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点
に
関
し
て
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
『
白
樺
』

岸
田
劉
生
(
-
八
九
―
|
―
九
二
九
）
は
、
一
九
一
四
年
初
め
に
エ
ッ
チ
ン

グ
に
よ
る
作
品
群
「
天
地
創
造
」
（
図
1
|
3
)
を
発
表
し
て
い
る
。
楽
園
追
放

(

2

)

 

後
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
独
自
の
様
式
で
表
し
た
本
作
品
群
は
、
同
じ
主
題
と

(

3

)

 

様
式
を
も
つ
素
描
作
品
群
（
図
4
|
7
)
と
と
も
に
、
劉
生
が
一
九
一

0
年
代

半
ば
に
描
い
た
大
地
や
女
性
の
母
性
を
表
す
宗
教
的
図
像
群
（
図
2

2

)

の
起
点

(

4

)

(

5

)

 

を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
画
家
本
人
に
よ
る
記
述
に
従
っ
て
、
本
作
品
群
を
主

と
す
る
劉
生
の
エ
ッ
チ
ン
グ
制
作
に
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
が
関
わ
っ
た
点
に

(

6

)

 

つ
い
て
は
、
劉
生
研
究
と
リ
ー
チ
研
究
の
双
方
の
立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
劉
生
に
よ
る
エ
ッ
チ
ン
グ
制
作
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
本
作
品
群
に
関
す
る
研
究
は
、
い
ま
だ
十
分
に
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。

劉
生
が
本
作
品
群
に
お
い
て
試
み
た
表
現
上
の
工
夫
は
、
彼
に
よ
る
以
降
の
芸

術
論
や
油
彩
表
現
の
展
開
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

は
じ
め
に

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ

岸
田
劉
生
の
エ
ッ
チ
ン
グ
連
作
「
天
地
創
造
」
が
も
つ
広
が
り

|
「
素
描
」
と
「
装
飾
」
を
め
ぐ
る
芸
術
論
と
油
彩
表
現
へ
の
展
開
に
つ
い
て
1

『
劉
生
豊
集
及
芸
術
観
」

以
下
は
、
劉
生
が
故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
リ
ー
チ
に
向
け
て
記
し
た
文
章
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。
エ
ッ
チ
ン
グ
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と
へ
の
感
謝
に
続

自
分
は
リ
ー
チ
と
知
っ
た
事
で
い
ろ
、
の
こ
と
で
利
益
を
得
て
ゐ
る
。
そ

ド
ロ
ウ
イ
／
グ

の
最
も
大
な
る
も
の
は
、
素
描
す
る
と
い
ふ
事
の
芸
術
的
境
地
を
知
る
き

つ
か
け
を
与
へ
て
く
れ
た
事
だ
…
中
略
…
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
、
デ
コ
ラ

テ
イ
ブ
と
い
ふ
事
の
本
当
の
意
味
と
、
そ
れ
が
芸
術
の
最
も
大
切
な
要
素

の
一
っ
だ
と
い
ふ
事
を
会
得
す
る
き
っ
か
け
も
、
リ
ー
チ
と
相
識
る
様
に

(

7

)

 

な
っ
て
か
ら
よ
り
早
く
得
る
事
が
出
来
た
。

こ
こ
で
劉
生
は
、
リ
ー
チ
と
の
交
友
の
な
か
で
「
素
描
」
と
「
装
飾
」
へ
の

理
解
を
深
め
る
契
機
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要

素
は
劉
生
に
お
け
る
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
感
化
」
へ
の
移
行
に
関
わ
り
、
と
り
わ

け
「
装
飾
」
は
、
劉
生
が
「
内
な
る
美
」
を
構
想
す
る
際
に
重
要
と
し
た
概
念

け
て
、
劉
生
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

岩

間

美

佳
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で
あ
る
。

一
九
二

0
年
に
発
表
し
た
『
劉
生
豊
集
及
芸
術
観
』
に
お
い
て
、
劉

生
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
め
ぐ
る
独
自
の
芸
術
論
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
本

