
」、「
ひ
と

が
た
」
に
、
貴
族
の
外
形
の
相
似
性
（
肖
似
性
）
は
な
く
と
も
、
代
替
機
能
と
し
て
の
「
生
身
性
」

は
、
と
も
な
っ
て
お
り
、
伊
藤
氏
が
こ
れ
を
平
安
貴
族
の
肖
像
の
範
疇
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
も
、
ひ
と
ま
ず
の
理
解
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
玉
葉
』
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
九
月
九
日
条
に
続
く

十
二
月
七
日
条
に
記
す
と
こ
ろ
の
、
最
勝
光
院
の
御
所
障
子
絵
に
、
建
春
門
院
と
後
白
河
院
の
行

啓
・
御
幸
と
い
う
行
列
の
盛
儀
が
画
題
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
こ
に
参
列
し
た
貴
族
た
ち
を
描
く

に
あ
た
っ
て
、
面
貌
の
描
出
に
は
、
当
代
似
絵
師
・
藤
原
隆
信
が
登
用
さ
れ
た
こ
と
に
及
ぶ
。
そ

の
際
、
九
条
兼
実
は
自
ら
の
肖
像
が
描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
何
故
喜
ん
だ
か
、
伊
藤
氏
は
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
一
つ
の
見
解
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
に
は
男
女

を
問
わ
ず
身
体
的
特
徴
（
個
体
差
）
に
対
し
て
は
否
定
的
な
価
値
観
が
あ
り
（
九
四
頁
）、
各
人
の

身
体
的
個
別
性
や
個
性
的
特
徴
を
描
こ
う
と
す
る
肖
像
画
に
対
し
て
忌
避
感
を
持
ち
得
た
こ
と
を

看
破
し
、
兼
実
の
忌
避
こ
そ
、
赤
松
俊
秀
が
指
摘
す
る
よ
う
な
呪
詛
へ
の
恐
怖
で
は
な
く
、
当
時
、

否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
た
個
性
の
描
写
と
い
う
「
似
絵
」
の
肖
似
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
結
論

し
て
い
る
（
九
五
頁
）。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
勝
光
院
の
御
所
障
子
絵
に
建
春
門
院
と
後
白
河
院
の

行
啓
・
御
幸
の
図
と
い
う
宮
廷
行
事
を
主
題
と
す
る
「
行
事
絵
」
の
な
か
で
、
当
代
の
「
似
絵
」

師
・
藤
原
隆
信
を
登
用
し
て
ま
で
、
行
列
の
盛
儀
に
参
列
し
た
貴
族
た
ち
の
面
貌
を
描
か
せ
た
点

に
、「
似
絵
」
の
発
生
に
お
い
て
、
公
的
な
性
格
が
付
帯
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
九
八
頁
）。

し
か
も
、「
行
事
絵
」
を
制
作
す
る
目
的
に
つ
い
て
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
年
中
行
事
の
う
ち
に
、

前
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
の
正
統
性
の
継
承
意
識
と
既
存
の
権
力
機
構
が
作
る
社
会
秩
序
の
安
定

を
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ
と
に
求
め
て
お
り
、
そ
れ
が
な
し
得
た
の
も
帝
徳
の
発
揮
に
拠
る
安
定

し
た
治
世
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
の
徳
治
を
目
に
見
え
る
形
で
提
示
す
べ
く
、「
行
事
絵
」
と
し
て
制

作
が
な
さ
れ
る
な
か
で
「
似
絵
」
が
貴
族
の
肖
像
表
現
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
と
の
指
摘
に
至
っ

て
い
る
（
一
九
頁
）。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
藤
原
隆
信
が
「
似
絵
」
の
名
手
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
上
述
の
最
勝
光

院
の
御
所
障
子
の
制
作
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
隆
信
が
「
似
絵
」
の
名
手
と
し
て
既
に
世

に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
伊
藤
氏
は
、
隆
信
の
「
似
絵
」
の
画
業

が
ど
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
続
く
第
（
章
で
明
ら
か
に
す
る
。
章
の
副
題
に
明

