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体
験
的
絵
画
論

標

一
、
は
じ
め
に

'=と，
g 

男

私
は
絵
が
好
き
で
あ
る
。
ル
ー
ブ
ル
や
印
象
派
美
術
館
へ
は
幾
度
も
足
を
運
ん
だ
。
も
う
何
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
・

ピ
サ
で
学
会
が
聞
か
れ
た
の
を
機
に
、
オ
ス
ロ
ー
に
あ
る
ム
ン
ク
美
術
館
を
見
ょ
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
仕
事
を
作
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
北
上
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
東
京
に
居
住
す
る
利
点
の
一
つ
は
、
充
実
し
た
常
設
作
品
を
持
つ
大
き
な
美
術
館
や
頻

繁
に
聞
か
れ
る
特
別
展
等
に
気
軽
に
出
か
け
、
居
な
が
ら
に
し
て
内
外
の
名
画
を
直
接
鑑
賞
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
美
術

展
に
出
か
け
る
の
が
好
き
か
と
問
わ
れ
て
、
日
本
画
か
ら
洋
画
ま
で
、
具
象
か
ら
抽
象
ま
で
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
抽

象
絵
画
を
比
較
的
抵
抗
な
く
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
近
代
絵
画
の
中
に

ど
う
し
て
抽
象
絵
画
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
た
の
か
、
多
少
の
違
和
感
と
納
得
い
か
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

私
の
若
い
頃
の
絵
画
体
験
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
抽
象
絵
画
を
見
る
私
の
頭
の
片
隅
を
い
つ
も
離
れ
な
い
漠
然
と
し
た
疑
問
を
形

作
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
絵
画
鑑
賞
は
感
性
の
問
題
で
あ
り
、
理
屈
に
よ
る
納
得
は
二
次
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
素
人
と
し
て
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は
自
分
な
り
に
楽
し
め
ば
良
い
の
で
あ
る
。
私
の
場
合
ど
の
絵
に
対
し
て
も
、
形
や
構
図
と
言
っ
た
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
色
彩
の

調
和
・
濃
淡
の
妙
を
楽
し
む
傾
向
が
強
い
。
私
が
抽
象
絵
画
に
違
和
感
を
持
ち
つ
つ
、
絵
画
展
に
出
か
け
る
の
は
抽
象
画
家
の
多
く
が

優
れ
た
カ
ラ
l
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
調
和
あ
る
色
彩
に
引
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
様
な
絵
の
味
わ
い
方
は
、
昔
か
ら
今
に
至
る

ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
年
に
応
じ
て
多
少
好
み
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
例
え
ば
、
若
い
時
に
は
あ

ま
り
好
き
で
は
な
か
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
や
荻
須
高
徳
等
の
む
し
ろ
渋
い
押
え
た
色
調
の
絵
に
、
近
頃
心
引
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
以
上
に
、
加
齢
に
よ
る
変
化
で
あ
ろ
う
か
、
絵
画
鑑
賞
に
お
け
る
理
屈
(
知
的
な
理
解
)
の
部
分
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
よ

う
な
気
が
す
る
。
美
術
展
に
行
っ
て
、
解
説
の
為
の
イ
ヤ
ホ
ー
ン
を
借
り
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

何
よ
り
、
若
い
頃
は
目
の
前
の
絵
を
感
性
で
楽
し
む
方
に
忙
し
く
あ
ま
り
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
、
抽
象
絵
画
に
つ
い
て
の
あ
の
違
和

感
と
漠
然
と
し
た
疑
問
を
、
改
め
て
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
表
わ
れ
に
違
い
な
か
っ
た
。

こ
の
随
想
は
、
決
し
て
学
問
的
な
絵
画
論
を
も
の
し
よ
う
な
ど
と
い
う
不
遜
な
こ
と
を
企
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
芸
術
に

は
素
人
で
あ
る
私
個
人
の
絵
画
体
験
の
中
で
、
「
何
故
近
代
絵
画
の
中
に
抽
象
絵
画
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
」
と
言
う
疑
問
を
持
っ
た
そ
の
き
っ
か
け
と
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
な
り
の
答
え
を
い
か
に
出
し
た
か
、
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
、
祖
父
そ
し
て
私
の
中
の
日
本
画

，---、

一、、..... 

つ
い
最
近
、
聖
学
院
大
学
総
合
図
書
館
の
機
関
紙
「
パ
ピ
ル
ス
」
(
第
三
四
号
、
二

O
O年
四
月
)
に
少
々
書
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、

私
の
絵
画
対
す
る
特
別
の
噌
好
は
、
母
方
の
祖
父
の
影
響
に
よ
る
所
が
大
き
い
。
私
の
祖
父
穴
山
勝
堂
は
一
八
九

O
年
(
明
治
四
五
年
)
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生
ま
れ
の
日
本
画
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
、
田
舎
の
旧
家
(
武
田
の
家
臣
穴
山
一
族
の
末
喬
と
称
し
て
い
た
)
の
長
男
が
、
家
を
継

が
ず
に
絵
描
き
に
な
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
、
勘
当
同
然
の
扱
い
を
受
け
そ
れ
で
も
絵
の
道
を
志
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
一

二
年
東
京
美
術
学
校
(
現
東
京
芸
大
)
を
卒
業
し
た
祖
父
は
、
日
本
画
家
松
岡
映
丘
の
門
に
入
り
大
和
絵
を
学
び
、
松
や
富
士
な
ど
風

景
画
を
得
意
と
し
た
。
戦
前
、
後
述
す
る
「
新
興
大
和
絵
会
」
に
属
し
同
会
解
散
後
帝
展
(
現
日
展
)
に
加
わ
り
、
連
続
し
て
特
選
を

と
り
無
鑑
査
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
帝
展
や
創
立
同
人
の
一
人
で
あ
っ
た
団
体
「
日
本
画
院
」
で
活
躍
し
て
い
た
。
帝
展
出
品
作

品
の
内
に
は
皇
室
お
買
い
上
げ
に
な
っ
た
「
夕
映
え
の
松
」
な
ど
が
あ
り
今
も
那
須
の
御
用
邸
に
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祖

父
が
、
戦
争
中
疎
開
し
て
い
た
山
梨
の
田
舎
に
戦
後
も
そ
の
ま
ま
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
郷
里
山
梨
の
美
術
界
に
多
少
貢
献
し
た
も

の
の
、
中
央
画
壇
と
の
繋
が
り
は
時
と
し
て
日
展
等
に
作
品
を
送
っ
て
い
た
程
度
で
、
再
び
東
京
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

何
故
な
の
か
、
何
が
あ
っ
た
の
か
、
祖
父
の
心
の
中
に
何
が
生
じ
た
の
か
今
も
っ
て
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
祖
父
の
家
に

良
く
遊
び
に
行
っ
た
の
で
、
正
座
し
た
祖
父
が
白
い
素
焼
き
の
小
皿
を
用
い
赤
や
緑
の
顔
料
を
指
で
溶
い
た
り
、
木
枠
に
張
っ
た
下
絵

を
絹
の
画
布
(
絹
本
と
言
っ
た
と
思
う
)
に
写
す
と
言
う
日
本
画
独
特
の
方
法
で
絵
を
描
い
て
い
る
姿
や
、
白
髪
痩
身
で
細
面
の
祖
父