作
品
群
が
示
す
エ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
細
密
な
線
表
現
は
、
こ
の
著
作
を
中
心
に

劉
生
が
説
く
「
素
描
」
的
要
素
と
結
び
つ
く
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
象
徴

性
を
帯
び
た
身
体
表
現
や
八
角
形
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
劉
生
が
説
く
「
装
飾
」

的
要
素
と
結
び
つ
く
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
劉
生
に
よ
る
こ
れ
ら
の
概
念
を
め

ぐ
る
理
解
に
示
唆
を
与
え
た
、
リ
ー
チ
の
協
力
を
得
て
描
か
れ
た
こ
と
を
か
ん

が
み
て
も
、
「
天
地
創
造
」
は
、
劉
生
が
「
素
描
」
や
「
装
飾
」
の
意
味
を
体

得
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
場
と
し
て
働
い
た
の
で
は
な
い
か
。

西
田
桐
子
は
、
リ
ー
チ
が
制
作
し
た
陶
磁
器
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
で
劉

生
に
よ
る
一
九
一

0
年
代
後
半
の
静
物
画
群
に
着
目
し
、
劉
生
が
リ
ー
チ
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
装
飾
」
と
象
徴
に
つ
い
て
の
解
釈
を
顕
現
さ
せ
た
場

(

8

)

 

と
し
て
、
こ
れ
ら
を
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
よ
り
も
前
に
制
作
さ
れ
、

リ
ー
チ
と
の
関
係
性
が
よ
り
直
接
的
で
あ
る
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
群
「
天
地
創
造
」

を
取
り
上
げ
、
劉
生
に
よ
る
「
素
描
」
と
「
装
飾
」
、
ま
た
象
徴
的
表
現
に
つ

い
て
彼
が
定
義
し
た
「
想
像
の
美
」
の
概
念
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
本
作
品
群
で
試
み
ら
れ
た
、
こ
れ
ら
の
概
念
と
結
び
つ
く
よ
う

な
絵
画
的
手
法
が
、
劉
生
の
油
彩
表
現
の
な
か
に
展
開
さ
れ
て
い
く
過
程
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
は
本
作
品
群
の
概
要
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
本
作
品
群

が
、
複
数
の
西
洋
美
術
を
参
照
し
て
描
か
れ
た
点
に
目
を
向
け
、
劉
生
が
「
天

地
創
造
」
に
お
い
て
目
指
し
た
表
現
の
様
式
に
つ
い
て
示
す
。
第
二
章
で
は
、

本
作
品
群
と
劉
生
に
よ
る
素
描
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

エ
ッ
チ
ン

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
な
か
で
、
劉
生
は
細
部
の
緻
密
な
描
写
が
可
能
で
あ
る

第
一
章

活
用
し
て
い
っ
た
点
に
つ
い
て
示
す
。

グ
を
用
い
た
細
密
描
写
に
よ
り
示
さ
れ
る
線
へ
の
志
向
性
が
、
劉
生
の
芸
術
論

の
な
か
に
整
理
さ
れ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
等
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
油
彩
表
現
に
も

関
わ
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
第
三
章
で
は
、
劉
生
が
「
装
飾
」

を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
と
し
て
説
い
た
「
想
像
の
美
」
の
概
念
と
、
本
作
品

群
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
劉
生
が
肉
体
と
大
地
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
描

く
際
に
用
い
た
、
対
象
の
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
っ
て
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
す

方
法
に
つ
い
て
分
析
し
た
う
え
で
、
本
作
品
群
と
以
降
の
油
彩
表
現
が
こ
の
点

で
連
続
性
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
も
示
す
。
第
四
章
で
は
、
本
作
品
群
に
お
け

る
飾
り
枠
の
使
用
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
劉
生
が
絵
画
の
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
に
装
飾
的
効
果
を
見
出
し
、
本
作
品
群
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の
宗
教
画
に

本
作
品
群
の
概
要

「
天
地
創
造
」
は
《
欲
望
》
（
図
1

)

、
《
怒
れ
る
ア
ダ
ム
》
（
図
2

)

、
《
石
を

(

9

)

 

噛
む
人
》
（
図
3

)