示
す
る
よ
う
に
、
氏
は
、
隆
信
の
画
業
と
し
て
の
「
似
絵
」
の
起
源
を
「
尚
歯
会
図
」
に
求
め
て
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。

　

こ
の
尚
歯
会
と
は
、
唐
・
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
三
月
に
白
居
易
が
行
っ
た
老
徳
を
寿
ぐ
会
に

起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
会
の
開
催
を
記
念
し
て
出
席
し
た
白
居
易
を
含
む
七
人
に
、

白
居
易
の
友
二
人
を
含
め
た
「
九
老
図
」
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
伊
藤
氏
は
着
目
す
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
が
「
尚
歯
会
図
」
で
あ
る
（
一
〇
三
頁
）。
こ
れ
を
先
蹤
と
し
て
、
中
国
だ
け
で
な
く

日
本
で
も
、
功
成
り
名
遂
げ
た
文
人
が
自
適
の
生
活
に
入
っ
て
互
い
に
寿
徳
を
称
え
あ
う
尚
歯
会

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
と
に
日
本
に
お
け
る
記
録
の
上
で
は
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
三
月
の
大
納

言
南
淵
年
名
尚
歯
会
を
初
見
と
し
て
平
安
末
期
ま
で
に
五
回
の
開
催
が
確
認
で
き
る
と
い
う
（
一

〇
三
～
一
〇
四
頁
）。
し
か
も
、
元
慶
元
年
の
第
一
回
に
お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
尚
歯
会
開
催
に

際
し
て
描
か
れ
た
「
尚
歯
会
図
」
が
日
本
に
送
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
『
本
朝
文
粋
』
所
収

の
菅
原
是
善
の
詩（
巻
九「
暮
春
南
亜
相
山
庄
尚
歯
会
詩
）か
ら
確
認
し
、第
二
回
の
安
和
二
年（
九

六
九
）
の
大
納
言
藤
原
在
衡
の
粟
田
山
荘
尚
歯
会
の
開
催
に
際
し
て
は
、
参
加
者
の
肖
像
を
各
々

一
張
ず
つ
に
描
き
、屛
風
に
仕
立
て
た
も
の
が
制
作
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
及
ん
で
い
る（
一

〇
四
頁
）。
そ
し
て
、
尚
歯
会
の
第
三
回
以
降
の
開
催
に
は
隆
信
周
辺
の
人
物
が
関
係
し
て
お
り
、

前
例
に
倣
い
「
尚
歯
会
図
」
が
描
か
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
作
に
隆
信
が
関
わ
っ
て
い
た

可
能
性
を
氏
は
想
定
し
て
い
る
（
一
〇
八
頁
）。

　

そ
の
「
尚
歯
会
図
」
の
中
国
に
お
け
る
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
う
に
足
る

作
例
と
し
て
、
氏
は
北
宋
の
肖
像
図
巻
で
あ
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
他
が
所
蔵
す
る
「
睢
陽

五
老
図
巻
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
美
術
館
の
「
元
人
名
賢
四
像
図
巻
」
な
ど
を
提

示
し
、「
尚
歯
会
図
」
の
系
譜
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
ら
に
時
代
を
超
え

た
普
遍
的
な
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
肖
像
画
の
標
準
を
認
め
る
と
と
も
に
、
隆
信
が
関
与
し
て
制
作

し
た
で
あ
ろ
う
「
尚
歯
会
図
」
の
肖
像
画
様
式
、ひ
い
て
は
「
似
絵
」
の
起
源
を
求
め
て
い
る
（
一

一
三
頁
）。

　

そ
し
て
、
第
（
章
で
は
、「
似
絵
」
が
中
国
の
「
尚
歯
会
図
」
を
源
流
と
し
、
平
安
貴
族
た
ち

の
尚
歯
会
の
受
容
を
通
じ
て
、「
似
絵
」
が
定
着
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
章
の
指
摘
を

別
の
視
点
か
ら
補
強
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
第
（
章
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
盛
期
に
お

け
る
「
似
絵
」
の
制
作
と
受
容
に
つ
い
て
、当
事
者
で
あ
る
宮
廷
貴
族
の
認
識
の
あ
り
よ
う
を
「
似

絵
詞
」
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
の
「
似
絵
詞
」
と
は
、「
似
絵
」、
詩
、
和
歌
、
能
書
、
音
楽
、
神
楽
、
競
馬
、
説
法
と
い
う