が
、
白
足
袋
に
桐
の
下
駄
、
糊
の
効
い
た
黒
っ
ぽ
い
袴
を
着
け
黒
い
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
背
筋
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
外
出
す
る
様
子
を
、

絵
に
な
る
な
と
見
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
し
か
し
、
画
人
と
し
て
の
祖
父
に
つ
い
て
の
知
識
は
こ
こ
に
述
べ
た
程
度
で
、
特
に
戦

前
の
姿
を
知
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
師
の
松
岡
映
丘
に
つ
い
て
も
、
(
此
方
の
方
は
調
べ
れ
ば
す
ぐ
判
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
)

民
俗
学
者
柳
田
国
男
の
弟
で
「
右
大
臣
実
朝
」
の
作
者
程
度
に
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
松
岡
映
正
と
そ
の
弟
子
達
二
六
人
が
一
九
二
六
年
に
創
作
し
、
横
山
大
観
に
讃
え
ら
れ
る
な
ど
当
時
評
判
を
呼
ん
だ
、
激

石
の
「
草
枕
」
に
因
ん
だ
絵
巻
三
巻
が
、
国
文
学
者
川
口
久
雄
氏
(
当
時
金
沢
大
学
名
誉
教
授
)
に
よ
っ
て
約
二

O
年
前
古
書
展
で
再

発
見
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
同
氏
に
よ
り
『
激
石
と
草
枕
絵
』
(
岩
波
、
一
九
八
七
)
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
松
岡
映
正
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の
活
動
と
戦
前
の
祖
父
の
特
に
若
い
頃
の
姿
を
多
少
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
書
物
に
よ
る
と
、
ま
ず
松
岡
映
正
は
、

一
年
医
家
で
あ
り
儒
者
で
あ
っ
た
松
岡
操
の
八
男
と
し
て
兵
庫
県
に
生
ま
れ
た
(
八
人
兄
弟
の
末
っ
子
で
、
七
男
の
柳
田
国
男
以
外

の
兄
達
も
優
秀
で
、
医
者
、
歌
人
、
言
語
学
者
な
ど
著
名
な
知
識
人
が
い
る
が
、
彼
自
身
も
大
変
な
秀
才
で
あ
っ
た
と
師
を
思
い
出
し

て
懐
か
し
そ
う
に
祖
父
は
語
っ
て
い
た
)
。
八
歳
の
時
上
京
、
狩
野
派
の
橋
本
雅
邦
や
大
和
絵
住
吉
派
の
山
田
貫
義
に
師
事
し
た
後
、

東
京
美
術
学
校
に
入
学
し
二
三
歳
で
卒
業
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九

O
八
年
二
七
歳
で
同
校
の
助
教
授
(
後
に
三
七
歳
で
教
授
)
と

な
り
、
第
三
教
室
大
和
絵
専
攻
科
に
属
し
た
。
そ
の
松
岡
は
日
本
の
古
絵
巻
な
ど
の
研
究
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
一
一
一
年
、
そ

れ
ま
で
の
大
和
絵
に
新
風
を
吹
き
込
も
う
と
「
新
興
大
和
絵
会
」
を
弟
子
達
と
創
設
し
た
。
そ
の
創
設
に
参
加
し
た
四
人
の
弟
子
の
中

に
、
岩
田
正
巳
、
狩
野
光
雅
、
遠
藤
教
三
等
の
名
前
と
並
ん
で
祖
父
の
名
前
も
見
え
る
。
そ
の
後
こ
の
「
新
興
大
和
絵
会
」
に
は
山
口

蓬
春
や
山
本
正
人
(
当
時
は
本
名
の
麻
之
助
)
な
ど
、
後
年
日
本
画
壇
を
担
う
人
達
が
参
加
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
「
草
枕
絵
巻
」
の
創
作
は
、
松
岡
映
丘
が
四
五
歳
の
時
の
企
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
川
口
氏
は
先
の
本
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
又
そ
こ
に
は
、
映
丘
が
目
指
し
た
大
和
絵
が
何
で
あ
っ
た
か
も
ま
た
表
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
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(
松
岡
映
丘
の
)
そ
の
創
作
は
、
古
絵
巻
の
神
髄
を
極
め
る
方
向
と
と
も
に
、
も
っ
と
モ
ダ
l
ン
な
洋
風
の
感

覚
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
方
向
と
が
あ
る
。
そ
の
作
家
的
な
技
伺
の
卓
抜
さ
と
、
そ
の
素
養
か
ら
来
る
文
学

的
な
感
受
性
の
敏
感
さ
と
、
|
|
|
こ
の
二
つ
が
一
つ
に
と
け
あ
っ
て
、
彼
の
脂
の
の
り
き
っ
た
四
五
歳
の
時
点
に

お
い
て
、
明
治
を
代
表
す
る
夏
目
激
石
の
小
説
「
草
枕
』
を
取
り
上
げ
、
前
人
の
何
人
も
考
え
付
か
な
か
っ
た
絵
巻
形

式
で
絵
画
化
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
和
絵
絵
巻
の
通
念
を
超
え
る
変
革
的
試
み
で
あ
る
と
と
も
に
、

彼
に
と
っ
て
極
め
て
自
然
な
発
想
の
結
実
で
あ
っ
た
と
思
う
」
。



こ
の
「
草
枕
絵
」
二
八
枚
中
、
祖
父
の
創
作
に
な
る
絵
は
、
「
観
海
寺
の
春
月
」
と
「
春
夜
の
花
木
蓮
」
の
二
枚
で
あ
る
。
同
書
の
な

か
で
、
川
口
氏
は
各
絵
に
対
応
す
る
小
説
「
草
枕
」
の
部
分
を
書
き
添
え
そ
れ
と
関
連
し
た
絵
の
説
明
の
後
、
画
家
の
略
歴
と
絵
に
つ

い
て
の
当
時
の
評
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
祖
父
に
つ
い
て
「
映
丘
門
下
の
高
弟
で
、
新
興
大
和
絵
会
の
創
設
に
参
加
す
る
。

風
景
専
門
の
新
進
画
家
」
と
言
う
紹
介
と
と
も
に
「
穴
山
義
平
(
祖
父
の
本
名
、
勝
堂
は
雅
号
)
だ
け
が
次
の
絵
と
二
場
面
を
担
当
す

る
。
二
つ
の
う
ち
、
こ
の
画
面
(
観
海
寺
の
春
月
)
の
方
が
一
段
と
親
し
さ
を
見
出
し
た
。
平
凡
な
描
法
に
似
て
、
な
か
な
か
の
含
蓄

が
あ
る
と
評
さ
れ
た
」
と
記
し
た
。
師
の
松
岡
映
丘
は
も
と
よ
り
、
後
に
文
化
勲
章
を
受
賞
し
た
山
口
蓬
春
や
山
本
丘
人
等
に
対
す
る

評
は
さ
す
が
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
祖
父
の
絵
も
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

体験的絵画論

(

一

一

)

そ
の
祖
父
の
絵
は
、
私
が
物
心
つ
い
て
以
来
い
つ
も
我
が
家
の
床
の
間
に
、
掛
け
軸
や
色
紙
と
し
て
掛
か
か
っ
て
い
た
。
と
い
う
よ

