
芸
術
写
真
の
時
代
(
l
八
九
四
-
一
九
一
四
)

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
写
真
美
学

村

山

康

男

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
写
真
美
学
に
繰
り
返
し
現
わ
れ
て
く
る
美
学
理
論
は
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
t
b
か
O
r
i
e

d
e
s

s
a
c
r
i
f
i
c
e
s

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
別
稿
に
お
い
竜
我
々
は
こ
の
｢
犠
牲
の
理
論
｣
の
系
譜
を
辿
り
､
そ
れ
が
一
八
五
一
年
の
F
.

ウ
ェ
イ
の
論
文
｢
諸
垂
術
に
対
す
る
写
真
の
影
響
｣
に
始
ま
り
､
カ
ロ
タ
イ
プ
の
写
真
家
の
諸
論
考
を
経
て
､
更
に
一
八
六
二
年

に
出
版
さ
れ
た
デ
ィ
ス
デ
リ
の
『
写
真
聾
術
』
に
お
い
て
一
応
の
体
系
的
な
体
裁
を
整
え
る
の
を
見
た
｡
こ
の
理
論
の
骨
子
は
､
写

真
術
の
本
質
が
､
自
然
の
光
景
の
差
し
出
す
全
て
の
要
素
を
忠
実
に
模
倣
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
不
要
な
細
部
は
そ
れ
を

犠
牲
に
し
､
全
体
の
効
果
に
と
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
選
択
す
る
､
そ
し
て
こ
の
自
然
の
再
現
を
通
し
て
写
真
家
の
個

性
を
作
品
に
刻
印
す
る
点
に
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
｡
勿
論
､
こ
の
理
論
は
写
真
美
学
の
専
有
物
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
､
同

時
代
の
画
家
や
美
術
批
評
家
も
ま
た
そ
れ
を
信
奉
し
て
い
た
｡
つ
ま
り
そ
れ
は
十
九
世
紀
中
葉
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
思
想
を
支
配
し
て

い
た
一
つ
の
垂
術
観
で
あ
っ
て
､
ド
ラ
ク
ロ
ワ
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
垂
術
観
を
写
真
批
判
の
有
力
な
武
器
と
し
て
い
た
の
に
対

し
て
､
写
真
擁
護
の
陣
営
も
こ
の
垂
術
観
に
依
拠
し
て
写
真
が
垂
術
た
り
う
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
､
し
か
し
､
更
に
二
十
世
紀
初
頭
に
ま
で
そ
の
命
脈
を
保
ち
続
け
る
｡
例
え
ば
､
世
紀
末
の
美
学
者
､

七
一



七二

Ⅴ
●
シ
ェ
ル
ビ
ュ
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
塾
術
家
が
〔
事
物
や
垂
術
家
の
〕
本
性
の
表
現
に
よ
り
多
く
の
簡
潔
さ
､

力
そ
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
を
与
え
よ
う
と
し
て
あ
る
手
法
に
訴
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
再
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
手
法
の
第

一
の
､
そ
し
て
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
は
単
純
化
で
あ
る
｡
そ
れ
が
外
的
世
界
で
あ
れ
､
人
間
の
魂
で
あ
れ
､
自
然
と
は
常
に

豊
か
で
あ
り
､
過
剰
に
し
て
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
る
｡
垂
術
家
は
本
質
的
な
も
の
で
満
足
し
､
無
用
な
付
随
物
は
削
除
し
､
選
別
し
､

勇
足
す
る
｡
彼
は
選
択
の
精
神
､
犠
牲
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(止

我
々
に
と
っ
て
更
に
興
味
深
い
の
は
､
十
九
世
紀
末

か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
美
術
理
論
の
動
向
を
象
徴
的
に
体
現
し
て
い
る
M
･
ド
ニ
の
思
想
に
も
､
こ
の
｢
犠
牲
の
理
論
｣

が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
一
八
九
〇
年
の
｢
新
伝
統
主
義
の
定
義
｣
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
､
ド
ニ
は
｢
絵
画
作
品
と

は
軍
馬
や
裸
婦
､
或
は
何
ら
か
の
逸
話
的
な
も
の
で
あ
る
前
に
､
本
質
的
に
､
あ
る
一
定
の
秩
序
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
絵
具
に
覆

わ
れ
た
平
ら
な
表
面
で
あ
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
｣
(
㌔
宣
言
し
､
主
警
り
も
絵
画
に
固
有
の
素
材
や
造
形
特
性
を
強
調
､
嬰
絵
画

へ
と
向
か
う
二
十
世
紀
美
術
を
予
言
し
た
か
に
見
え
た
｡
し
か
し
､
そ
の
ド
ニ
は
､
一
八
九
八
年
の
ロ
ー
マ
滞
在
に
お
け
る
古
典
美

術
へ
の
開
眼
を
機
に
､
象
徴
主
義
か
ら
古
典
主
義
へ
の
転
身
を
計
り
､
一
九
〇
五
年
秋
に
は
､
フ
ォ
ー
ビ
ス
ム
派
の
マ
テ
ィ
ス
の
作

品
に
見
ら
れ
る
｢
粗
雑
な
彩
色
｣
や
抽
象
性
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
態
そ
し
て
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
､
ゴ
ッ
ホ
か
ら
セ
ザ
ン
･
ヌ
に
至
る
美

術の潮流を古典回帰と捉えるドニにありて､｢真的なるものとは､様式化し､総合し､調和を与えるも㌘

あ
り
､
<
様
式
∨
と
は
｢
意
志
的
な
犠
牲
と
単
純
化
に
よ
る
表
現
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
或
る
種
の
偉
大
誌
に
他
な
ら
な
か
っ
た
｡

本
稿
の
主
題
は
､
こ
の
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
写
真
界
を
支
配
し
た
垂
術
写
真
の
時
代
に
お
い
竜
｢
犠
牲
の
理
論
｣
が

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
､
フ
ラ
ン
ス
の
写
真
美
学
の
方
向
を
規
定
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
別
稿
で
指
摘
し

た
よ
う
に
､
一
八
六
二
年
の
デ
ィ
ス
デ
リ
の
写
真
美
学
に
お
い
て
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
撮
影
の
段
階
に
限
定
さ
れ
て
お
り
､
相
互

に
関
連
し
合
う
三
つ
の
構
図
法
と
い
う
か
た
ち
で
具
体
的
な
内
実
を
与
え
ら
れ
て
い
な
こ
の
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
垂
術
写
真
の
時

代
に
な
る
と
､
撮
影
の
み
な
ら
ず
焼
付
の
段
階
に
も
適
用
さ
れ
る
に
至
る
｡
そ
し
て
｢
犠
牲
の
理
論
｣
の
そ
の
内
実
の
変
化
を
も
た



ら
し
た
も
の
と
は
､
垂
術
写
真
が
出
現
す
る
一
八
九
〇
年
代
に
至
る
三
十
年
間
に
な
さ
れ
た
､
写
真
術
の
飛
躍
的
な
発
展
で
あ
る
｡

そ
こ
で
本
論
に
入
る
前
に
､
一
八
六
〇
年
以
降
の
写
真
界
の
状
況
を
こ
こ
で
略
述
し
て
お
こ
う
｡

一
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
八
九
〇
年
代
に
至
る
写
真
界

デ
ィ
ス
デ
リ
が
そ
の
技
術
的
改
良
に
寄
与
し
た
コ
ロ
ジ
オ
ン
湿
板
法
は
､
影
像
の
鮮
明
度
と
い
う
点
で
前
世
代
の
カ
ロ
タ
イ
プ
を

遥
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
問
題
点
が
あ
っ
た
｡
感
光
乳
剤
は
湿
板
の
状
態
で

し
か
感
光
性
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
､
撮
影
の
直
前
に
準
備
し
､
撮
影
後
直
ち
に
現
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ

の
た
め
写
真
家
は
い
つ
も
暗
室
を
身
近
か
に
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
､
戸
外
で
の
撮
影
は
多
く
の
困
難
を
伴
っ
た
｡
そ
こ
で
乾
燥

し
た
状
態
で
も
感
光
性
を
保
ち
続
け
る
乳
剤
を
塗
布
し
た
乾
板
の
開
発
が
行
な
わ
れ
､
一
八
七
〇
年
代
末
に
は
ゼ
ラ
チ
ン
乾
板
法
が

コ
ロ
ジ
オ
ン
湿
板
法
に
取
っ
て
替
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て
写
真
家
は
予
め
準
備
さ
れ
た
乾
板
を
好
き
な
時
に
使
用
し
､
撮
影
後
､

暗
室
に
持
ち
帰
っ
て
現
像
す
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
る
｡

陰
画
の
技
術
面
で
の
改
良
は
､
更
に
感
光
色
素
の
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
も
ま
た
進
展
し
た
｡
デ
ィ
ス
デ
リ
の
時
代
に
お
い
て
､