の
三
つ
の
作
品
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
エ
ッ

チ
ン
グ
に
よ
る
線
の
鋭
さ
が
活
か
さ
れ
た
描
写
の
細
密
さ
を
特
徴
と
し
て
い

る
。
当
時
の
劉
生
は
、
ポ
ス
ト
印
象
派
に
感
化
を
受
け
て
い
た
時
期
（
図
8

)

か
ら
細
部
の
写
実
的
表
現
を
追
求
し
た
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
感
化
」
の
時
期
へ
向

(

1

0

)

 

か
い
つ
つ
あ
り
、
油
彩
画
で
は
、
陰
影
を
表
す
た
め
の
暗
い
色
調
と
肌
理
細
や

か
な
筆
触
に
よ
っ
て
対
象
の
再
現
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
図
9

)

。

エ
ッ
チ
ン
グ
の
技
法
を
選
択
し
、
本
作
品
群
を
描
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

の
よ
う
な
ハ
ッ
チ
ン
グ
は
、

ま
た
劉
生
は
、
様
々
な
西
洋
美
術
の
表
現
を
参
照
し
た
う
え
で
、
本
作
品
群

を
描
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
劉
生
は
本
作
品
群
を
発
表
す
る
四
カ
月
前
に
、

自
身
の
敬
愛
す
る
芸
術
家
と
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
ゴ
ッ

(

1

1

)

 

ホ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
ゴ
ッ
ホ
に
関
し
て
は
、
こ
の
時
期
の
劉
生
が
既
に
ポ

ス
ト
印
象
派
風
の
画
風
を
脱
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
敬
愛
が
絵
画
表
現
の
な
か

に
直
接
表
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
し
、
当
時
の
劉
生
に
お
け
る
古

典
を
は
じ
め
と
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
の
西
洋
絵
画
へ
の
関
心
や
再
現
的
描
写

へ
向
か
う
傾
向
と
矛
盾
し
な
い
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
関
し
て

は
、
本
作
品
群
を
描
く
際
に
も
模
範
と
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
リ
ー
チ

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
劉
生
の
絵
画
表
現
に
は
、
と
り
わ
け
ブ
レ
イ
ク
に

(

1

2

)

 

よ
る
影
響
が
効
果
的
に
反
映
さ
れ
た
。

例
え
ば
《
石
を
噛
む
人
》
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
劉
生
は
本
作
品
群
に
お

い
て
、
人
物
の
顔
面
の
骨
格
と
腕
や
脚
の
筋
肉
が
な
す
凹
凸
を
、
細
く
短
い
曲

線
を
等
間
隔
に
重
ね
る
こ
と
で
表
し
て
い
る
（
図
1
0
.
1
1
)
。
劉
生
に
よ
る
こ

一
九
一
四
年
一
月
の
『
白
樺
』
第
五
巻
第
一
号
の

表
紙
に
掲
載
の
《
画
家
の
母
》
（
図
1

2

)

な
ど
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
エ
ッ
チ
ン

グ
作
品
が
示
す
、
顔
面
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
品
群

に
お
い
て
一
本
一
本
が
緻
密
に
描
か
れ
た
男
女
の
縮
れ
た
髪
の
描
写
（
図
1
.

3

)

は
、
同
年
二
月
の
『
白
樺
』
第
五
巻
第
二
号
の
扉
絵
に
掲
載
の
《
見
つ
め

つ
、
あ
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
顔
》
（
図
1

3

)

に
お
け
る
髪
の
毛
や
髭
の
描
写
と

類
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
劉
生
は
、
人
物
の
肉
付
け
や
細
部

を
表
す
線
表
現
に
お
い
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
エ
ッ
チ
ン
グ
を
参
照
し
て
い
た

ま
た
、
劉
生
が
所
属
す
る
『
白
樺
』

一
九
一
三
年
頃
か

の
サ
ー
ク
ル
で
は
、

(

1

3

)

 

ら
ブ
レ
イ
ク
ヘ
の
関
心
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
劉
生
は
、
柳
宗
悦