り
、
多
分
小
学
校
へ
上
が
る
頃
か
ら
、
そ
の
床
の
間
の
絵
を
掛
け
替
え
る
の
は
私
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
春
の
海
、
夏
富
士
、
流
れ
に
紅

葉
、
雪
の
五
重
塔
な
ど
春
夏
秋
冬
の
季
節
の
変
化
に
応
じ
、
ま
た
正
月
に
は
初
春
ら
し
い
梅
の
花
の
絵
を
、
四
月
(
山
梨
の
私
の
田
舎

で
は
三
月
で
は
な
く
四
月
で
あ
っ
た
)
の
女
の
子
の
節
句
に
は
雛
図
、
五
月
に
は
私
の
誕
生
祝
い
に
画
い
て
く
れ
た
武
者
絵
な
ど
の
掛

け
軸
を
掛
け
直
し
た
。
ま
た
、
春
と
秋
の
お
彼
岸
に
は
仏
画
を
掛
け
た
が
、
こ
れ
は
若
く
し
て
夫
を
亡
く
し
た
私
の
母
親
へ
の
慰
め
に

祖
父
が
画
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
東
京
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
床
の
間
が
な
い
の
で
、
掛
け
軸
を
掛
け
替
え
る
習
慣
は
な
い
が
、
そ
れ

で
も
玄
関
の
色
紙
を
季
節
ご
と
取
り
替
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
様
に
私
に
と
っ
て
日
本
画
は
季
節
の
移
ろ
い
と
共

に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
掛
け
軸
や
色
紙
の
絵
の
景
色
は
画
中
に
止
ま
ら
ず
、
障
子
窓
を
開
け
座
敷
か
ら
見
た
外
の
自
然
と
連
続
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
、
額
縁
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
西
洋
の
絵
画
と
異
な
る
様
に
思
う
。
ま
た
、
今
東
京
の
私
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の
寝
室
に
、
祖
父
と
「
新
興
大
和
絵
会
」
の
仲
間
に
よ
る
版
画
が
貼
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
扉
風
が
あ
る
。
今
で
は
絵
も
か
な
り
色
槌
せ

て
し
ま
っ
た
こ
の
扉
風
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
常
に
私
の
身
近
に
あ
り
、
特
に
病
気
の
時
な
ど
枕
元
に
い
つ
も
あ
っ
た
。
貼
ら
れ
て
い
る

絵
の
中
で
、
丁
度
枕
の
高
さ
、
扉
風
の
最
も
下
の
方
に
あ
る
絵
に
は
特
別
な
思
い
出
が
あ
る
。
そ
の
絵
は
客
観
的
に
見
る
な
ら
ば
他
の

版
画
と
比
べ
、
迫
力
の
な
い
面
白
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
秋
の
長
閑
な
山
路
の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
、

画
面
の
上
半
分
は
雲
一
つ
な
い
し
か
し
穏
や
か
な
広
い
空
で
占
め
ら
れ
、
下
半
分
に
は
枯
れ
草
で
覆
わ
れ
た
低
い
な
だ
ら
か
な
山
が
枯

れ
草
色
を
基
調
と
し
た
軟
ら
か
な
色
彩
を
用
い
描
か
れ
て
い
る
。
風
も
な
い
穏
や
か
な
陽
射
し
の
秋
の
午
後
、
そ
の
山
聞
を
馬
に
薪
を

。
ん
だ
農
夫
が
の
ん
び
り
と
歩
ん
で
行
く
と
言
っ
た
情
景
で
あ
っ
た
。
病
気
で
弱
っ
た
子
供
の
私
は
、
あ
の
画
中
の
枯
れ
草
の
中
に
横

た
わ
り
、
穏
や
か
な
秋
の
日
に
包
れ
た
ら
ど
ん
な
に
快
い
だ
ろ
う
と
空
想
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
日
本
画
と
は
、
自
分
の
外
の
風
景

を
客
観
的
に
描
写
す
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
自
然
と
共
に
あ
る
人
間
が
そ
の
中
に
自
分
自
身
も
ま
た
存
在
し
た
く
な
る
よ
う
な
心

情
的
な
空
間
を
描
写
す
る
も
の
な
の
だ
と
言
う
私
の
(
超
)
保
守
的
な
日
本
画
観
は
、
こ
ん
な
体
験
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

祖
父
の
影
響
は
、
こ
の
様
に
、
日
本
画
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
私
の
思
想
を
形
作
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
色

調
あ
る
い
は
配
色
に
つ
い
て
の
私
の
好
み
を
も
形
作
り
、
絵
画
を
こ
の
点
か
ら
楽
し
む
傾
向
を
作
っ
た
と
言
っ
て
良
い
様
に
思
う
。
祖

父
の
家
に
は
職
業
柄
画
集
が
沢
山
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
泰
西
名
画
や
地
獄
草
子
・
餓
鬼
草
子
の
よ
う
な
恐
ろ
し
げ
な
も
の
も
あ
っ
た

が
、
映
正
一
門
と
し
て
当
然
良
く
研
究
し
た
で
あ
ろ
う
源
氏
物
語
絵
巻
、
紫
式
部
日
記
絵
巻
、
平
治
物
語
絵
巻
等
、
大
和
絵
独
特
の
煙

び
や
か
な
あ
る
い
は
雅
や
か
な
色
調
の
絵
巻
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
は
現
代
の
画
集
よ
う
に
全
て
彩
色
と
言
う
わ
け

に
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大
和
絵
の
華
麗
な
色
彩
の
世
界
を
窺
い
知
る
に
は
充
分
で
あ
っ
た
。
祖
父
の
絵
は
、
晩
年
は
色
調

も
変
わ
り
水
墨
画
の
よ
う
な
物
も
好
ん
で
書
い
た
が
、
若
い
時
の
絵
を
見
る
と
い
か
に
も
大
和
絵
ら
し
い
装
飾
的
な
鮮
や
か
な
色
合
い

の
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
様
な
環
境
の
も
と
、
私
が
色
彩
豊
か
な
絵
が
好
き
に
な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
、
色
彩
豊
か
な
絵
な
ら
ば
な
ん
で
も
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
華
麗
の
な
か
に
も
あ
る
種
の
洗
練
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
「
琳
派
」
の
絵
や
、
現
代
絵
画
の
中
で
は
い
か
に
も
日
本
的
な
カ
ラ
l
リ
ス

ト
で
あ
る
洋
画
家
小
島
善
三
郎
の
絵
に
は
心
引
か
れ
る
。
し
か
し
、
桃
山
時
代
の
障
壁
画
の
金
箔
過
多
は
ま
だ
し
も
大
仰
な
フ
ォ
ル
ム

か
ら
く
る
豪
華
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
る
が
あ
ま
り
好
き
に
な
れ
な
い
、
ま
た
岡
本
太
郎
の
絵
の
毒
々
し
い
原
色
の
乱
舞
も
願
い
下
げ
で
あ

る。

体験的絵画論

こ
の
「
琳
派
」
の
絵
に
関
し
忘
れ
が
た
い
祖
父
の
思
い
出
が
あ
る
。
私
が
大
学
生
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
趣
味
で
画
い
て