感
光
乳
剤
は
短
波
長
の
光
(
青
､
紫
)
は
感
受
し
た
が
､
長
波
長
の
光
(
緑
､
黄
､
赤
)
は
殆
ど
感
受
し
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
数

々
の
感
光
色
素
の
発
明
､
発
見
に
よ
り
､
垂
術
写
真
の
時
代
に
は
､
赤
を
除
く
全
て
の
光
に
感
光
す
る
オ
ル
ソ
ク
ロ
マ
チ
ッ
ク
乾
板

が
出
現
す
転

写
真
技
術
の
化
学
面
で
の
進
歩
に
平
行
し
て
､
光
学
､
物
理
学
の
面
で
の
進
展
も
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
｡
レ
ン
ズ
の
屈
折
率
や

収
差
に
改
良
が
加
え
ら
れ
､
シ
ャ
ッ
タ
ー
や
絞
り
の
機
構
皇
同
産
化
さ
れ
る
に
至
る
｡
感
光
乳
剤
の
増
感
と
い
う
条
件
と
相
侯
っ
て
､

カ
メ
ラ
は
三
脚
を
必
要
と
し
な
い
は
ど
小
型
化
し
､
手
持
ち
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
が
可
能
と
な
る
｡
コ
ダ
ッ
ク
二
号
機
が
市
場
に
出

七三



富

回
る
の
は
一
八
八
八
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

か
く
し
て
写
真
術
は
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
､
そ
の
再
現
能
力
の
高
精
度
は
多
方
面
に
わ
た
る
応
用
を
促
進
し
た
｡
A
･
ダ
ヴ
ア
ン

ヌ
や
L
.
フ
ィ
ギ
ェ
が
-
八
八
｡
年
代
に
出
版
し
た
写
真
理
論
書
は
執
れ
銃
写
真
術
が
諸
産
業
は
も
と
よ
り
､
と
り
わ
品
学
の

諸
領
域
の
研
究
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
｡
事
実
､
高
感
度
の
乳
剤
と
高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
発
明

は
､
科
学
的
分
析
の
精
確
な
手
段
と
し
て
の
科
学
写
真
の
興
隆
を
導
い
た
｡
コ
レ
ー
ジ
ュ
･
ド
･
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
で
あ
っ
た
E
･

J
.
マ
レ
イ
は
､
(
物
体
の
連
続
的
な
運
動
を
分
析
す
る
た
め
に
､
一
八
八
二
年
に
ク
｡
ノ
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
C
h
r
｡
コ
｡
p
h
｡
-
｡
g
r
a
p
ト
i
e

を
考
案
し
て
お
り
､
同
じ
頃
､
精
神
医
学
の
分
野
で
は
J
･
M
･
シ
ャ
″
コ
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
の
分
析
に
患
頑
症
状
を
捉
え
た
写

真
を
用
い
､
ま
た
､
A
.
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
端
罪
捜
査
の
科
学
的
分
析
の
手
管
し
て
司
法
写
真
を
確
立
す
る
｡
写
真
術
の
応
用
の

領
域
は
､
ダ
ヴ
ア
ン
ヌ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
殆
ど
無
際
限
の
も
の
に
な
り
､
医
学
や
生
物
学
に
お
け
る
顕
微
鏡
写
真
が
捉
え
る
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
始
ま
り
1
天
文
学
に
お
け
る
天
体
写
真
が
捉
え
る
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
ま
で
至
る
｡

勿
論
､
ダ
ヴ
ア
ン
ヌ
ら
は
写
真
術
の
垂
術
へ
の
応
用
に
も
僅
か
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
が
､
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
資
増
価
値
と

し
て
の
写
真
の
利
用
に
触
れ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
､
自
立
し
た
垂
術
媒
体
と
し
て
の
写
真
の
可
能
性
を
問
う
て
は
い
な
い
｡

以
上
に
述
べ
た
写
真
術
の
技
術
革
新
は
､
感
光
乳
剤
と
カ
メ
ラ
の
機
構
の
改
良
に
関
わ
る
も
の
で
､
執
れ
も
陰
画
の
制
作
段
階
に

属
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
写
真
術
は
陰
画
を
更
に
感
光
物
質
に
焼
き
付
け
陽
画
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
｡
こ
の
陽

画
法
に
お
い
て
も
､
写
真
術
は
一
八
六
｡
年
以
降
様
〝
蓮
術
革
新
を
成
し
遂
げ
る
言
し
て
六
八
｡
年
代
に
は
､
頑
性
を
持

ち
仕
上
り
の
写
真
の
色
合
い
も
良
く
焼
付
処
理
の
よ
り
容
易
な
､
P
･
0
･
P
印
画
紙
や
ガ
ス
ラ
イ
ト
印
画
紙
が
登
場
す
る
｡
と
こ

ろ
が
一
八
九
〇
年
代
に
入
る
と
､
職
業
写
真
家
の
細
部
描
写
に
重
点
を
お
く
表
現
に
飽
き
足
ら
ず
､
写
真
家
の
よ
り
自
由
な
コ
ン
ト
ロ

.
ル
を
印
画
法
に
採
り
入
れ
､
自
立
し
た
垂
術
ジ
ャ
が
て
し
て
の
写
真
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
は
､
新

し
い
印
画
法
を
求
め
て
研
究
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
こ
で
彼
ら
が
注
目
し
た
の
は
､
重
ク
ロ
ム
酸
塩
を
利
用
す
る
印
画
法
で



(過

あ
る
｡
以
下
に
こ
の
印
画
法
を
略
述
し
て
お
こ
う
｡
重
ク
ロ
ム
酸
カ
リ
や
重
ク
ロ
ム
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
な
ど
と
ゼ
ラ
チ
ン
､
ア
ラ
ビ

ア
ゴ
ム
と
を
混
合
し
た
乳
剤
は
感
光
性
を
持
ち
､
光
を
当
て
る
と
硬
化
し
て
､
本
来
は
温
湯
や
冷
水
に
可
溶
性
で
あ
っ
た
も
の
が
不

溶
性
に
な
る
｡
こ
の
乳
剤
を
紙
な
ど
の
支
持
体
に
塗
布
し
ネ
ガ
を
重
ね
合
わ
せ
て
露
光
す
る
と
､
ネ
ガ
の
濃
度
に
比
例
し
て
ゼ
ラ
チ

ン
や
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
が
硬
化
す
る
｡
そ
の
後
､
温
湯
や
冷
水
で
洗
赦
す
れ
ば
､
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
部
分
､
つ
ま
り
ネ
ガ
の
暗
部

に
相
当
す
る
部
分
は
再
び
溶
解
す
る
｡
従
っ
て
､
予
め
ゼ
ラ
チ
ン
や
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
の
中
に
絵
具
や
顔
料
を
溶
け
込
ま
せ
て
お
け
ば
､

ネ
ガ
の
明
部
は
ゼ
ラ
チ
ン
層
が
硬
化
し
色
素
を
定
着
し
て
陽
画
の
暗
部
を
構
成
し
､
ネ
ガ
の
暗
部
に
相
当
す
る
部
分
は
､
色
素
を
含

ん
だ
ゼ
ラ
チ
ン
層
が
水
に
溶
解
し
て
陽
画
の
明
部
を
構
成
す
る
訳
で
あ
る
｡
ビ
ュ
ヨ
ー
や
ド
マ
シ
ー
ら
が
一
八
九
五
年
に
開
発
し
た

ゴ
ム
印
画
法
で
は
､
重
ク
ロ
ム
酸
塩
と
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
か
ら
な
る
感
光
剤
が
､
露
光
を
受
け
て
も
余
り
強
く
硬
化
し
な
い
点
を
利
用

し
､
氷
に
よ
る
洗
濯
や
絵
筆
や
刷
毛
に
よ
る
感
光
剤
の
洗
い
落
し
を
自
由
に
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
ま
た
､
感
光
剤
の
塗
布
も

部
分
的
に
繰
り
返
し
行
い
､
露
光
､
水
現
像
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
暗
の
語
調
を
写
真
家
の
思
う
通
り
に
整
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
｡
更
に
､
絵
具
や
顔
料
､
紙
の
色
を
選
ぶ
こ
と
で
仕
上
り
の
色
調
は
思
い
の
ま
ま
で
あ
っ
た
し
､
絵
筆
で
感
光
剤
を
洗

い
落
す
際
に
印
画
紙
の
表
面
に
筆
触
を
残
す
こ
と
も
で
き
､
褒
軋
の
点
で
も
従
来
の
印
画
法
に
は
不
可
能
な
領
域
を
開
拓
し
え
た
｡