八
つ
の
技
芸
を
扱
っ
た「
現
存
八
絶
図
巻
」の
肖
像
画
巻
の
詞
書
の
部
分
で
あ
り
、現
存
の
そ
れ
は
、

そ
の
詞
書
の
み
が
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
、
そ
の
詞
書
の
分
折
か
ら
、
後
堀
河
院
が

そ
の
院
政
期
（
一
二
三
二
～
三
四
）
に
「
似
絵
」
の
名
手
・
藤
原
信
実
（
隆
信
子
息
）
と
当
代
漢
学

の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
菅
原
為
長
に
制
作
を
命
じ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
制
作
が
推
進
さ
れ
、
そ
の
際
、

『
歴
代
名
画
記
』
に
お
け
る
中
国
・
呉
の
時
代
の
八
絶
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
漢
の
文
脈
か
ら
優
れ

た
わ
が
国
当
代
の
技
芸
者
の
肖
像
画
巻
を
描
い
た
も
の
と
推
定
す
る
（
一
二
四
頁
）。
こ
こ
で
「
似

絵
」
の
語
彙
の
初
出
が
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
『
吾
妻
鏡
』
の
「
関
東
射
手
似
絵
」
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、後
堀
河
院
政
期
の
「
似
絵
詞
」
の
制
作
の
方
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
、「
似
絵
」

の
概
念
の
成
立
も
十
年
遡
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
す
る
（
一
一
八
頁
）。

　

そ
の
「
似
絵
詞
」
の
詞
書
の
「
似
絵
」
の
項
で
は
、「
当
世
之
画
聖
」
と
位
置
づ
け
る
藤
原
信

実
の
画
業
を
白
居
易
の
業
績
と
結
び
付
け
て
述
べ
る
こ
と
自
体
に
、「
似
絵
」
が
白
居
易
が
は
じ

め
た
尚
歯
会
の
「
尚
歯
会
図
」
と
関
わ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
一
頁
）。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
似
絵
詞
」
で
は
、
当
代
八
人
の
技
芸
者
を
取
り
上
げ
（
上
述
）、
儒
教
的
礼

教
主
義
の
理
念
に
則
っ
て
優
れ
た
技
芸
の
持
ち
主
を
顕
彰
す
る
と
と
も
に
、
優
秀
な
人
材
を
輩
出

し
た
当
今
の
御
代
を
寿
ぐ
と
こ
ろ
か
ら
、
制
作
に
は
、
天
意
に
適
っ
た
当
代
の
宮
廷
政
治
を
礼
賛

す
る
意
図
が
根
底
に
あ
っ
た
と
氏
は
指
摘
し
て
い
る
（
一
四
三
～
一
四
四
頁
）。

　

と
こ
ろ
で
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
の
最
勝
光
院
の
御
所
障
子
絵
に
お

い
て
藤
原
隆
信
が
貴
族
の
面
貌
を
描
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
世
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
「
似
絵
」
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
隆
信
以
降
、
七
世
代
・
一
八
〇
年
に
わ
た
っ
て
家
業
と
し
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
一
三
七
頁
）。
た
だ
し
、
政
治
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
「
似
絵
」
の
様
相
も
変
貌
を
遂

げ
て
お
り
（
一
三
七
頁
）、
第
（
章
で
は
、「
似
絵
」
の
歴
史
に
お
け
る
変
化
の
相
に
着
目
し
つ
つ
、

前
期
、
中
期
、
後
期
の
時
代
区
分
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
社
会
思
潮
と
結
び
つ
き
な
が
ら

展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
氏
は
、
後
堀
河
院
政
期
（
一
二
三
二
～
三
四
）
に
成
立
し
た
上
述
の
「
似
絵
詞
」

に
指
標
を
求
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
前
後
し
て
記
録
に
あ
ら
わ
れ
た
「
似
絵
」
作
品
を
列
挙
し