い
た
私
の
油
絵
に
つ
い
て
の
評
を
し
た
後
、
祖
父
は
画
集
を
見
な
が
ら
絵
画
に
つ
い
て
割
合
ま
と
も
に
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

確
か
源
氏
物
語
の
二
場
面
を
画
い
た
俵
屋
宗
達
の
関
屋
涛
標
図
扉
風
の
内
、
「
関
屋
」
の
方
を
見
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
祖
父
は
、
画

中
の
山
の
描
き
方
を
指
し
て
、
「
こ
れ
も
一
つ
の
抽
象
絵
画
だ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
達
の
こ
の
扉
風
絵
は
登
場
人
物
の
背
景
を

極
端
に
単
純
化
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
天
も
地
も
金
地
の
平
塗
り
で
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ
っ
て
左
上
か
ら
右
中
央
へ

両
者
を
分
け
て
い
る
の
が
、
緑
の
色
紙
を
半
円
に
切
っ
て
貼
り
付
け
た
よ
う
な
山
々
で
あ
る
。
地
の
金
色
と
の
対
比
に
お
い
て
装
飾
性

を
醸
し
出
す
緑
の
山
々
を
背
景
に
、
源
氏
物
語
の
一
場
面
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
登
場
す
る
王
朝
風
の
人
物
も
牛
車
や
家
も
特
別

単
純
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
目
は
自
然
に
こ
れ
ら
の
示
す
物
語
性
に
引
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
残
念
な

こ
と
に
、
こ
の
時
祖
父
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
「
抽
象
的
」
と
言
う
言
葉
を
使
っ
た
の
か
私
は
聞
き
も
し
な
か
っ
た
し
、
祖
父
も
ま
た

そ
れ
以
上
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
時
は
、
自
然
の
「
単
純
化
」
(
芸
術
家
の
感
性
が
抽
出
し
た
自
然
の
形
象
、
極
論
す
れ
ば
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
具
象
絵
画
に
も
当
て
は
ま
る
)
を
意
味
し
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
私
の
中
に
生
じ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
画
の
伝
統
中
に
「
単
純
化
」
の
セ
ン
ス
が
あ
る
な
ら
ば
、

何
故
日
本
に
近
代
的
「
抽
象
絵
画
」
が
生
じ
な
か
っ
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
琳
派
に
お
け
る
こ
の
様
な
単
純
化
の
代
表
例
は
、
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尾
形
光
琳
の
紅
梅
白
梅
図
扉
風
で
あ
ろ
う
と
勝
手
に
私
は
思
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
の
中
心
は
、
宗
達
の
「
関
屋
」
と
は
逆
に
、
単
純
化

さ
れ
た
川
の
流
れ
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ル
メ
は
さ
れ
て
い
る
が
写
実
的
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
紅
梅
と
白
梅
の
古
木
の
間
を
流
れ
る
川
の

流
紋
は
、
極
端
に
単
純
化
さ
れ
意
匠
的
装
飾
的
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
も
ま
た
一
種
の
「
抽
象
的
」
川
の
表
現
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う

に
思
う
。
し
か
し
、
日
本
画
に
お
け
る
自
然
の
形
態
や
色
彩
の
こ
の
単
純
化
は
近
代
的
意
味
の
抽
象
絵
画
へ
は
向
か
ず
、
光
琳
描
く
川

の
流
紋
の
装
飾
的
表
現
の
延
長
上
に
日
本
的
様
式
美
を
持
っ
た
様
々
な
模
様
を
生
み
出
す
方
向
へ
向
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
日
本
的

な
自
然
の
単
純
化
は
、
概
し
て
物
の
形
態
を
離
れ
る
こ
と
は
終
に
な
か
っ
た
様
に
思
う
。
例
え
ば
、
着
物
や
蒔
絵
の
意
匠
等
に
模
様
と

し
て
用
い
ら
れ
る
、
「
青
海
波
」
も
そ
の
様
な
も
の
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、
「
抽
象
絵
画
は
、
迂
闘
に
も
誤
解
し
た
よ
う
な
自
然
の
単
純
化
の
み
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
絵

画
の
伝
統
(
日
本
人
の
心
情
に
映
っ
た
自
然
の
移
ろ
い
を
そ
の
ま
ま
表
し
た
り
、
自
然
の
形
象
の
単
純
化
に
よ
り
装
飾
的
に
意
匠
化
す

る
伝
統
と
私
は
思
っ
て
い
る
)
の
中
に
は
な
い
、
西
洋
絵
画
の
独
得
な
何
か
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
何
だ

ろ
う
か
」
、
と
言
う
思
い
に
導
か
れ
た
。

力
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
、
「
自
然
の
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
」

及
び
科
学
史
の
こ
と
な
ど

---、
一
、、，〆

何
故
、
近
代
絵
画
に
抽
象
絵
画
が
あ
る
の
か
。
こ
の
間
の
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と
、
抽
象
絵
画
を
創
始
し
た
ワ
リ
シ
!
・
カ
ン
デ
イ

ン
ス
キ
l
(
一
八
六
六
ー
一
九
四
四
)
の
著
書
を
少
々
覗
い
て
み
た
。
そ
の
一
つ
「
点
・
線
・
面
』
(
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
著
作
集
二
、

美
術
出
版
社
、
二

0
0
0
)
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
印
象
的
二
一
百
が
あ
る
。
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「
ど
の
よ
う
な
現
象
も
、
二
種
の
方
法
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
。
こ
の
二
種
の
方
法
は
、
任
意
の
も
の
で
は
な
く
、
現

象
と
は
不
可
分
離
の
も
の
|
|
現
象
の
本
質
、
つ
ま
り
現
象
の
二
つ
の
特
質
、

外
面
性
ー
ー
ー
内
面
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

体験的絵画論

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
i
は
、
こ
こ
で
現
象
(
こ
こ
で
は
、
描
こ
う
と
す
る
そ
の
対
象
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
)
に
は
、
外
面

と
内
面
が
存
在
す
る
と
言
う
。
別
様
に
言
え
ば
、
「
目
に
見
え
る
外
部
」
と
「
見
え
な
い
内
部
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
芸
術
論
の
骨
格
を
形
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
過
去
の
優
れ
た
芸
術
家
に
つ
い
て
「
こ
の

純
粋
な
芸
術
家
た
ち
は
、
た
だ
内
面
的
・
本
質
的
な
も
の
の
み
を
そ
の
作
品
に
表
現
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
自

然
、
外
的
偶
然
性
の
表
現
を
断
念
す
る
と
言
う
結
果
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
」
(
『
抽
象
芸
術
論
|
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
l

』
カ

ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
著
作
集
一
、
美
術
出
版
社
、
二

0
0
0
)
と
い
う
。
彼
が
こ
こ
で
言
う
純
粋
な
芸
術
家
と
は
誰
な
の
か
、
ど
の
よ
う

な
芸
術
作
品
を
指
し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
見
え
な
い
内
部
」
こ
そ
芸
術
の
表
す

べ
き
「
本
質
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
純
粋
な
芸
術
家
は
、
見
え
な
い
「
本
質
」
を
表
す
為
に
「
外
的
偶