か
く
し
て
､
焼
付
の
作
業
に
お
い
て
写
真
家
は
以
前
の
印
画
法
と
比
較
に
な
ら
な
い
は
ど
の
自
由
を
獲
得
す
る
に
至
り
､
表
現
の
幅

を
拡
密
た
の
で
､
完
成
し
た
印
画
は
木
炭
画
､
赤
色
石
版
画
､
淡
彩
画
と
見
紛
う
よ
う
年
外
観
と
質
感
を
与
え
る
こ
と
も
屡
々
で

あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
新
し
い
印
画
法
に
支
え
ら
れ
て
､
塾
術
写
真
の
主
導
者
た
ち
は
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
の
適
用
を
撮
影
の
み
な
ら

ず
､
焼
付
の
段
階
に
ま
で
拡
大
し
､
垂
術
と
し
て
の
写
真
の
可
能
性
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡



二

重
術
写
真
の
美
学
-
質
感
の
探
究

以
上
に
見
た
よ
う
に
塾
術
写
真
は
､
和
部
の
厳
密
な
描
写
に
強
調
点
を
置
く
科
学
写
真
や
職
業
写
真
家
の
生
み
出
す
影
像
に
対
抗

す
る
か
た
ち
で
写
真
界
に
登
場
し
､
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
一
大
勢
力
を
形
成
す
る
に
至
る
｡
そ
れ
で
は
垂
術
写
真

の
主
張
す
る
写
真
美
学
と
は
ど
Ⅵ
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
写
真
家
は
､
.
そ
の
誕
生
以
来
写
真
術
が
人
間
の
介
入
を
受
け
つ
け
な

い
単
に
機
械
的
な
技
術
に
す
ぎ
ず
､
垂
術
た
り
え
な
い
と
い
う
批
判
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
長
い
間
置
か
れ
て
い
た
｡
実

際
､
既
に
触
れ
た
よ
う
に
､
デ
ィ
ス
デ
リ
が
写
真
家
の
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
語
る
時
､
そ
れ
は
撮
影
の
段
階
に
限
定
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
｡
現
像
や
焼
付
の
段
階
で
写
真
家
が
介
入
し
う
る
余
地
は
殆
ど
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
今
や
写
真
家
は
新
し

い
印
画
法
を
手
に
し
て
お
り
､
影
像
形
成
過
程
の
核
心
部
分
に

(
取
り
分
け
焼
付
過
程
に
)
画
家
と
同
じ
資
格
で
介
入
し
､
選
択
の

自
由
茎
受
で
或
｡
従
っ
て
､
写
真
制
作
の
垂
術
的
部
分
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
は
､
従
来
の
よ
う
に
撮
影
の
段
階
で
は
な
く
焼

付
の
そ
れ
で
あ
る
｡

我
々
は
ま
ず
､
塾
術
写
真
の
最
も
熱
烈
な
擁
護
者
で
あ
っ
た
美
術
評
論
家
の
ロ
ベ
ー
ル
･
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト

｢
写
真
は
垂
術
か
｣

を
取
り
上
げ
よ
う
｡
そ
の
第
二
章
に
お
い
て
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
は
､
写
真
家
が
自
然
の
光
景
の
美
を

単
に
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
､
｢
彼
に
固
有
の
観
念
､
或
は
感
受
性
の
美
｣
を
つ
け
加
え
る
は
ど
に
介
入
し
て
い
る
か
と
問
い
､
鞄

兵
家
の
三
重
の
介
入
を
語
っ
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
写
真
家
は
第
言
撮
影
に
お
い
て
､
自
然
喝
で
再
現
対
象
を
選
択
す
る
｡

彼
が
二
度
目
に
介
入
す
る
の
は
陰
画
の
現
像
の
時
で
あ
り
､
そ
れ
は
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
f
a
c
t
u
r
e

の
形
成
に
関
わ
る
｡
陰
画
に
関

し
て
､
写
真
家
は
｢
明
暗
が
微
妙
に
推
移
し
て
い
く
全
範
囲
､
全
般
的
な
明
暗
の
調
子
｣
を
選
択
す
る
｡
し
か
し
陰
画
は
単
な
る
で

絵
に
す
ぎ
ず
､
彼
は
こ
の
習
作
か
ら
タ
ブ
ロ
ー
を
作
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
が
焼
付
の
段
階
で
あ
り
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
が
最

も
重
視
す
る
三
度
目
の
介
入
の
時
で
あ
る
｡
｢
陽
画
の
焼
付
に
お
い
て
こ
そ
､
人
間
の
感
受
性
と
巧
み
さ
が
取
り
分
け
介
入
し
､
制



作
を
導
く
力
堵
動
的
な
能
力
に
対
し
て
巻
返
し
を
図
る
｡
陰
画
は
機
械
に
依
存
し
て
い
る
｡
し
か
し
陽
画
は
文
体
と
同
様
人
そ
の

も
の
で
あ
る
｡
｣
事
実
､
ゴ
ム
印
画
法
を
用
い
れ
ば
､
明
部
に
お
け
る
不
要
な
細
部
は
､
感
光
剤
を
剥
脱
さ
せ
る
て
と
に
よ
っ
て
消

去
し
､
ま
た
暗
部
に
お
け
る
不
要
な
細
部
は
､
感
光
剤
を
何
度
も
重
ね
て
塗
布
し
､
繰
り
返
し
焼
付
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
部
の

中
に
溶
か
し
込
む
こ
と
が
で
き
､
全
体
的
効
果
を
容
易
に
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
細
部
の
犠
牲
､
省
略
を
写
真

家
が
自
由
に
制
御
し
う
る
限
り
､
そ
こ
に
個
性
を
表
出
す
る
余
地
も
あ
る
訳
で
あ
る
｡

フ
ラ
ン
ス
の
垂
術
写
真
の
主
唱
者
で
ぁ
っ
た
ロ
ベ
ー
ル
･
ド
マ
シ
ー
も
ま
た
､
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡
彼
は
ま
ず
塾
術
作

品
に
固
有
の
品
質
と
は
何
か
と
問
う
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
｡
｢
垂
術
作
品
と
は
自
然
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
転
写
t
r
a
コ
S
C
r
i
p
二
〇
コ

で
あ
る
占
然
に
お
け
る
モ
チ
与
の
美
は
垂
術
作
品
を
構
成
す
咤
質
と
は
如
何
な
る
関
係
も
も
た
な
い
｡
｡
の
特
殊
蓋
質
と

は
塾
術
家
が
自
分
自
身
を
表
現
す
る
方
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
｡
｣
従
っ
て
写
真
の
制
作
に
お
い
て
重
要
な
の
は
､
撮
影
の
段

階
で
ど
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
選
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
､
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
陰
画
の
解
釈
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
陽
画

に
焼
き
付
け
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
実
際
､
ド
マ
シ
ー
は
先
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
､
陰
画
の
焼
付
に
写
真
家
が
介
入
す
る
こ
と

を
禁
じ
て
い
た
当
時
の
自
然
主
義
的
写
真
を
批
判
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
ス
ト
レ
イ
ト
プ
リ
ン
ト
､
即
ち
陰
画
の
現
像
に
お

い
て
も
焼
付
に
お
い
て
も
､
写
真
家
が
特
別
の
介
入
を
行
わ
な
い
技
法
(
例
え
ば
ゼ
ラ
チ
ン
乾
板
法
)
を
採
用
す
る
な
ら
ば
､
才
能

の
な
い
写
真
家
も
才
能
あ
る
写
真
家
と
同
様
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
が
ゴ
ム
印
画
法
の
場
合
は
そ
う
は
い
か

な
い
｡
｢
た
と
え
他
の
人
〔
才
能
の
な
い
写
真
家
〕
が
同
じ
印
画
法
を
用
い
た
と
し
て
も
､
一
枚
の
陽
画
に
は
空
か
ら
地
面
に
至
る

ま
で
陽
画
の
全
て
に
垂
術
家
の
署
名
が
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
､
勇
一
枚
の
陽
画
は
意
味
の
な
い
混
乱
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
と

い
う
の
は
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
人
間
が
介
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
し
て
み
れ
ば
､
垂
術
写
真
の
美
学
に
と
っ
て
は
､
焼
付
の

工
程
こ
そ
が
写
真
制
作
の
垂
術
的
な
部
分
に
な
る
訳
で
あ
る
｡

垂
術
写
真
が
こ
の
よ
う
に
焼
付
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
の
は
､
言
葉
の
二
重
の
意
味
で
の
マ
チ
エ
ー
ル
(
素
材
･
質
感
)

七七



七八

に
対
す
る
関
心
で
あ
る
｡
撮
影
が
描
写
対
象
の
選
択
と
そ
の
空
間
的
配
置
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
､
焼
付
は
影
像
の
物
質
的
実
現
に
関