や
リ
ー
チ
の
蔵
書
の
な
か
で
プ
レ
イ
ク
の
作
品
を
確
認
し
て
い
た
可
能
性
が
高

(

1

4

)

 
い
。
劉
生
は
『
劉
生
聾
集
及
芸
術
観
』
の
な
か
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
風
を
独
自

の
概
念
で
あ
る
「
想
像
の
美
」
を
表
す
絵
画
に
分
類
し
た
う
え
で
、
ブ
レ
イ
ク

(

1

5

)

 

に
よ
る
「
人
間
の
顔
」
の
表
現
に
「
深
い
精
神
性
」
を
認
め
、
注
目
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
《
欲
望
》
（
図
1

)

を
見
て
み
る
と
、
エ
ヴ
ァ
の
顔
面
は
、

目
や
唇
を
丸
く
開
い
た
表
情
の
描
写
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
『
ユ
リ
ゼ
ン
の
書
』
の

(

1

6

)

 

挿
画
で
あ
る
《
咆
眸
せ
る
ロ
ス
》
（
図
1

4

)

と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
絵
で
ブ

レ
イ
ク
が
描
く
悶
絶
の
顔
貌
表
現
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
劉
生
は
、
楽
園
追
放

後
の
エ
ヴ
ァ
の
苦
悩
を
表
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
通
常
は
長
い
髪
を
持
ち
、

(

1

7

)

 

胸
と
股
を
両
手
で
隠
す
ポ
ー
ズ
で
描
か
れ
る
エ
ヴ
ァ
を
、
短
い
巻
き
毛
を
持
ち

両
腕
を
胸
の
前
で
組
む
姿
で
描
い
て
い
る
点
か
ら
も
、
劉
生
に
よ
る
こ
の
ブ
レ

イ
ク
作
品
へ
の
参
照
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

細
部
を
緻
密
に
描
き
出
す
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
エ
ッ
チ
ン
グ
か
ら
、
劉
生
は
、

(

1

8

)

 

対
象
を
再
現
す
る
線
へ
の
意
識
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
が
も
つ
精
神
性
を
評
価
し
参
照
し
た
よ
う
に
、
劉
生
は

外
界
を
客
観
的
に
写
し
取
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
内
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
す

る
こ
と
も
ま
た
重
視
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
西
洋
美
術
が
参

照
さ
れ
た
「
天
地
創
造
」
は
、
劉
生
が
、
視
覚
を
介
し
て
構
築
し
た
再
現
的
な

イ
メ
ー
ジ
と
想
像
力
を
介
し
て
得
た
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
内
面
に
お
い
て

綜
合
し
、
細
密
な
線
に
よ
っ
て
描
き
出
す
よ
う
な
絵
画
の
様
式
を
目
指
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
本
作
品
群
に
お
い
て
示
さ
れ
る
線
と
い
う
要
素
へ
の
志
向
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性
は
、
「
素
描
」
の
概
念
を
通
し
て
、
劉
生
が
『
劉
生
書
＿
集
及
芸
術
観
』
で
説

く
芸
術
論
の
な
か
に
整
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
劉
生
は
こ
の
著
作
の
な

か
で
、
芸
術
家
の
内
的
な
要
求
に
基
づ
く
芸
術
制
作
そ
の
も
の
を
「
装
飾
」
の

一
語
に
よ
り
捉
え
る
芸
術
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
が
、
絵
画
の
再

現
性
と
象
徴
性
の
綜
合
を
試
み
た
本
作
品
群
の
傾
向
は
、
劉
生
が
「
装
飾
」
や

「
内
な
る
美
」
の
概
念
に
関
連
づ
け
て
論
じ
た
「
想
像
の
美
」
の
着
想
を
先
取

「
天
地
創
造
」
に
お
け
る
西
洋
美
術
へ
の
参
照
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
的

な
検
証
を
行
う
た
め
に
は
、
個
々
の
箇
所
の
詳
細
な
分
析
を
示
す
別
の
論
文
が

必
要
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ブ
レ
イ
ク
と
い
っ
た
様
式
の
異

な
る
複
数
の
西
洋
美
術
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
劉
生
が
本
作
品
群
の
な
か
で
求