然
性
の
表
現
を
断
念
す
る
と
い
う
結
果
を
伴
っ
た
」
い
う
。
そ
れ
は
、
「
そ
の
時
私
は
、
正
確
に
、
対
象
が
自
分
の
絵
を
損
じ
る
の
だ
、

と
知
っ
た
の
で
あ
る
」
(
『
回
想
』
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
著
作
集
四
、
美
術
出
版
社
、
二

0
0
0
)
と
い
う
彼
の
有
名
な
経
験
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
の
「
断
念
」
の
中
に
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
の
言
う
「
抽
象
絵
画
」
の
本
質
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い

と
も
わ
れ
る
。
同
時
に
、
こ
の
変
化
し
て
止
ま
な
い
自
然
現
象
を
、
偶
然
的
な
も
の
(
即
ち
、
描
く
必
然
性
の
な
い
も
の
)
と
捉
え
る

思
想
の
中
に
は
、
あ
る
価
値
観
を
伴
う
特
別
な
自
然
観
が
現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
!
と
同
じ
よ
う
な
思
想
を
持
っ
た
芸
術
論
は
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
!
と
同
じ
頃
、
抽
象
絵
画
を
始
め
た
ピ
l
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ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
や
、
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芸
術
家
に
よ
っ
て
表
現
方
法
や
抽
象
の
度
合
い

は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
に
つ
い
て
の
考
え
方
ま
た
芸
術
が
表
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
関
す
る
考
え
方
は
基
本
的
に
同

じ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
が
自
分
の
芸
術
論
を
発
表
し
始
め
た
の
は
一
九
一
七
年
頃
で
あ
り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
有
名
な
著
書
「
抽
象
芸
術
論
l

|
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
l

|
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
こ
れ
よ
り
以
前
の
一
九
一
一
年
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ

l
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ク
レ

l
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の

主
催
し
た
芸
術
運
動
「
青
騎
士
」
に
参
加
し
て
お
り
、
彼
の
芸
術
論
を
当
然
良
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
(
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て

は
夫
々
、

p
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
『
新
し
い
造
形
』
中
央
公
論
美
術
出
版
二

O
O
一
年
、
及
び
W
・
ハ
フ
ト
マ
ン
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ

i
」

美
術
出
版
社
一
九
九
八
年
な
ど
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
は
、
著
書
「
見
え
な
い
も
の
を
見
る

l
|カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
!
論
』
ハ
法
政

一
九
九
九
)
の
「
序
」
で
、
「
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
ー
は
、
美
的
表
現
の
伝
統
的
諸
発
想
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
こ
の
領
域

に
お
い
て
、
新
時
代
即
ち
現
代
性
の
時
代
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
抽
象
絵
画
の
創
始
者
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
抽
象
が
西
洋
の
伝

統
的
芸
術
作
品
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
作
品
で
あ
る
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
な
意
見
は
他
に
も
見
る
こ
と
は
出
来
る
。
少
々

古
い
話
で
あ
る
が
、
福
島
繁
太
郎
は
著
書
『
近
代
絵
画
』
(
岩
波
、
一
九
四
二
)
の
中
で
、
画
家
ボ
ナ
l
ル
の
言
葉
と
し
て
、
「
抽
象
画

が
(
フ
ラ
ン
ス
の
)
青
年
作
家
間
に
流
行
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
気
が
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
理
由
が
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

抽
象
芸
術
は
我
々
西
欧
精
神
に
適
応
し
な
い
。
東
邦
(
主
と
し
て
近
東
を
指
す
)
の
人
民
か
あ
る
い
は
東
邦
の
勢
力
化
に
あ
る
人
間
の
み

が
、
常
に
伝
統
的
に
抽
象
画
に
頼
っ
て
い
る
。
」
を
引
用
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
芸
術
あ
る
い
は
西
洋
絵
画
に
お
け
る
抽
象
絵
画
の
異
質
性

を
擁
護
し
て
い
る
。
確
か
に
抽
象
的
な
紋
様
に
よ
る
装
飾
は
近
東
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
身
近

に
在
る
彼
の
著
作
を
概
観
す
る
限
り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
i
に
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
影
響
が
有
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

大
学
出
版
局
、
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ず
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
は
確
か
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
は
、
彼

個
人
の
独
創
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
西
洋
人
に
す
ら
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
あ
る
個
人
の
芸
術
が
彼
の
呼
吸
す
る
文
化
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
は
や
は
り
西
洋
文
化
の
産
物
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
逆
に
考
え
て
、
変
化

す
る
自
然
を
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
退
け
そ
の
裏
に
潜
む
普
遍
な
も
の
を
絵
画
の
対
象
と
し
よ
う
と
言
う
二
元
論
論
的
思
想
は
、
四
季

の
移
ろ
い
そ
の
も
の
を
好
ん
で
画
題
と
す
る
日
本
画
の
(
あ
る
い
は
東
洋
画
の
)
伝
統
的
思
想
の
中
に
あ
る
よ
り
は
、
西
洋
絵
画
思
想

(
こ
の
際
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
に
同
様
な
思
想
が
あ
る
無
し
は
傍
に
置
く
と
し
て
)
に
こ
そ
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
私
の
抽
象
絵
画
に
対
す
る
多
少
の
違
和
感
の
原
因
は
こ
の
西
洋
的
二
元
論
の
中
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
記
の
「
対
象
が
自
分
の
絵
を
損
じ
る
」
と
言
う
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
経
験
を
、
抽
象
絵
画
へ
と
向
か
わ
せ
る

為
に
は
、
描
こ
う
と
す
る
対
象
を
「
見
え
る
も
の
」
と
「
見
え
な
い
も
の
」
に
分
け
、
表
現
す
べ
き
本
質
は
「
見
え
な
い
も
の
」
に
あ

る
と
言
う
つ
一
元
論
的
」
思
想
の
寄
与
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

;-、

一、、ー"

体験的絵画論

抽
象
絵
画
の
発
生
理
由
の
一
つ
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
等
の
つ
一
元
論
」
的
思
想
の
な
か
に
あ
る
。
こ
れ
が
先
の
私
の
疑
問
に
対

し
私
自
身
が
与
え
た
答
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
西
洋
絵
画
の
伝
統
と
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
残

念
な
が
ら
、
広
範
囲
の
西
洋
絵
画
の
歴
史
に
関
係
し
た
こ
の
設
問
自
体
、
と
て
も
素
人
の
手
に
お
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
事
を

考
え
る
ヒ
ン
ト
ら
し
き
も
の
が
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
自
然
の
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
」
中
の
発
表

「
イ
ギ
リ
ス
風
景
画
に
お
け
る
自
然
の
表
現
|
|
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
か
ら
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
へ
|
|
」
(
静
岡
文
化
芸
術
大
学
文
化
政
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策
学
部
の
荒
川
裕
子
氏
)
の
な
か
に
与
え
ら
れ
た
。
荒
川
氏
は
美
術
史
研
究
の
立
場
よ
り
、

イ
ギ
リ
ス
美
術
、
特
に
絵
画
に
お
い
て
現
れ
た
「
自
然
観
」
に
関
す
る
美
術
理
論
の
変
遷
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
の
中
の
一
八
世
紀