て
い
る
。
そ
し
て
列
挙
し
た
事
例
が
、天
福
元
年
（
一
二
三
二
）
の
九
条
基
家
撰
『
三
十
六
歌
仙
図
』

（『
明
月
記
』）
や
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
『
関
東
射
手
似
絵
』（『
吾
妻
鏡
』）
に
端
的
に
あ
ら
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わ
れ
る
よ
う
に
、技
芸
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
注
意
す
る（
一
三
九
頁
）。
加
え
て
、こ
の
技
芸
を「
似

絵
」
の
主
題
と
す
る
傾
向
は
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
頃
の
「
公
家
列
影
図
」
の
直
前
ま
で
と

見
切
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
一
つ
の
画
期
を
求
め
て
い
る
（
一
四
五
頁
）。
し
か
も
、「
公
家
列
影
図
」

以
前
の
「
似
絵
」
で
は
、
理
念
性
を
強
め
、
具
象
的
な
要
素
を
捨
象
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
そ

の
一
つ
が
環
境
的
な
要
素
（
場
面
）
を
排
除
し
た
列
影
形
式
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
が
白

描
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
と
認
識
す
る
（
一
五
二
頁
）。
い
う
ま
で
も
な
く
「
似
絵
」
の
名
手
・
藤

原
信
実
が
活
躍
す
る
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
前
後
に
あ
っ
て
は
「
似
絵
」
は
別
の
語
り
口
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
氏

は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
信
実
の
父
・
藤
原
隆
信
活
躍
の
時
代
の
「
似
絵
」
は
、「
行
事
絵
」

と
い
う
具
体
性
の
あ
る
主
題
が
中
心
で
あ
り
、
様
式
も
東
ア
ジ
ア
絵
画
を
底
流
と
す
る
着
色
人
物

画
を
、「
尚
歯
会
図
」
を
通
じ
学
び
取
り
、
画
面
形
式
に
お
い
て
は
、
無
背
景
の
列
影
的
に
描
く

も
の
と
、
具
体
的
な
環
境
（
場
面
）
描
写
を
と
も
な
っ
た
「
行
事
絵
」
に
近
い
形
式
で
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
る
（
一
五
一
、
一
五
二
頁
）。

　

一
方
、
信
実
以
降
の
「
似
絵
」
は
、
象
徴
的
理
念
か
ら
脱
し
、
主
題
性
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で

の
文
人
的
徳
目
と
は
結
び
つ
か
ず
、
白
描
が
放
棄
さ
れ
、
描
写
的
な
要
素
で
あ
る
色
彩
が
復
活

す
る
と
い
う
（
一
五
三
頁
）。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
を
端
的
に
示
す
の
が
上
述
の
「
公
家
列
影
図
」

で
あ
り
、
続
く
「
天
皇
摂
関
御
影
」、「
天
子
摂
関
御
影
」
に
至
っ
て
は
完
全
な
着
色
画
へ
と
展
開

す
る
こ
と
で
「
似
絵
」
は
具
体
的
な
描
写
性
へ
と
接
近
し
、
そ
の
こ
と
で
独
自
の
表
現
を
失
い
、

終
焉
を
迎
え
る
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
（
一
五
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、「
似
絵
」
の
時

代
を
、
藤
原
信
実
の
活
動
期
を
境
に
前
・
後
に
分
か
ち
、「
初
期
似
絵
」、「
中
期
似
絵
」、「
後
期

似
絵
」
と
称
す
る
区
分
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
描
か
れ
た
題
材
を
か
ん
が
み
て
、「
似
絵
」
こ

そ
は
、
本
来
、
徳
治
の
思
想
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
語
り
口
は
「
初
期
似
絵
」
の
題
材

が
「
行
事
絵
」
を
専
ら
と
す
る
「
事
実
的
な
も
の
」
か
ら
、「
中
期
似
絵
」
で
は
技
芸
を
主
題
と
し
、

「
似
絵
詞
」
の
詞
書
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
理
念
的
な
も
の
」
へ
と
移
行
し
、「
後
期
似
絵
」
に

至
っ
て
は
「
公
家
列
影
図
」、「
天
皇
摂
関
御
影
」、「
天
子
摂
関
御
影
」
に
典
型
が
示
さ
れ
る
ご
と

く
、
再
び
「
事
実
的
な
も
の
」
へ
回
帰
す
る
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
（
一
五
六
頁
）。