わ
り
を
持
つ
訳
で
あ
る
か
ら
､
マ
チ
エ
ー
ル
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
垂
術
写
真
派
を
代
表
す
る
二
人
の
写
真
家
､
ド
マ
シ
ー
と
コ
ン
ス
タ
ン
･
ビ
ュ
ヨ
ー
の
共
著
に
な
る
『
写
真
に
お
け
る
垂
術
的

手
法
』
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
｡
こ
の
著
作
に
お
い
て
､
著
者
は
影
像
制
作
の
出
発
点
と
し
て
の
マ
チ
エ
ー
ル
(
素
材
)
の
重
要
性
､
つ
ま

り
印
画
紙
や
顔
料
が
影
像
の
質
宜
与
え
る
意
義
を
強
調
し
た
後
､
影
像
制
作
の
到
達
点
と
し
て
の
マ
チ
エ
ー
ル
､
即
ち
質
感
の
意
義
に

触
れ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
･
｢
聾
術
家
の
本
質
を
構
成
す
る
の
は
､
目
利
き
と
同
様
彼
ら
の
感
覚
器
官
の
鋭
さ
で
あ
り
繊
細
さ
で
あ

る
｡
そ
こ
か
ら
造
形
垂
術
に
お
け
る
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
重
要
さ
が
帰
結
す
る
｡
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
造
形
塾
術
の
言
語
を
構
成
し
て
お

り
､
垂
術
家
と
そ
の
公
衆
の
間
の
唯
一
の
､
そ
し
て
必
然
的
な
媒
介
手
段
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
美
し
い
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
第
l
の
品
質

と
は
美
し
い
扉
萄
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
質
感
の
美
し
さ
は
明
暗
を
手
段
と
す
る
小
垂
術
〔
写
真
〕
に
お
い
て
は
尚
の
こ
と
､

(視

り
必
要
と
な
っ
て
く
る
｡
と
い
う
の
は
そ
の
手
段
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
力
を
持
た
ず
､
そ
の
可
能
性
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
写
真
術
は
確
か
に
そ
の
表
現
手
段
や
可
能
性
が
著
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
写
真
像
は
単
色
で
あ
り
､

そ
の
明
暗
の
変
化
を
唯
一
の
表
現
手
段
と
し
て
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
と
同
時
に
､
こ
の
明
暗
の
微
妙

基
調
の
表
現
は
､
他
の
造
形
垂
術
乾
し
て
写
真
が
最
畠
意
と
す
る
領
域
で
あ
る
｡
と
､
そ
れ
も
ま
た
垂
術
写
真
の
擁
護
者
の

一
致
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
さ
て
､
ド
マ
シ
ー
ら
に
依
れ
ば
､
白
か
ら
黒
へ
と
至
る
明
暗
を
表
現
手
段
と
し
て
も
つ
手

法
は
､
そ
の
明
暗
の
領
域
が
広
け
れ
ば
広
い
は
ど
力
強
さ
と
輝
き
を
持
つ
｡
ま
た
､
白
の
中
で
最
も
眼
に
快
い
の
は
､
プ
レ
ス
に
よ

る
圧
縮
や
擦
筆
に
よ
る
加
工
を
施
し
て
い
な
い
純
正
の
紙
､
つ
ま
り
手
漉
き
の
紙
が
与
え
る
｢
陶
器
の
よ
う
な
艶
の
な
い
白
-
e

b
-
a
コ
C
ヨ
a
t

P
O
r
C
e
-
a
-
コ
e
｣
で
あ
る
｡
紙
を
支
持
体
と
し
て
用
い
る
全
て
の
造
形
手
法
に
お
い
て
､
こ
の
､
紙
に
特
有
の
白
さ

は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
｡
例
え
ば
グ
ワ
ァ
ッ
シ
ュ
の
技
法
で
白
の
グ
ワ
ッ
シ
ュ
を
用
い
な
い
の
は
､
紙
の
地
の
白
さ
の
ほ
う
が
質

に
お
い
て
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
写
真
の
陽
画
に
用
い
ら
れ
る
紙
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
､
そ
の
白
さ
の
極
限
が
地
の
紙
の
白



さ
で
あ
る
よ
う
な
印
画
紙
が
､
繊
細
な
白
を
保
つ
の
で
あ
る
｡
従
来
の
印
画
紙
の
よ
う
に
ゼ
ラ
チ
ン
層
に
覆
わ
れ
た
紙
の
白
さ
ほ
､

そ
の
輝
き
か
光
の
散
乱
に
よ
っ
て
で
は
な
く
､
反
射
に
よ
っ
て
は
み
出
さ
れ
る
の
で
質
に
お
い
て
劣
る
｡
そ
の
点
で
垂
術
写
真
に
固

有
の
印
画
法
は
､
顔
料
を
含
ん
だ
ゼ
ラ
チ
ン
層
を
水
や
絵
筆
を
用
い
て
剥
脱
さ
せ
､
そ
れ
に
よ
っ
て
明
部
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
か

ら
､
紙
の
地
の
白
さ
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
｡
と
喋
る
｡
従
っ
て
垂
術
写
真
に
お
い
て
､
影
像
の
支
持
体
と
な
る
紙
の
選
択
は
質
感

の
構
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
素
と
看
倣
さ
れ
る
｡

ド
マ
シ
ー
ら
は
更
に
､
写
真
像
の
質
感
を
細
く
境
足
し
､
そ
こ
に
三
つ
の
様
相
を
区
別
し
て
い
る
｡
第
一
は
細
や
か
さ
〓
e
u
r
或

は円やかさく｡-｡｡tか咤り､第二は深み｡r｡f｡｡de｡r或は透明感tr｡nSparence､第三は力警puis-

S
a
コ
C
e
､
三
g
亡
e
u
r
で
あ
る
｡
こ
の
三
つ
の
質
感
の
様
相
は
､
彼
ら
に
依
れ
ば
､
写
真
像
に
限
ら
ず
一
般
に
他
の
造
形
ジ
ャ
ン
ル
に

ぉ
い
て
も
､
相
互
に
排
除
し
合
う
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
水
彩
で
は
透
明
感
は
あ
っ
て
も
力
強
さ
に
欠
け
､
ま
た
パ
ス
テ
ル
で
は
円

や
か
さ
の
質
感
は
表
わ
せ
て
も
透
明
感
は
得
ら
れ
な
い
｡
写
真
に
あ
っ
て
は
力
強
さ
の
質
感
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
は

顔
料
や
絵
具
の
粒
子
を
重
層
化
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
｡
聾
術
写
真
に
固
有
の
印
画
法
は
､
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
や
ゼ
ラ
チ
ン
と
色
素
の

粒
子
と
の
混
合
物
を
紙
の
支
持
体
に
重
層
的
に
塗
布
し
て
印
画
を
制
作
す
る
が
､
ゴ
ム
や
ゼ
ラ
チ
ン
の
コ
ロ
イ
ド
状
態
が
色
素
の
粒

子
を
分
散
さ
せ
､
し
か
も
そ
れ
を
紙
の
表
面
に
定
着
さ
せ
る
た
め
､
こ
の
印
画
法
は
明
暗
の
調
子
の
力
強
さ
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
円

や
か
さ
と
透
明
感
も
同
時
に
保
存
す
る
と
い
う
利
点
を
持
つ
｡
更
に
､
コ
ロ
イ
ド
状
の
感
光
乳
剤
を
水
現
像
で
洗
い
落
す
手
段
も
多

様
で
あ
り
､
そ
の
結
果
､
明
暗
の
語
調
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
質
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
Q

影
像
の
質
感
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
関
心
が
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ビ
ュ
ヨ
ー
が
一
八
九
六
年

に
出
版
し
た
『
垂
術
写
真
に
関
す
る
覚
書
』
の
〓
即
で
あ
る
｡
そ
こ
で
彼
は
､
単
色
の
他
の
手
法
に
比
し
て
写
真
が
優
れ
て
い
る
点

と
し
て
､
繊
細
極
ま
り
な
い
明
暗
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
挙
げ
､
次
の
如
く
記
し
て
い
る
｡
｢
言
葉
の
音
が
そ
の
表
明
す
る
観

念
と
は
別
に
独
特
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
､
色
彩
〔
明
暗
〕
は
､
実
の
と
こ
ろ
､
そ
れ
を
包
む
輪
郭
や
そ
れ
が
再
現
し
て
い
る
主
題

七九
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と
は
独
立
し
て
､
そ
れ
自
体
で
固
有
の
魅
力
を
持
つ
｡
歴
史
画
の
､
時
に
型
に
厳
っ
た
悲
劇
性
よ
り
も
更
に
素
晴
ら
し
く
､
或
は
ヴ