イ
ギ
リ
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
絵
画
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
報
告
(
以
下
引
用
は
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
i
〈

o
己
?
?
N
0
2
で
の
標
に
よ
る
概
要
紹
介
か
ら
)
が
あ
る
。

一
人
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
渡
る

160 

「
英
国
の
美
術
理
論
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
遅
れ
る
こ
と
一
世
紀
、

一
七
六
八
年
創
立
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い

て
、
イ
タ
リ
ア
に
発
し
フ
ラ
ン
ス
で
整
備
さ
れ
た
も
の
を
お
手
本
に
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
自
然
は
ま
ず
人

聞
を
も
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
、
か
っ
そ
の
自
然
は
そ
の
ま
ま
で
は
不
完
全
で
あ
る
が
故
に
、
画
家
が
自
然
を
描
く
場

合
に
は
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
り
理
想
的
普
遍
的
自
然
(
真
の
自
然
、
し
ば
し
ば
人
聞
の
完
全
な
肉
体
描
写
に
現

れ
る
)
と
し
て
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
」
(
太
字
筆
者
)
。

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
、
「
絵
画
を
哲
学
な
ど
と
同
等
な
正
確
さ
を
持
っ
た
普
遍
的
存
ほ
ロ

g
に
し
よ

う
」
と
し
た
表
わ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
絵
画
を
始
め
と
す
る
技
芸
(
山
江
)
を
哲
学
な
ど
と
同
等
な
正
確
さ
を
持
っ
た
普
遍
的

∞己

8
2
で
あ
る
と
し
、
遠
近
法
、
明
暗
法
や
解
剖
学
の
応
用
を
追
求
し
た
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ヴ
イ
ン
チ
の
主
張
の
延
長
上
に
あ
る
も

の
で
あ
る
」
と
言
う
。
更
に
荒
川
氏
は
、
一
九
世
紀
英
国
絵
画
が
「
タ
l
ナ
l
等
の
絵
に
見
ら
れ
る
、
特
定
の
建
造
物
を
遠
く
に
ぼ
ん

や
り
と
後
退
さ
せ
一
日
の
あ
る
時
間
に
お
け
る
光
、
影
、
大
気
の
移
ろ
い
や
空
間
等
に
よ
り
圧
倒
的
な
画
面
構
成
を
図
る
描
き
方
」

(
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
)
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
絵
画
の
背
後
に
あ
る
思
想
を
、
同
氏
は
一
九
世
紀
の
画
家
カ

ン
ス
タ
ブ
ル
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
れ
は
、



「
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
『
英
国
の
典
型
的
な
風
景
』
と
い
う
版
画
集
の
副
題
に
『
自
然
の
キ
ア
ロ
ス
ク
l
ロ
(
明
暗
法
)

の
研
究
』
と
い
う
名
前
を
付
け
た
。
こ
の
様
に
芸
術
と
∞
巳
⑦
ロ
の
⑦
を
結
び
付
け
る
単
語
を
用
い
、
ま
た
同
じ
頃
友
人
に

〈
絵
画
は

ω旦
2
8
な
の
だ
か
ら
、
自
然
を
注
意
深
く
観
察
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
書
き
送
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

彼
の
意
識
の
中
で
は
自
分
が
描
い
て
い
る
の
は
普
遍
的
な

ω
。5
8
で
あ
り
、
自
然
観
察
に
基
づ
き
誰
に
で
も
普
遍
的

に
理
解
で
き
る
∞
巳

8
8
を
絵
画
と
い
う
手
段
を
用
い
て
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
は
っ
き
り
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
」
(
太
字
筆
者
)
。

一
八
世
紀
と
一
九
世
紀
(
厳
密
に
は
後
半
)
で
は
、
∞
の
は
H
H

の
の
の
意
味
が
異
な
る
の
は
科
学
史
が
教
え
る
所
で
あ
る
。

お
け
る
∞
巳

8
8
は
哲
学
と
同
義
語
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
の
そ
れ
は
現
代
と
同
じ
く
自
然
科
学
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
、
そ
の
時
代
の
普
遍
性
を
追
求
し
た
学
問
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
八
、
一
九
世
紀
の

絵
画
は
、
そ
の
様
な
学
問
と
同
様
な
普
遍
性
を
表
す
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
絵
画
も
普
遍
性
を
表
す

と
言
う
思
想
性
を
意
識
的
に
持
っ
て
い
た
こ
と
と
、
更
に
そ
の
様
な
普
遍
性
が
、
目
の
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
単
純
に
見
る
だ
け

で
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
八
世
紀
の
画
家
は
、
普
遍
的
な
自
然
を
表
す
為
に
は
自
然
を
修
正
し
て
描

一
八
世
紀
にしミ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

一
九
世
紀
で
は
自
然
の
中
に
あ
る
普
遍
性
の
発
見
の
た
め
、
画
家
は
注
意
深
い
観
察
を
必
要
と
す
る

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

体験的絵画論

;'ー、、

一一一、、-'

こ
の
絵
画
論
に
お
け
る
「
そ
の
ま
ま
の
自
然
」
と
「
普
遍
的
自
然
」
の
関
係
は
、
こ
れ
を
「
感
覚
の
捉
え
る
現
象
」
と
「
自
然
の
本
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性
」
の
関
係
と
言
い
替
え
る
と
、
科
学
史
や
西
洋
哲
学
史
に
興
味
を
持
つ
も
の
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
「
自
然
観
」
と
な
る
。
こ
の
考

え
の
淵
源
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
遡
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
、
イ
オ
ニ
ア
の
タ
レ
ス
以
来
、
我
々
の
感
覚
に
は
千
変
万
化
と
映
る
自

162 

然
現
象
の
底
に
あ
る
不
変
な
る
も
の
を
追
求
し
た
。
こ
の
不
変
な
る
も
の
が
普
遍
的
自
然
の
本
性

(
E
Z円
乙
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
の
一
つ
の
帰
結
が
イ
デ
ィ
ア
論
を
中
心
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
荒
川
氏
は
、
絵
画
を
普
遍
性
を
表
す
学
問
と
同
等

の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
直
接
の
起
源
を
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
に
お
い
た
が
、
彼
の
活
躍
し
た
イ
タ
リ
ヤ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期

は
ま
さ
に
こ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
(
あ
る
い
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
)
が
西
欧
に
復
興
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
こ
の
現
象
世
界
の
創
造
を
神
話
の
形
で
語
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
創
造
者
デ
ミ
ウ
ル

ゴ
ス
は
、
理
想
世
界
「
イ
デ
ィ
ア
」
を
手
本
に
こ
の
自
然
世
界
を
創
造
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
「
イ
デ
ィ
ア
」
と
は
、
真
の
意
味

の
普
遍
的
実
在
で
あ
り
事
物
を
事
物
た
ら
し
め
る
も
の
、
調
和
を
調
和
た
ら
し
め
る
も
の
、
あ
る
い
は
美
を
美
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
現
象
世
界
は
イ
デ
ィ
ア
の
「
不
完
全
な
模
倣
」
の
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
「
イ
デ
ィ
ア
世
界
」
と
「
不
完
全
な
模
倣

た
る
現
象
世
界
」
の
関
係
を
、
芸
術
に
関
連
し
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
現
象
世
界
は
美
の
イ
デ
ィ
ア
の
一
部
を
分
有
す
る
も
の

一
八
世
紀
に
お
け
る
「
自
然
は
そ
の
ま
ま
で
は
不
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
の