　

そ
し
て
、
第
（
章
で
は
「
中
期
似
絵
」
の
最
初
に
氏
が
位
置
づ
け
る
「
中
殿
御
会
図
」
を
、
第

（0
章
で
は
「
後
期
似
絵
」
を
代
表
す
る
「
天
子
摂
関
御
影
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
、
改
め
て

そ
の
特
性
を
論
じ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
第
（
章
で
取
り
上
げ
る
「
中
殿
御
会
図
」
は
、
順
徳
天
皇
の
皇
位
継
承
を
寿
ぎ
、
代

替
わ
り
に
よ
る
刷
新
を
喜
ぶ
意
味
が
こ
め
ら
れ
た
宮
中
の
催
事
・
中
殿
御
会
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
行
事
を
主
題
と
す
る
点
で
「
初
期
似
絵
」
の
範
疇
に
属
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
管

弦
と
和
歌
と
い
う
技
芸
を
テ
ー
マ
と
す
る
白
描
で
あ
る
点
に
「
中
期
似
絵
」
の
特
色
の
先
取
り
を

見
て
、「
初
期
似
絵
」
か
ら
「
中
期
似
絵
」
へ
と
移
行
す
る
過
渡
的
な
作
例
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
（
一
七
八
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
（0
章
で
は
、「
後
期
似
絵
」
の
典
型
と
し
て
徳
川

美
術
館
蔵
の
「
天
皇
摂
関
御
影
」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
形
式
に
お
い
て
基
本
的
に
無
背
景
で

人
物
の
み
を
並
列
的
に
描
き
、
天
皇
を
即
位
の
順
、
摂
関
大
臣
を
就
任
の
順
に
、
時
代
を
異
に
す

る
人
物
を
複
数
並
べ
る
こ
と
で
、
肖
像
画
で
あ
り
な
が
ら
時
代
の
推
移
を
画
巻
の
な
か
に
盛
り
込

ん
で
お
り
、
そ
の
点
に
そ
れ
ま
で
の
列
影
図
と
の
違
い
を
見
出
し
て
、
前
代
の
「
似
絵
」
と
の
懸

隔
を
求
め
て
い
る
（
一
八
一
頁
）。
も
と
よ
り
、
時
代
の
推
移
を
画
巻
の
な
か
に
盛
り
込
む
こ
と

が
出
来
た
の
も
、
過
去
者
の
生
前
の
姿
を
活
写
し
た
似
絵
の
蓄
積
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
（
同

頁
）、
過
去
者
を
も
列
影
中
に
取
り
込
み
、
そ
の
後
尾
に
当
代
を
描
き
込
む
こ
と
で
、
皇
位
あ
る

い
は
法
脈
等
の
継
承
の
正
統
性
を
示
す
こ
と
に
効
果
を
あ
げ
た
と
み
る
（
二
〇
〇
頁
）。

　

な
お
、
第
（0
章
の
後
に
は
補
論
と
し
て
、
第
（
章
の
最
後
で
言
及
の
あ
っ
た
「
元
人
名
賢
四
像

図
巻
」
に
つ
い
て
、
実
査
に
も
と
づ
く
知
見
を
述
べ
、
第
（
章
で
は
い
さ
さ
か
唐
突
に
言
及
を
み

た
感
が
あ
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
の
肖
像
画
の
標
準
」
に
改
め
て
及
ん
で
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
は
「
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
に
つ
い
て
の
専
論
で
あ
る
。
四
章
構
成
と
な
る
が
、
内

容
か
ら
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
（（
章
と
第
（（
章
は
「
造
形
の
特
徴
と
宋
画
の

摂
取
」
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
こ
と
に
第
（（
章
に
お
い
て
は
、構
図
法
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
図
は
、
画
面
の
四
隅
か
ら
引
い
た
対
角
線
の
交
点
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
交
点
か

ら
左
右
の
下
隅
へ
と
伸
び
る
二
つ
の
線
と
下
縁
線
を
も
っ
て
構
成
す
る
二
等
辺
三
角
形
の
先
端
部

に
明
恵
の
身
体
が
収
ま
る
よ
う
大
き
さ
と
配
置
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
二
等
辺
三
角
形