ィ
ー
ナ
ス
像
の
し
ば
し
ば
精
彩
を
欠
く
美
よ
り
も
素
晴
ら
し
く
､
〔
明
暗
の
〕
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
調
和
害
C
O
↑
d
は
そ
れ
自
体
と
し
て
､

た
と
え
そ
れ
が
取
る
に
足
り
な
い
対
象
や
卑
俗
な
対
象
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
､
美
的
享
受
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
､
よ
り

優
れ
た
繊
細
な
感
覚
印
象
を
惹
き
起
｡
す
｡
と
が
で
き
る
｡
｡
う
し
た
感
覚
印
象
は
肉
体
的
誌
感
と
軽
視
覚
に
属
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
､
そ
れ
を
単
色
の
〔
明
暗
の
〕
調
子
の
微
妙
な
差
異
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
｣
こ
の
引
用
し
た
テ
ク
ス

ト
に
見
出
さ
れ
る
u
n

a
c
c
O
r
d

de

n
u
a
n
c
e
s

c
O
コ
S
i
.
d
賢
か

e
n
s
O
i

や
u
n
e

c
a
r
e
s
s
e

p
h
y
s
i
q
u
e
と
い
っ
た
言
葉
が

表
明
し
て
い
る
の
は
､
毎
真
に
固
有
の
明
暗
の
質
感
が
､
影
像
の
再
現
的
機
能
や
主
題
的
価
値
と
は
独
立
し
て
､
一
つ
の
表
現
価
値

た
り
う
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
｡
勿
論
､
垂
術
写
真
は
影
像
の
再
現
的
価
値
を
排
除
し
､
抽
象
写
真
を
目
指
し
た
訳
で
は
な
い
｡
し

か
し
な
が
ら
､
垂
術
写
真
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
夕
暮
.
､
木
漏
れ
日
､
水
面
､
波
や
雲
､
海
辺
や
下
草
､
そ
し
て
衣
裳
の
壁
や
レ

ー
ス
の
帽
子
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
､
･
明
暗
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
の
妙
味
に
最
も
相
応
し
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
て
､
そ
こ

で
は
､
恰
も
表
現
手
段
の
可
能
性
を
探
求
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
が
選
ば
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
｡
更
に
ま

た
､
明
暗
の
語
調
の
微
調
整
に
用
い
ら
れ
た
絵
筆
の
筆
触
を
意
図
的
に
残
額
品
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
も
､
質
感
の
探
究
に
対

す
る
当
時
の
写
真
家
た
ち
の
強
い
関
心
の
現
わ
れ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ビ
ュ
ヨ
ー
は
こ
の
よ
う
に
写
真
術
に
固
有
な
明
暗
に
よ
る
質
感
の
探
究
を
強
調
し
て
い
る
が
､
同
時
に
こ
の
質
感
の
探
究
は
構
図

の
規
則
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
も
い
る
｡
先
に
引
用
し
た
一
節
に
続
く
箇
所
で
､
ビ
ュ
ヨ
ー
は
､
た
と
え
写
真
の
独
自
な
明
暗
の
手

法
を
我
が
物
と
し
て
も
､
｢
自
己
の
視
覚
を
繊
細
な
も
の
に
し
､
線
や
明
暗
の
調
子
そ
れ
自
体
の
内
に
あ
る
表
現
的
な
も
の
を
視
覚

が
味
わ
い
得
る
ま
で
に
な
ら
な
け
れ
ば
､
ま
た
凡
そ
垂
術
的
構
図
と
い
う
も
の
の
均
衡
と
調
和
を
導
く
一
般
法
別
の
中
で
必
要
な
も

室

の
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
､
｣
写
真
家
は
何
も
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
明
暗
の
微

妙
な
語
調
に
よ
る
表
現
は
､
対
象
の
起
伏
を
精
妙
に
再
現
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
更
に
影
像
全
体
を
統
一
す
る
機



(艶

能
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
｡
従
っ
･
て
､
こ
こ
で
ビ
ュ
ヨ
ー
が
明
暗
の
表
現
を
構
図
の
均
衡
と
調
和
を
も
た
ら
す
法
則
､
つ
ま
り
統
一

的
な
構
図
法
へ
と
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
均
衡
と
調
和
を
目
指
す
こ
の
構
図
法
を
支
え
て
い
る
の
が
､

か
の

｢
犠
牲
の
理
論
｣

で
あ
る
｡
そ
ヱ
で
我
々
は
以
下
で
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
が
垂
術
写
真
の
美
学
に
お
い
て
､
如
何
な
る
役
割
を

果
し
､
ま
た
そ
の
美
学
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

三

犠
牲
の
理
論

(邑

｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
前
節
で
触
れ
た
ビ
ュ
ヨ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
も
勿
論
見
出
さ
れ
る
が
､
我
々
は
こ
こ
で
は
､
そ
れ
が
典
型
的
な

か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る
ロ
ベ
ー
ル
･
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
の
｢
写
真
は
垂
術
か
｣
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
不
要
な
細

部
を
省
略
し
､
全
体
的
効
果
に
相
応
し
い
要
素
の
み
を
選
択
す
る
と
い
う
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
､
こ
の
論
文
に
お
い
て
幾
つ
か
の
異

な
っ
た
文
脈
の
中
で
現
わ
れ
て
い
る
｡

ま
ず
第
一
に
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣

は
当
時
の
職
業
写
真
家
を
批
判
す
る
文
脈
で
､
そ
の
批
判
の
論
拠
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡
論

文
の
序
章
で
､
職
業
写
真
家
と
垂
術
写
真
派
と
を
そ
の
主
題
､
技
法
､
作
品
の
上
で
対
比
し
た
後
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
は
第
〓
早

で
､
職
業
写
真
家
の
欠
陥
を
三
点
に
亙
っ
て
指
摘
し
て
い
或
竺
は
遠
近
法
の
効
果
の
誇
張
で
あ
り
､
第
二
は
明
暗
の
調
子
の
不

正
確
な
描
写
､
第
三
は
不
要
な
細
部
の
克
明
な
描
写
で
あ
る
｡
彼
に
依
れ
ば
､
人
は
こ
う
し
た
欠
陥
を
写
真
技
術
そ
の
も
の
の
欠
陥

と
し
て
批
判
し
が
ち
で
あ
る
が
､
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
｡
例
え
ば
第
一
の
欠
陥
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
､
確
か
に
広
角
の
レ
ン
ズ

は
影
像
の
周
辺
部
分
の
形
態
を
歪
曲
す
る
が
､
写
真
家
は
こ
の
歪
曲
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
然
る
に
彼
は
何
故
写

角
の
小
さ
な
レ
ン
ズ
を
用
い
な
い
の
か
｡
ま
た
､
広
角
レ
ン
ズ
を
用
い
る
と
し
て
も
何
故
対
象
か
ら
距
離
を
と
ろ
う
と
し
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
｡
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
に
依
れ
ば
､
そ
れ
は
｢
写
真
家
が
数
多
く
の
細
部
を
記
録
し
た
い
と
望
み
､
ま
た
彼
が
､
〔
紳

八
一



部
の
〕
必
然
的
な
犠
牲
の
法
則
に
頑
で
あ
る
た
め
に
､
彼
自
身
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
見
渡
し
う
る
以
上
の
も
の
を
レ
ン
ズ
の
眼

で
見
渡
そ
う
と
望
む
か
ら
で
あ
る
｡
｣

つ
ま
り
構
図
に
関
わ
る
遠
近
法
の
効
果
の
歪
曲
や
誇
張
は
レ
ン
ズ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な

く
､
そ
れ
を
操
作
す
る
写
真
家
が
､
何
事
も
細
部
に
亙
る
ま
で
鮮
明
に
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
職

業
写
真
家
の
｢
明
細
目
録
へ
の
偏
執
｣
や
｢
調
書
に
対
す
る
愛
好
｣
に
対
し
て
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
が
対
置
す
る
も
の
こ
そ
､
先

の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
｢
犠
牲
の
理
論
｣
で
.
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
垂
術
写
真
派
の
指
導
理
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
一

節㍑養っ｡とができよう｡｢垂術嘩ち〔聾術写真派〕はもはや細部ではなく全体を､諸事実の集積ではぺ

く
観
念
の
単
純
化
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
｡
｣

続
い
て
｢
犠
牲
の
理
論
｣
が
用
い
ら
れ
る
第
二
の
文
脈
は
､
科
学
写
真
に
対
す
る
批
判
の
く
だ
り
で
あ
る
｡
｢
写
真
の
過
大
な
主