基
に
は
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
両
世
界
の
関
係
を
、
一
九
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
絵
画
が
目
指
し
た

P
5
5
0の
底
に
あ
る
自
然
観
に
関
連
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「
数
学
的
な
調
和
に
あ
る
イ
デ
ィ
ア
世
界
」
と

「
不
完
全
な
数
学
的
調
和
を
示
す
現
実
世
界
」
と
表
せ
よ
う
。
こ
れ
を
近
代
の
∞
丘

g
の
⑦
に
即
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
注
意
深
い
観

察
は
言
う
に
及
ば
ず
(
現
実
に
は
無
い
)
理
想
的
な
状
態
を
想
定
し
た
実
験
で
な
け
れ
ば
普
遍
的
な
数
学
的
物
理
関
係
は
現
わ
れ
て
こ

な
い
、
と
言
い
表
せ
る
。
自
然
哲
学
者
ガ
リ
レ
オ
は
こ
の
様
な
意
味
で
数
学
的
自
然
観
を
持
っ
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
と
言
わ
れ
る
。
以

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
絵
画
理
論
の
背
後
に
、
常
に
プ
ラ
ト
ン
思
想
の
影
響
を
見
る
の
は
自
然
の
よ
う
に
見
え
る
。

(
従
っ
て
完
全
な
美
は
な
い
こ
と
言
い
表
せ
よ
う
。

一八、

上
よ
り



(
四
)

以
上
述
べ
た
こ
の
イ
ギ
リ
ス
絵
画
思
想
が
、
ド
イ
ツ
で
活
躍
し
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ

l
の
絵
画
思
想
と
直
接
関
係
し
て
い
る
と
主
張

す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
人
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
絵
画
思
想
は
、
イ
タ
リ
ヤ
や
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
思
想
の
影
響
を
受
け

た
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
絵
画
が
目
指
し
た
∞
巳

8
8
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
が
生

ん
だ
普
遍
的
な
学
問
と
し
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
絵
画
思
想
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
思
想
を
表
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
ら
ば
、
二

O
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
こ
の
様
な
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
広
が
り
を
持
つ
絵
画
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
彼
の
二
元
論
が
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
絵
画
思
想
以
上
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
似
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
カ
ン
デ
イ

ン
ス
キ

l
は
よ
り
直
接
的
に
プ
ラ
ト
ン
思
想
を
意
識
し
た
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
も
っ
と
一
般
的
に
「
西
洋
文
明
は
プ
ラ
ト
ン

の
注
釈
で
あ
る
」
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
言
わ
し
め
た
、
西
洋
文
明
の
あ
り
ょ
う
の
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
絵
画
思
想
へ
の
表
わ
れ
と
解

体験的絵画論

す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
問
的
に
言
わ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
延
べ
た
西
洋
の
絵
画
史
の
研

究
と
共
に
、
神
智
学
者
の
シ
ユ
タ
イ
ナ
ー
な
ど
の
影
響
を
も
含
め
彼
の
思
想
遍
歴
を
正
確
に
辿
る
必
要
が
有
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
学
問
的
な
厳
密
さ
よ
り
も
、
西
洋
の
芸
術
論
が
、
時
代
の
持
つ
思
想
的
影
響
か
あ
る
い

は
直
接
的
影
響
か
は
と
も
か
く
、
プ
ラ
ト
ン
的
二
元
論
的
自
然
観
の
影
響
を
受
け
で
き
た
ら
し
い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
同

様
な
思
想
構
造
を
持
つ
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
は
、
彼
個
人
の
思
想
を
超
え
優
れ
て
西
洋
的
な
思
想
の
産
物
と
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
西
洋
に
こ
の
思
想
(
二
元
論
的
自
然
観
)
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
抽

象
絵
画
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
想
像
し
て
い
る
。
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私
は
今
ま
で
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
に
つ
い
て
、
本
章
の
冒
頭
に
挙
げ
た
彼
の
言
葉
の
内
、
「
現
象
の
内
面
と
外
面
」
と

い
う
「
対
象
に
つ
い
て
の
二
元
論
的
な
考
え
方
」
に
の
み
言
及
し
、
私
自
身
の
中
に
あ
る
保
守
的
な
日
本
画
観
と
の
相
違
を
強
調
し
て

き
た
。
し
か
し
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
芸
術
論
に
つ
い
て
こ
の
様
な
知
的
思
想
的
面
の
み
を
記
す
こ
と
は
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
芸

術
の
本
質
に
対
し
誤
解
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
芸
術
論
に
つ
い
て
、
著
書
「
抽
象
芸
術
論
l
芸
術
に
お
け
る
精
神

的
な
も
の
l
』
の
内
か
ら
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
(
以
下
に
述
べ
る
事
柄
の
他
、
音
楽
家
シ
ュ

l
ン
ベ
ル
グ
な
ど
ド
イ
ツ
表
現

主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
深
井
智
朗
氏
の
最
近
の
著
書
『
文
化
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
』
(
教
文
館
、
二

O
O
二
)
を

参
照
の
こ
と
)
。

カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
現
象
の
内
面
(
即
ち
精
神
的
な
面
、
本
質
)
を
表
す
芸
術
は
、
「
内
的
必
然
性
の
原
理
」
に
基
づ

い
て
創
作
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
こ
の
原
理
を
、
「
芸
術
家
の
個
性
の
要
素
」
、
「
時
代
の
言
語
あ
る
い
は
民
族
の
言
語
か

ら
な
る
内
面
的
価
値
と
し
て
の
様
式
の
要
素
」
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
「
純
粋
に
し
て
永
遠
な
る
芸
術
の
要
素
」
の
、
三
つ
の
神
秘
的

な
必
然
性
か
ら
な
る
と
し
た
。
従
っ
て
「
内
的
必
然
性
」
に
基
づ
い
た
芸
術
に
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
三
つ
の
要
素
が
現
わ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
内
面
的
精
神
的
必
然
性
か
ら
生
ず
る
も
の
が
美
で
あ
る
。
内
面
的
に
美
し
い
も
の
が
美
な
の
だ
」
と

一
言
う
ほ
ど
に
、
こ
の
「
内
的
必
然
性
の
原
理
」
こ
そ
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
芸
術
論
の
中
心
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
三
つ
の

要
素
に
、
芸
術
の
持
つ
「
人
の
魂
を
振
動
さ
せ
る
と
言
う
目
的
」
(
「
振
動
」
は
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
ー
が
魂
を
ピ
ア
ノ
に
た
と
え
た
時
用

い
た
も
の
。
「
感
動
」
を
意
味
す
る
)
を
加
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
倣
っ
て
、
芸
術
存
在
の
「
内
的
四
原
因
」
と
で

も
言
い
表
せ
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
様
に
説
明
し
て
く
る
と
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
i
の
芸
術
は
や
は
り
知
性
の
勝
っ
た
理
性
的
哲
学
的
な
も
の
の
様
に
思
え
る
か
も



体験的絵画論

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
言
う
「
芸
術
の
目
的
」
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
内
的
必
然
性
」
の
各
要
素
自
身
、
創
作
者
の
意
志
を
表
す

極
め
て
主
観
的
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
1
は
、
こ
の
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
、
「
永
遠
な
る
芸
術
(
三
番
目
の
要