の
、
向
か
っ
て
左
の
直
線
を
画
面
右
隅
上
ま
で
伸
ば
す
と
き
、
そ
の
上
半
が
樹
木
で
埋
め
尽
く
さ

れ
て
い
る
と
い
う
構
図
に
、
南
宋
の
山
水
人
物
画
の
手
法
や
イ
メ
ー
ジ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
構
成
を

み
て
と
り
（
二
三
三
頁
）、
本
図
ほ
ど
に
南
宋
時
代
の
山
水
人
物
画
と
画
面
構
成
が
近
似
す
る
も
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の
は
、
そ
れ
以
前
の
作
例
に
認
め
難
く
、
そ
の
点
に
日
本
絵
画
と
し
て
の
新
し
さ
を
求
め
よ
う
と

し
て
い
る
（
二
三
四
頁
）。

　

一
方
、
第
（（
章
で
は
構
図
法
以
外
の
造
形
性
（
空
間
の
組
み
立
て
、
彩
色
、
筆
線
な
ど
）
に
言
及

し
て
い
る
。
こ
と
に
、
人
物
像
を
精
細
な
筆
線
で
描
き
、
自
然
景
を
粗
い
筆
致
で
描
い
て
両
者
を

対
比
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
物
像
に
つ
い
て
も
顔
貌
を
よ
り
精
細
な
線
で
描
き
、
衣
文
は
や
や
弛

緩
し
た
線
と
す
る
こ
と
に
着
目
し
（
二
六
六
頁
）、
そ
れ
ら
の
筆
線
の
扱
い
方
に
、
南
宋
の
山
水

人
物
画
と
同
様
の
傾
向
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
そ
の
描
出
に
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
技
術
を
も
っ

て
の
南
宋
山
水
人
物
表
現
の
摂
取
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
樹
石
モ
チ
ー
フ
の
筆

線
形
式
に
つ
い
て
は
日
本
の
伝
統
的
筆
線
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
を
水
墨
的
表
現
に
応
用
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
顔
貌
表
現
に
お
け
る
輪
郭
線
の
積
極
的
な
提
示
に
あ
っ
て

は
、
よ
り
唐
画
的
な
伝
統
を
継
承
す
る
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
筆
線
や
形
態
の
採
用
を
み
て

と
っ
て
い
る
（
二
六
四
～
二
六
六
頁
）。

　

続
く
、
第
（（
章
と
第
（（
章
に
お
い
て
は
、
樹
上
坐
禅
像
の
か
た
ち
が
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の

か
と
い
う
主
題
に
及
ん
で
い
る
。
こ
と
に
第
（（
章
で
は
、
研
究
者
の
多
く
が
自
然
景
の
な
か
に
僧

侶
を
描
く
点
に
「
羅
漢
図
」
の
規
範
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
趨
勢
に
あ
っ
て
、
氏
は
「
羅
漢
図
」

規
範
説
に
異
を
表
明
し
、
単
に
形
式
の
一
致
す
る
こ
と
が
即
座
に
内
容
の
一
致
を
保
証
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
て
退
け
て
い
る
（
二
七
〇
頁
）。
改
め
て
氏
は
、
自
然
景
色
を
大
き
く
画
面
に

取
り
込
ん
だ
坐
禅
形
の
高
僧
像
に
本
当
に
異
形
性
を
認
め
得
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
（
二
七
三

頁
）、
こ
れ
を
否
定
し
、
む
し
ろ
、
本
図
は
、
遠
く
五
、
六
世
紀
ま
で
遡
る
得
る
東
ア
ジ
ア
の
「
禅

定
比
丘
図
像
」
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
変
形
さ
れ
る
こ
と
な
く
堅
実
に
継
承
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
そ
こ
に
認
め
て
、こ
と
さ
ら
異
形
性
を
言
い
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
す
る（
二

七
三
～
二
七
八
頁
）。
こ
の
点
に
「
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
に
対
す
る
氏
独
自
の
理
解
が
示
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
氏
は
、
改
め
て
本
画
像
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な