張
｣
と
題
さ
れ
た
第
四
章
に
お
い
て
､
彼
は
鳥
の
飛
翔
や
馬
の
走
行
を
記
録
し
た
動
態
写
真
を
狙
上
に
の
せ
て
い
る
｡
科
学
者
た
ち

は
こ
う
し
た
動
態
写
真
を
根
拠
に
､
こ
れ
ま
で
画
家
が
描
い
て
い
た
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
す
る
馬
の
姿
態
や
､
走
っ
た
り
踊
っ
た
り
す
る
人

間
の
姿
勢
を
批
判
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
画
家
が
彼
ら
の
忠
告
を
採
り
入
れ
表
現
を
改
め
る
や
､
画
面
か
ら
運
動
感
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
何
故
か
｡
科
学
に
お
け
る
真
理
と
垂
術
に
お
け
る
真
理
は
全
く
別
の
も
の
だ
咤
で
あ
る
｡
ド
･
ラ

･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
は
言
う
｡
｢
科
学
の
真
理
と
は
細
部
の
真
理
で
あ
り
､
垂
術
の
真
理
は
全
体
の
真
理
で
あ
る
｡
｣
実
際
の
と
こ
ろ
､

動
態
写
真
の
示
す
も
の
は
､
運
動
の
断
片
で
あ
っ
て
芸
そ
の
も
の
で
は
な
い
｡
と
｡
ろ
が
我
〝
の
眼
は
運
動
の
頑
を
知
覚
す
る
｡

垂
術
写
真
派
は
運
動
の
本
質
を
要
約
す
る
よ
う
な
瞬
間
､
美
的
品
質
を
与
え
ら
れ
た
瞬
間
を
選
択
す
る
の
で
あ
っ
て
､
科
学
者
の
よ

ぅ
に
､
連
動
の
断
片
を
機
械
的
に
羅
列
し
た
り
は
し
な
い
｡
か
く
し
て
科
学
者
も
ま
た
職
業
写
真
家
と
同
様
に
｢
犠
牲
の
芸
｣
(
牝

無
知
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
塾
術
写
真
を
信
奉
す
る
写
真
家
は
､
機
械
の
眼
が
人
間
の
眼
を
教
え
る
こ
と
を
も
は
や
望
ま
な
い
｡

寧
ろ
､
機
械
の
生
み
出
し
た
結
果
を
人
間
の
眼
に
よ
っ
て
制
御
し
､
眼
か
認
め
な
い
も
の
は
拒
否
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
犠
牲
の
理
論
｣
が
持
ち
出
さ
れ
る
第
三
の
文
脈
と
し
て
､
第
五
章
｢
イ
デ
ア
リ
ス
ト
の
反
動
｣
の
〓
即
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に



し
ょ
ぅ
｡
そ
れ
は
､
絵
画
に
お
け
る
印
象
派
に
対
す
る
反
動
と
し
て
垂
術
写
真
を
位
置
づ
け
て
い
る
箇
所
で
あ
る
｡
印
象
派
の
細
か

い
筆
致
に
よ
る
光
の
表
現
は
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
に
依
れ
ば
､
散
乱
す
る
自
然
光
の
忠
実
な
模
倣
に
過
ぎ
ず
､
.
そ
の
画
面
は
全

体
的
効
果
を
､
従
っ
て
統
一
性
を
持
た
な
い
｡
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
の
が
､
垂
術
写
真
を
押
し
進
め
る
写
真
家
た
ち
で
あ
る
｡
｢
彼

ら
は
奴
隷
的
な
模
倣
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
､
明
暗
の
大
胆
な
選
択
､
全
体
の
効
果
を
求
め
る
意
志
を
再
び
見
出

し
た
が
､
そ
れ
は
我
ら
が
印
象
派
に
は
欠
け
る
も
の
で
あ
る
｡
彼
ら
〔
垂
術
写
真
派
〕
の
多
く
の
風
景
作
品
は
､
大
き
な
マ
ッ
ス
に

ょ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
｡
前
景
は
大
部
分
が
暗
部
で
あ
り
､
光
は
後
景
へ
と
追
い
や
観
て
お
り
､
灰
か
な
反
射
光
は
全
て
､
卒

直
で
全
体
的
な
効
果
を
得
る
た
め
に
､
わ
ざ
と
全
体
の
中
へ
と
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
｡
｣
今
日
の
我
々
の
目
に
は
､
こ
の
批
判
は

的
外
れ
な
も
の
と
見
え
る
｡
我
々
に
と
っ
て
印
象
派
の
絵
画
の
意
義
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
筆
致
に
よ
る
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
解
放
に

ぁ
り
､
画
面
の
質
感
の
新
た
な
探
究
に
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ド
･
ラ
･
シ
ザ
ラ
ン
ヌ
の
依
拠
す
る
｢
犠
牲
の
慧
空
は
旧
来
の

構
図
の
統
一
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
､
印
象
派
に
お
け
る
光
の
探
究
と
筆
触
の
解
放
は
､
構
図
上

更
に
続
い
て
､
自
然
主
義
の
絵
画
に
対
し
て
､
構
図
の
壁
の
内
容
面
の
支
え
で
あ
る
主
題
を
蔑
に
し
て
い
る
と
し
て
､
彼
が
批

判
を
加
え
る
の
も
､
同
様
の
基
盤
に
立
っ
て
の
主
張
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
に
と
っ
て
､
構
図
上
の
統
一
が
作
品
に
お
い
て
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
彼
が
ビ

ュ
ヨ
ー
の
構
図
論
に
よ
っ
て
｢
犠
牲
の
理
論
｣
を
補
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
次
の
〓
即
に
明
ら
か
で
あ
る
｡
｢
ビ
ュ
ヨ
ー
は
<
モ
チ

ー
フ
の
統
一
>
に
つ
い
て
語
り
､
∧
視
線
を
関
心
の
中
心
か
ら
外
へ
と
逸
ら
す
細
部
>
に
怒
り
を
示
し
て
い
る
｡
彼
は
<
線
の
均
衡
>

や
<
必
須
と
な
る
光
咤
置
>
を
論
じ
て
い
る
｡
人
は
そ
｡
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
一
派
の
純
粋
菖
典
主
義
が
語
ら
れ
て
い
る
の

を
聞
く
思
い
が
す
る
｡
｣
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
は
こ
こ
で
､
彼
の
主
張
す
る
｢
犠
牲
の
理
論
｣
が
秩
序
と
統
一
､
均
衡
と
調
和
を

求
め
る
古
典
主
義
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
そ
し
て
更
に
続
く
ビ
ュ
ヨ
ー
の
構
図
論
の
引
用
を
見
れ
ば
､
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八四

彼
も
ま
た
､
こ
の
古
典
主
義
の
淵
源
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
観
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ビ
ュ
ヨ
ー
の
言
葉
を
引

こ
う
｡
｢
構
図
の
こ
れ
ら
の
諸
法
則
は
決
し
て
慈
意
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
我
々
が
凡
そ
垂
術
作
品
の
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
諸
条
件

に
思
い
を
い
た
す
時
､
我
〝
に
は
直
ち
に
統
一
､
構
成
､
従
属
関
係
と
い
う
観
念
が
思
い
浮
か
ぶ
の
は
､
｡
う
し
た
一
般
増
諸
法

則
を
我
々
に
課
し
て
い
る
の
が
､
ギ
リ
シ
ア
の
合
理
主
義
で
あ
り
､
我
々
の
統
一
的
な
世
界
観
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
｡
｣
こ
こ

に
見
ら
れ
る
古
典
主
義
更
に
は
精
神
主
義
の
強
調
は
､
作
品
制
作
に
お
け
る
素
材
や
偶
然
性
の
持
つ
意
義
を
見
失
わ
せ
る
に
至
る
｡

そ
れ
は
次
の
〓
即
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢
陽
画
は
偶
然
や
素
材
の
娘
で
･
は
な
い
｡
精
神
が
素
材
よ
り
も
多
く
を
な
し
､
意
志

(亜)

が
偶
然
よ
り
も
多
く
を
な
し
た
の
で
あ
る
｡
｣

垂
術
写
真
の
美
学
は
一
方
で
､
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
､
写
真
に
固
有
の
質
感
の
探
究
に
向
か
う
と
同
時
に
､
他
方
で
､
前
節

が
示
す
よ
う
に
､
こ
の
質
感
の
探
究
を
古
典
主
義
的
な
構
図
論
の
も
と
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
｡
そ
れ
は
､
序
で
言
及
し