素
)
は
、
主
観
性
の
要
素
(
一
お
よ
び
二
番
目
の
要
素
)
を
借
り
て
理
解
さ
れ
る
客
観
的
な
要
素
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
言
う
「
客
観
性
」
と
は
自
然
科
学
的
実
証
的
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
的
「
美
」
の
持
つ
普
遍
性
を
表
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
又
感
性
に
依
存
す
る
故
に
、
こ
の
様
な
「
美
」
を
感
覚
的
に
共
有
し
な
い
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
主

観
的
恋
意
的
な
も
の
と
思
え
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
彼
は
絵
画
を
外
的
に
構
成
す
る
「
色
彩
」
に
つ
い
て
、
生
来
の
カ
ラ
i
リ
ス
ト
ら

し
く
、
「
そ
の
生
命
は
内
面
の
響
き
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
色
彩
が
精
神
的
感
性
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
「
形
態
」

に
つ
い
て
も
、
「
こ
の
様
に
抽
象
化
し
、
あ
る
い
は
純
粋
抽
象
形
態
を
織
り
込
ん
で
構
成
す
る
場
合
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
感
情
が
唯

一
の
審
判
者
、
指
導
者
、
検
察
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
芸
術
に
あ
っ
て
は
実
践
が
理
論
に
先
行
す
る
こ
と
を
述

べ
た
後
、
「
こ
こ
で
は
、
先
ず
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
感
情
の
事
実
で
あ
る
。
た
だ
感
情
に
よ
っ
て
の
み
、
殊
に
芸
術
創
造
の
は
じ
め

に
は
、
芸
術
的
に
妥
当
な
も
の
が
獲
得
さ
れ
る
の
だ

0

・
:
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
芸
術
は
感
情
に
働
き
か
け
る
が
故
に
、
そ
れ
は
、
ま

た
、
感
情
を
通
し
て
し
か
働
き
か
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
」
と
し
た
。
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
は
他
の
所
(
「
芸
術
と
芸
術
家
』
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
著
作
集
三
、
美
術
出
版
社
、
二

0
0
0
)
で
「
抽
象
絵
画
で
も
正
常
の
作
品
は
、
全
芸
術
に
共
通
の
源
泉
、
即
ち
、

直
観
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
1
芸
術
で
も
、
当
然
な
が
ら
「
感
情
の
事
実
」
あ
る
い
は
「
直
観
」

等
の
優
位
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
感
性
的
な
も
に
よ
っ
て
の
み
芸
術
家
は
現
象
の
内
面
(
本
質
)
を
知
る
の
で
あ
り
、

こ
の
点
が
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
芸
術
を
、
イ
デ
ィ
ア
世
界
は
「
理
性
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
言
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
か
ら

分
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
l
自
身
は
、
理
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
直
観
」

の
優
位
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を
主
張
し
た
言
葉
に
続
く
彼
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

「
理
性
は
、
こ
れ
ら
(
具
象
と
抽
象
)
い
ず
れ
の
場
合
に
も
等
し
い
役
割
を
演
ず
る
。
当
該
作
品
が
自
然
を
模
倣
す
る

か
い
な
か
に
拘
わ
り
な
く
、
理
性
は
協
力
す
る
。
た
だ
し
二
次
的
要
因
と
し
て
」
。

166 

四
、
終
わ
り
に

「
何
故
、
近
代
絵
画
の
中
に
抽
象
絵
画
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
と
言
う
私
の
漠
然
と
し
た
疑
問
は
、
絵

画
理
論
の
中
に
現
わ
れ
た
西
洋
の
コ
一
元
論
的
自
然
観
」
の
中
に
、
そ
の
答
え
を
私
な
り
に
見
出
し
た
。
ま
た
、
こ
の
疑
問
へ
の
答
え

を
見
つ
け
る
過
程
で
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
等
の
芸
術
論
を
何
冊
か
読
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
芸
術
論
に
よ
っ
て
私
の
絵
画
鑑
賞
の
姿
勢

が
何
か
変
わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
基
本
的
に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
要
な
の
は
芸
術
に
た
い
す
る
感
性

だ
と
言
う
点
は
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
ー
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
、
彼
の
言
う
「
芸
術
の
目
的
」
や
「
内
的
必
然
性
」
(
こ
れ
ら
を
私
は
芸

術
存
在
の
「
内
的
四
原
因
」
と
呼
ん
だ
の
だ
が
)
は
、
時
と
場
所
を
超
越
し
、
如
何
な
る
芸
術
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
取
り
分
け
、
絵
画
で
あ
る
こ
と
以
外
如
何
な
る
具
象
的
な
形
態
に
頼
る
こ
と
を
も
断
念
し
た
(
あ
る
い
は
断
念
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
)
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
l
の
抽
象
絵
画
こ
そ
が
純
粋
に
感
性
の
み
に
よ
る
鑑
賞
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
絵
画
に
つ
い
て
の
様
々
な
知
的
関
わ
り
は
、
作
品
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
と
言
う
点
で
、
役
に
立
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

特
に
歴
史
画
や
宗
教
画
の
鑑
賞
に
お
い
て
は
、
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
そ
の
背
景
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
楽
し
み

ゃ
そ
し
て
感
動
す
ら
半
減
し
て
し
ま
う
事
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
経
験
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
回
の
抽
象
絵
画
へ

の
探
求
は
、
背
後
に
特
別
な
物
語
を
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
抽
象
絵
画
で
す
ら
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
世
界
の
思
想
・
文
化



の
知
識
な
く
し
て
は
十
分
な
理
解
が
出
来
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
判
ら
せ
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
言
い
替
え
る
と
、
(
私
の
身

近
な
美
術
好
き
の
若
い
人
は
、
私
が
年
を
取
っ
た
証
拠
と
馬
鹿
に
す
る
の
で
あ
る
が
)
感
性
に
よ
る
楽
し
み
と
は
別
様
な
楽
し
み
方
が

芸
術
に
も
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
!
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
内

的
必
然
性
」
の
知
的
理
解
に
よ
る
楽
し
み
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
私
の
絵
画
鑑
賞
に
お
け
る
、
「
二
次
的
要
因
」
と
し
て

の
「
理
性
の
協
力
」
に
よ
る
楽
し
み
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
本
論
で
抽
象
絵
画
と
は
何
か
を
考
え
る
内
に
、
「
見
え
な
い
も
の
」
を
描
こ
う
と
し
た
も
う
一
つ
の
芸
術
で
あ
る
宗
教
画
に

興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
西
欧
中
世
初
期
か
ら
中
期
に
わ
た
る
宗
教
画
を
芸
術
作
品
と
し
て
ば
か
り
見
る
の
で
は
な
く
、

中
世
の
画
家
が
「
超
越
的
存
在
」
を
抽
象
的
で
は
な
く
如
何
に
描
こ
う
と
し
た
か
、
見
え
な
い
二
つ
の
も
の
「
神
的
超
越
と
芸
術
的
美
」

を
ど
の
よ
う
に
表
そ
う
と
し
た
か
、
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
そ
れ
を
知
的
に
理
解
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
(
こ
れ
も
ま
た
、
あ
の

若
い
人
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
)
。
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