自
然
景
を
と
も
な
っ
た
表
現
が
選
択
さ
れ
た
か
で
あ
り
、
そ
の
図
像
表
現
の
伝
統
の
検
討
を
通
じ

て
、
世
俗
化
し
た
体
制
を
嫌
い
、
深
山
に
お
い
て
実
戦
的
な
修
行
を
行
い
仏
教
の
本
義
に
帰
ろ
う

と
し
た
「
遁
世
僧
」
の
表
出
と
し
て
の
画
像
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
三
〇
三
頁
）。

　

第
（（
章
で
は
、本
図
の
う
ち
に
明
恵
の
華
厳
思
想
の
反
映
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
羅
漢
図
」

規
範
説
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
反
論
で
も
あ
る
。
氏
は
、「
羅
漢
図
」
で
は
禽
獣
の
供
物
献
上
の
姿

が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
禽
獣
ほ
か
の
自
然
は
羅
漢
に
奉
仕
・
従
属
的
で
あ
る

の
に
対
し
て
（
三
一
三
頁
）、「
樹
上
坐
禅
像
」
で
は
同
様
に
動
物
（
小
禽
や
栗
鼠
）
を
描
く
も
の

の
、
明
恵
に
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
明
恵
そ
の
人
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
、
明
恵
も
そ
れ
ら
に
頓
着
す
る
こ
と
な
く
ひ
た
す
ら
禅
定
に
あ
る
点
を
重
視
す
る
（
同
頁
）。

す
な
わ
ち
、
こ
の
互
い
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
す
る
世
界
こ
そ
、
明
恵
の

拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
、
華
厳
の
事
的
世
界
観
そ
の
も
の
と
指
摘
す
る
（
三
一
九
頁
）。
加
え
て
、

現
実
に
は
あ
り
得
な
い
明
恵
が
坐
す
三
つ
叉
に
分
か
れ
た
縄
床
樹
に
つ
て
も
、
明
恵
の
華
厳
思
想

に
立
脚
す
る
「
三
時
三
宝
礼
」
に
関
わ
っ
て
、
明
恵
そ
の
人
が
夢
に
見
た
三
宝
（
仏
法
僧
）
を
象

徴
す
る
三
鈷
樹
の
形
態
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
三
二
四
頁
）。

　

な
お
、
補
論
で
は
、
明
恵
の
画
像
と
い
う
と
き
「
樹
上
坐
禅
像
」
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
な
か

に
あ
っ
て
、
そ
の
図
様
に
拠
ら
な
い
「
披
講
像
」
と
呼
ば
れ
る
、
畳
に
坐
し
た
明
恵
が
机
上
に
拡

げ
ら
れ
た
聖
教
の
講
義
を
行
う
画
像
を
取
り
上
げ
、
そ
の
構
図
が
「
樹
上
坐
禅
像
」
と
肖
像
の
向

き
が
逆
に
な
る
点
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
明
恵
は
か
つ
て
宗
教
的
感
情
の
た
か
ま
り
の
う
ち

に
右
耳
を
切
り
取
っ
て
お
り
、
か
の
「
披
講
像
」
で
は
あ
え
て
左
斜
め
向
き
に
描
く
と
で
、
欠
け

た
右
耳
を
見
せ
、
そ
こ
に
明
恵
の
尋
常
な
ら
ざ
る
求
道
心
と
厳
格
な
宗
教
者
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ

性
を
高
め
る
物
語
性
を
読
み
取
っ
て
、
教
団
の
公
式
画
像
と
し
て
流
布
し
た
画
像
の
一
典
型
を
認

め
る
と
と
も
に
（
二
四
〇
頁
）、
そ
の
よ
う
な
画
像
の
規
範
と
な
っ
た
の
が
『
高
山
寺
縁
起
』
禅

堂
院
の
学
問
所
の
条
に
記
さ
れ
る
、
生
身
供
用
の
明
恵
像
と
推
定
し
て
い
る
（
同
頁
）。
そ
う
と

み
る
と
き
、
明
恵
と
、
彼
を
取
り
巻
く
自
然
を
あ
り
の
ま
ま
に
示
す
「
樹
上
坐
禅
像
」
は
、
そ
の

画
中
に
人
間
明
恵
に
寄
り
添
う
親
密
な
感
情
の
横
溢
を
認
め
て
、そ
れ
が
第
（（
章
で
指
摘
し
た「
華

厳
の
事
的
世
界
観
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
教
団
内
の
弟
子
た
ち
に
向
け
て
発
信
し
た
画
像