た

｢
新
伝
統
主
義
の
定
義
｣

に
お
け
る
ド
ニ
が
､
絵
画
の
主
題
や
再
現
的
機
能
よ
り
も
本
質
的
な
も
の
と
し
て
､
絵
画
に
固
有
の
造

形
特
性
そ
の
も
碓
注
目
せ
よ
主
張
し
な
が
ら
も
､
結
局
は
秩
序
と
統
-
を
求
め
る
古
典
主
義
へ
と
回
帰
し
て
い
っ
た
事
実
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
垂
術
写
真
の
目
ざ
し
た
質
感
の
探
究
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
筆
触
に
よ
る
写
真
の
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
形
成
に
向
か
っ

て
し
ま
っ
た
｡
絵
画
に
倣
っ
て
筆
触
が
個
性
表
現
の
武
器
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
従
来
の
滑
ら
か
な
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
無

名
性
に
対
し
て
筆
触
の
生
み
出
す
個
性
的
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
を
対
置
し
た
訳
で
あ
る
｡
し
か
し
写
真
の
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
が
そ
れ
自

体
一
つ
の
表
現
目
標
と
な
る
時
､
写
真
像
は
写
真
家
が
対
峠
す
る
現
実
世
界
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
に
至
る
｡



他
方
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
全
体
的
効
果
を
得
る
た
め
に
､
不
要
な
細
部
の
細
密
な
描
写
を
嫌
い
､
大
き
な
マ
ッ
ス
に
よ
る
明
暗

の
処
理
を
要
請
し
て
若
､
写
真
家
は
､
そ
の
た
め
､
絵
筆
に
訴
え
て
礪
を
抹
消
し
､
或
は
ポ
カ
シ
レ
ン
ズ
の
使
用
や
粒
子
の
荒

い
紙
を
用
い
て
､
影
像
を
意
図
的
に
不
鮮
明
な
も
の
に
す
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
こ
で
も
､
写
真
像
は
現
実
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
､

自
立
し
た
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
写
真
像
の
内
部
の
統
一
の
た
め
に
､
逆
に
写
真
像
と
現
実
世
界
が
対
立
し
た

も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
訳
で
あ
る
｡

｢
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
｣
や
｢
犠
牲
｣
と
い
う
概
念
は
そ
の
出
自
を
絵
画
の
世
界
に
負
っ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
概
念
を
写
真
と
い
う

新
し
い
垂
術
媒
体
に
持
ち
込
ん
だ
時
､
帰
結
し
た
も
の
が
､
写
真
像
と
現
実
世
界
と
の
帝
離
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
は
こ
の
帝
離
を
解

消
す
る
た
め
に
後
続
の
世
代
の
写
真
家
た
ち
は
､
如
何
な
る
方
途
を
と
っ
た
の
か
｡

既
に
見
た
よ
う
に
､
職
業
写
真
家
や
科
学
写
真
に
対
す
る
批
判
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
､
細
部
と
全
体
､

科
学
と
垂
術
､
機
械
と
人
間
の
l
一
項
対
立
を
不
動
の
も
の
と
考
え
て
､
議
論
を
展
開
し
て
い
た
｡
そ
し
て
｢
犠
牲
の
理
論
｣

に
と
っ

て
作
品
の
垂
術
的
価
値
と
は
､
構
図
の
統
一
性
に
基
づ
く
作
品
の
全
体
的
効
果
で
あ
り
､
ま
た
機
械
の
無
名
性
に
対
す
る
人
間
の
個

性
の
発
現
(
と
り
わ
け
筆
触
に
よ
る
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
形
成
)

で
あ
っ
た
か
ら
､
こ
の
規
準
か
ら
外
れ
る
細
部
描
写
や
､
機
械
の

も
た
ら
す
独
特
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
こ
で
次
世
代
の
写
真
家
は
､
こ
の
二
項
対
立
の
諸
項
の
価
値
を
逆
転
し

よ
う
と
す
る
｡
影
像
の
全
面
に
亙
る
細
部
描
写
は
､
亘
一
｡
年
代
以
㌔
事
物
界
の
表
面
の
質
感
を
有
効
に
捉
え
う
る
点
で
､
そ

れ
自
体
が
写
真
に
固
有
の
表
現
価
値
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
事
実
､
筆
触
に
よ
る
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
形
成
を
捨
て
､

そ
れ
自
体
は
透
明
な
媒
体
に
な
る
こ
と
で
､
写
真
に
は
現
実
世
界
の
質
感
描
写
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
機
械
の
眼
と
人
間
の
眼
の
差
異
を
認
め
､
機
械
技
術
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
影
像
を
新
し
い
視
覚
の
可
能
性

と
し
て
展
開
す
る
方
途
も
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
例
え
ば
科
学
者
に
よ
る
動
態
写
真
の
影
像
と
し
て
の
可
能
性
は
､
｢
シ
ャ
ユ

踊
り
｣
の
作
者
で
あ
る
G
･
ス
ー
ラ
に
よ
っ
て
既
に
試
み
ら
れ
て
お
り
､
ま
た
未
来
派
の
画
家
や
写
真
家
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
い
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く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
写
真
像
の
新
し
い
可
能
性
は
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
の
射
程
を
越
え
て
い
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
｡
写
真
と
い
う
新
し
い
表
現
媒
体
が
､
己
れ
に
固
有
の
表
現
特
性
を
よ
う
や
く
見
出
し
つ
つ
あ
っ
た
二
十
世
紀
初
頭

に
あ
っ
て
､
｢
犠
牲
の
理
論
｣
は
も
は
や
桂
桔
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
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第
一
は
写
真
家
の
視
点
の
選
択
､
第
二
は
光
の
選
択
､
第
三
は
光
景
に
導
入
し
う
る
人
物
の
選
択
と
配
置
に
関
わ
る
｡

n
f
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J
･
-
A
･
K
2
i
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ー
慧
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こ
こ
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号
言
⊇
号
Q
･
2
･
U
･
F
･
∵
室
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∵
∴
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･
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岳
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･
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訂
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功
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軋
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ト屯ト

さ
…
宣
誓
竜
計
丸
亀昔
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実
名
計
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ざ
m
乱
Q

ト
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丸
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M
a
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u
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蓋
♪
C
h
r
i
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コ
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h
≡
n
e
〉
ト
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㌻
蔓
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ミ
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ト
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C
邑
Q
…
乱
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中
空
｡
ど
彗
星
計
-

コ
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J
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塞
こ

C
f
･
D
a
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コ
コ
e
-
O
p
･
C
i
t
J

P
･
N
･

C
f
･
≡
軋
乱
･
F
i
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Q
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C
丸
∫
p
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⊥
0
0
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N
e
w
h
a
〓
∵
⊇
‥
芋
蔓
さ
｡
ヽ
望
蔓
宅
虐
ざ
M
･
〇
･
A
･
二
岳
阜
こ
蛮
声
も
･
芦

両
者
は
執
れ
も
銀
塩
の

感
光
性
を
利
用
す
る
印
画
紙
で
あ
る
｡

当
時
､
垂
術
志
向
の
ア
マ
≠
エ
ア
写
真
家
た
ち
は
､
職
業
写
真
家
に
対
抗
し
て
､
世
界
各
地
で
結
社
を
組
織
し
始
め
て
い
た
｡
一
八
九
二
年
に
ロ
ン

ド
ン
写
真
協
会
の
会
員
が
､
P
･
H
･
ロ
ビ
ン
ソ
ン
や
G
･
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
を
中
心
に
･
↑
ト
e

L
i
昇
e
d

R
i
コ
g

B
r
O
t
h
e
r
h
0
0
d
と
い
う
結

社
を
結
成
し
た
の
に
続
い
て
､
パ
リ
で
も
銀
行
家
の
R
･
ド
マ
シ
ー
や
軍
人
の
C
･
ビ
ュ
ヨ
ー
ら
が
｢
a

p
h
O
t
〇
.
C
-
u
b

de

P
a
r
i
s
を
一

八
九
四
年
に
組
織
す
る
;
f
･
｢
e
ヨ
a
習
y
e
tRO
u
≡
か
ー
｡
?
C
こ
J

P
･
0
0
0
0
.
)
｡

詔
重
ク
ロ
ム
酸
塩
を
利
用
す
る
ゴ
ム
印
画
法
に
関
し
て
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
｡
c
ト
r
i
s
-
､
｡
ヲ
¢
ニ
･
､
p
P
･
-
苧
-
票
-
W
i
=
i
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ヨ
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コ
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O
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冨
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2
ヨ
a
C
h
y
＼
C
O
コ
S
t
a
コ
t

P
u
y
O
こ
蓋
～
ざ
㌻
罫
:
旨
こ

昌
｣
ぎ
き
買
官
憲

P
h
O
t
〇
･
C
-
u
b

de

P
a
r
i
s
-
-
竺
岩
-
R
e
p
エ
コ
t

A
r
コ
O

P
r
e
s
s
､
-
¢
3
･

尚
､
ド
マ
シ
ー
ら
は
更
に
オ
イ
ル
印
画
法
､
プ
ロ
ム
オ
イ
ル
法
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
が
､
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
手
法
の
説
明
は
割
愛
す
る
｡