で
あ
る
こ
と
を
再
論
し
て
い
る
（
三
四
四
頁
）。

　

以
上
、
三
部
構
成
の
各
章
（
論
）
を
評
者
な
り
に
理
解
に
努
め
、
そ
の
概
略
を
述
べ
て
み
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
改
め
て
氏
の
論
述
の
姿
勢
を
述
べ
て
お
く
と
、
本
書
は
「
似
絵
」
と
「
明
恵
上
人

樹
上
坐
禅
像
」
の
考
察
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
の
肖
像
画
の
成
立
過
程
を
、
そ
の
よ
う

な
表
現
手
段
が
生
ま
れ
て
く
る
時
代
思
潮
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
に
宋
画
の
受
容
を
交
え
て

論
じ
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
と
に
「
似
絵
」
論
に
関
し
て
言
え
ば
、『
国
史
大
辞
典
』
第
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十
巻
の
「
に
せ
え　

似
絵
」
の
項
に
お
け
る
「
中
世
大
和
絵
の
肖
像
画
。（
中
略
）
写
生
的
で
記

録
性
の
強
い
人
物
や
牛
馬
な
ど
の
画
像
を
指
す
。」（
宮
次
男
執
筆
）
と
い
う
解
説
に
、
そ
れ
ま
で

の
理
解
の
水
準
を
求
め
る
な
ら
ば
、
伊
藤
氏
は
、
そ
の
中
世
大
和
絵
が
、
実
は
中
国
の
「
尚
歯
会

図
」
と
い
う
漢
画
に
規
範
が
求
め
ら
れ
、「
似
絵
」
に
見
る
写
生
的
な
性
格
の
源
流
を
そ
こ
に
認

め
る
と
と
も
に
、
画
風
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
儒
教
的
な
思
想
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
、「
似
絵
」
理
解
水
準
を
引
き
上
げ
た
点
に
成
果
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
加
え
て
、

氏
自
身
が
結
語
で
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、「
似
絵
」
の
時
代
区
分
に
踏
み
込
み
、
こ
れ
を
前
、
中
、

後
の
画
期
に
分
か
ち
、
各
時
期
の
特
色
を
捉
え
直
し
た
点
も
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　

た
だ
し
、第
一
部
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
論
、お
よ
び
、第
二
部
の
似
絵
論
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、

制
作
に
関
わ
っ
た
為
政
者
の
儒
教
的
精
神
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
見
る
点
は
、
第
Ⅲ
部
で
「
明

恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
考
に
お
い
て
、
研
究
の
大
勢
を
占
め
る
傾
向
に
あ
る
「
羅
漢
図
」
受
容
論

を
退
け
て
、
そ
こ
に
華
厳
的
世
界
観
の
表
出
を
見
出
そ
う
と
し
た
点
と
も
ど
も
、
そ
れ
ら
は
氏
独

自
の
視
点
と
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
本
書
の
副
題
で
あ
る
「
中
世
形
成
期
に
お
け
る

絵
画
の
思
想
的
深
層
」
を
提
示
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら

な
る
議
論
が
生
じ
る
予
感
を
評
者
は
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
理
解
を
示

す
立
場
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
で
な
い
立
場
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
『
肖
像
画
の
時
代
』
に
お
け
る
立

論
が
、
こ
れ
か
ら
の
議
論
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、

本
書
の
熟
読
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
つ
だ　
て
つ
え
い　

企
画
情
報
部
文
化
形
成
研
究
室
長
）

＊
伊
藤
大
輔
『
肖
像
画
の
時
代 

中
世
形
成
期
に
お
け
る
絵
画
の
思
想
的
深
層
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

　

二
〇
一
一
年
十
二
月
、
A
（
判
、
本
文
四
一
二
頁
。
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