3
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f
.
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de

ra
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i
N
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r
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e
一
芸
｢
a

p
h
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a
p
h
i
e

e
s
t
･
e
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コ
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r
t
て
､
知
芸
慧
乱
…
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芸
H
き
已
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,
P
a
r
i
s
､

ー
｡
r
d
か
c
e
ヨ
b
r
e
こ
0
0
ぷ
r
e
p
r
i
si
コ
ト
…
盲
邑
軋
冨
わ
邑
計
ご
葺
慧
…
邑
…
苫
⊇
軋
慧
♂
謬
c
h
e
t
t
e

e
t

C-｡こ苫♪p･-芦

写
真
制
作
に
お
い
て
撮
影
の
段
階
に
強
調
点
を
置
く
考
え
方
は
､
デ
ィ
ス
デ
リ
の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
十
年
後
に
お
い
て
も
写
真
界
の
主
流
を
占

め
て
い
た
｡
一
八
七
三
年
十
一
月
一
日
付
の
宰
宰
㌻
買
1
き
"
ご
し
ざ
三
言
⊇
富
き
誌
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
｡
｢
そ
の
結
果
､

垂
術
家
と
し
て
の
写
真
家
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
､
つ
ま
り
モ
デ
ル
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
(
中
略
)
陰
画
の
み
が
写
真
家
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
陰
画
の
み
が
垂
術
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
｡
勿
論
､
陰
画
が
完
成
さ
れ
た
後
､
焼
付
や
陽
画
の
額

へ
の
装
着
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
こ
の
上
も
な
く
機
械
的
な
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
作
業
は
別
の
職
人
､
確
か
に
技
巧
に
優
れ
て

は
い
る
が
､
全
く
性
格
を
異
に
す
る
技
巧
に
長
け
た
職
人
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
写
真
家
と
職
人
の
役
割
は
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
区
別

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
各
々
は
こ
の
よ
う
な
分
業
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
分
業
に
よ
っ
て
､
制
作
の
垂
術
的
な
部
分
が
純
粋
に

物
質
的
な
部
分
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
｣

(
彗
さ
れ
n
芸
→
乱
屯
-
P
｣
コ
ご
こ
ぞ
3
占
や
ぎ
;
-
-
e
r
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e
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b
r
2
-
-
0
0
ぶ
p
p
･
-
票
⊥
S
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c
〓
か
p
a
r

A
.
R
O
u
i
≡
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n
ド
賢
官
ざ
:
訂
訂
二
蔓
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き
さ 【
e

S
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O
ヨ
｡
r
e
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冨
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〓
¢
､
コ
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(む

De
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S
-
z
e
r
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n
n
e
〉
｡
?
C
こ
J

p
.
-
S
も
.
-
芦
)
｡

空

こ
こ
で
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ス
は
､
デ
ィ
ス
デ
リ
の
三
つ
の
構
図
法
に
あ
る
よ
う
に
､
川
阻
点
の
選
択
､
は
季
節
､
時
間
､
天
候
等
の
選
択
､

刷
人
物
像
の
組
み
合
わ
せ
を
取
り
上
げ
て
い
る

丁
;
･
芦
-
p
･
-
宗
■
)
｡

(臼

f
a
c
t
u
r
e
と
は
､
『
宝
典
』
に
よ
れ
ば
｢
技
術
の
観
点
か
ら
み
て
､
一
個
の
垂
術
作
品
が
構
成
さ
れ
る
そ
の
あ
り
方
｣
(
2
㌻
｡
→
乱
:
P
㌻
羞
慧

ト
…
邑
冨
∵
↑
O
m
2
0
0
こ
…
)

で
あ
り
､
制
作
の
手
際
､
仕
上
り
の
こ
と
で
あ
る
が
､
絵
画
の
場
合
､
筆
さ
ば
き
､
筆
触
に
現
わ
れ
る
手

法
で
あ
り
､
そ
れ
が
画
家
の
手
に
依
存
す
る
限
り
で
､
本
来
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
陰
画
の
現
像
が
写
真
の
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
に
関
わ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
､
焼
付
に
お
け
る
写
真
の
本
来
的
意
味
で
の
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
形
成
に
､
陰
画
の
明
暗
の
調
子
が
直
接
反
映
す
る
か

ら
で
あ
ろ
う
｡
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ご
画
家
の
個
性
は
､
当
時
の
考
え
で
は
､
筆
触
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
に
現
わ
れ
る

の
で
あ
っ
て
､
公
衆
も
ま
た
､
作
品
の
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
を
通
し
て
画
家
の
個
性
を
味
わ
う
の
で
あ
る
か
ら
､
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
｢
造
形
垂
術

の
言
語
｣

で
あ
る
｡
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P

P
u
y
O
､
Q
ヲ
C
ニ
･
､
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･
-
〇
･

ド
マ
シ
ー
や
ビ
ュ
ヨ
ー
が
一
九
〇
六
年
以
降
に
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
オ
イ
ル
印
画
法
や
プ
ロ
ム
オ
イ
ル
印
画
法
は
､
硬
化
し
た
ゼ
ラ
チ
ン
層
(
顔

料
や
絵
具
を
含
ま
な
い
)
に
直
接
華
や
刷
毛
で
オ
イ
ル
イ
ン
ク
を
付
着
さ
せ
る
印
画
法
で
あ
り
､
筆
触
の
果
た
す
役
割
は
更
に
多
く
の
比
重
を
占

め
る
こ
と
に
な
っ
た

;
f
.
D
e
ヨ
a
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y
＼
P
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O
-
○
?
C
㌻
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T
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芦
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P
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C
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N
･

絵
画
に
お
け
る
明
暗
法
は
､
R
･
フ
ェ
了
プ
レ
ー
ケ
ン
に
よ
れ
ば
､
｢
細
部
の
明
暗
法
｣
と
｢
全
体
の
明
暗
法
｣
の
二
種
が
あ
り
､
そ
れ
は
既
に

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
の
ロ
ジ
ェ
･
ド
･
ピ
ー
ル
の
以
下
の
文
章
に
明
ら
か
で
あ
る
｡
｢
明
暗
法
と
は
個
々
の
対
象
と
同
様
に
タ
ブ
ロ

ー
の
全
体
に
お
い
て
も
､
光
と
影
と
を
有
効
に
配
分
す
る
技
術
で
あ
る
｡
個
々
の
対
象
に
対
し
て
は
､
そ
れ
に
相
応
し
い
起
伏
と
丸
み
を
与
え
､

そ
し
て
タ
ブ
ロ
ー
の
全
体
に
対
し
て
は
諸
対
象
を
そ
こ
で
快
を
も
っ
て
見
さ
せ
る
た
め
に
｡
｣
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P
･
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-
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･
)
｢
明
暗
法
の
語
に
よ
っ
て
人
が
意
味
す
る
の
は
､
タ
ブ
ロ
ー
の
中
に
見
出
さ
る
べ
き
光
と
影
と
を
､
眼

の
休
息
と
満
足
の
た
め
と
同
様
､
全
体
の
効
果
の
た
め
に
有
効
に
配
分
す
る
技
術
の
こ
と
で
あ
る
｡
｣
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垂

s
a
c
r
i
f
i
c
2
S
と
い
う
語
は
P
u
y
O
､
｡
?
C
ニ
･
も
･
♂
=
√
急
に
見
出
さ
れ
る
｡
例
え
ば
次
の
〓
即
を
参
照
の
こ
と
｡
｢
必
要
な
犠
牲
の
お

蔭
で
､
全
て
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
､
眼
は
唯
一
の
限
定
さ
れ
た
関
心
の
中
心
へ
と
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
中
心
の
ま
わ
り
に
､

構
図
の
全
体
は
容
易
に
バ
ラ
ン
ス
を
得
る
こ
と
に
な
る
｣
(
p
･
-
こ
｡
尚
､
ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
の
構
図
論
は
後
に
明
ら
か
な
よ
う
に
､
そ
の

核
心
を
ビ
ュ
ヨ
一
に
負
っ
て
い
る
｡
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N
O
の
●

p
p
･
N
O
∞
-
N
O
㌘

ド
･
ラ
･
シ
ズ
ラ
ン
ヌ
の
論
文
が
『
両
世
界
評
論
』
に
発
表
さ
れ
た
の
は
､
ロ
ー
マ
滞
在
中
の
ド
ニ
が
古
典
美
術
に
開
眼
す
る
一
八
九
八
年
で
あ

ポ
カ
シ
レ
ン
ズ
の
使
用
に
つ
い
て
は
､
p
u
y
O
､
○
?
¢
ニ
･
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