め
た
絵
画
表
現
の
様
式
と
、
彼
に
よ
る
「
素
描
」
と
「
装
飾
」
を
め
ぐ
る
芸
術

劉
生
の
素
描
論
と
の
関
連

『
劉
生
壷
集
及
芸
術
観
』
に
収
録
の
「
素
描
論
」
の
な
か
で
、
劉
生
は
「
美

術
の
精
髄
は
素
描
に
あ
る
」
と
述
べ
、
「
素
描
」
と
は
、
形
と
明
暗
を
構
成
す

(

1

9

)

 

る
線
お
よ
び
点
が
な
す
黒
白
の
二
色
に
よ
る
画
面
で
あ
る
と
定
義
づ
け
る
。
こ

こ
で
劉
生
は
線
を
つ
ぶ
し
て
出
す
濃
淡
の
表
現
よ
り
も
、
輪
郭
線
を
中
心
と
す

(

2

0

)

 

る
線
そ
の
も
の
に
よ
る
描
写
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
劉
生
の
エ
ッ

チ
ン
グ
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
銅
版
画
を
専
門
的
に
学
ん
だ

リ
ー
チ
か
ら
、
劉
生
は
ア
ク
ア
チ
ン
ト
や
ソ
フ
ト
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
エ
ッ
チ
ン
グ

第
二
章

論
及
び
油
彩
表
現
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

り
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

(

2

1

)

 

を
含
む
様
々
な
技
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
劉
生
は
、

面
的
な
表
現
に
適
し
た
こ
れ
ら
の
銅
版
技
法
は
用
い
ず
、
エ
ッ
チ
ン
グ
の
み
を

用
い
て
「
天
地
創
造
」
を
描
き
、
細
密
な
線
の
集
積
に
よ
っ
て
画
面
を
構
成
し

て
い
る
（
図
1
|
3
)
。
人
体
や
地
面
の
陰
影
は
、
色
の
濃
淡
で
は
な
く
細
か

い
ハ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
作
品
群
で
は
輪
郭
線
の
み
な

ら
ず
陰
影
を
表
す
ハ
ッ
チ
ン
グ
の
線
も
メ
イ
ン
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る

が
、
過
剰
と
も
い
え
そ
う
な
程
に
描
き
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
劉
生

の
線
へ
の
意
識
は
前
景
化
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

線
へ
の
志
向
性
は
、
劉
生
が
「
素
描
論
」
で
、
対
象
の
再
現
に
関
し
て
色
彩
を

も
つ
面
に
対
す
る
線
の
優
位
を
説
く
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

劉
生
が
エ
ッ
チ
ン
グ
の
性
質
を
「
素
描
」
と
同
様
に
捉
え
、
扱
っ
た
こ
と
を
示

す
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
、
劉
生
が
「
天
地
創
造
」
と
同
時
期
に
描
い
た
素
描
作
品
群
（
図
4

|
7
)
は
、
主
題
や
人
体
表
現
の
様
式
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
形
式
と
い
っ
た
点

と
と
も
に
、
緻
密
な
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
多
用
す
る
線
の
描
き
方
に
お
い
て
も
、
本

作
品
群
と
共
通
し
て
い
る
。
画
材
の
選
択
に
お
い
て
も
、
ぽ
か
し
の
効
果
を
出

せ
る
鉛
筆
で
は
な
く
イ
ン
ク
を
用
い
て
い
る
点
で
、
劉
生
が
こ
の
素
描
作
品
群

を
エ
ッ
チ
ン
グ
と
同
様
の
意
識
で
描
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
れ
ら
は
劉
生
が

(

2

2

)

 

初
め
て
展
覧
会
に
出
品
し
た
素
描
作
品
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制
作
は
、

彼
が
芸
術
と
し
て
「
素
描
」
を
論
じ
る
際
の
最
初
期
の
体
験
と
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
九
一
四
年
の
エ
ッ
チ
ン
グ
と
素
描
の
実
作
の
な

か
で
、
劉
生
の
「
素
描
」
に
対
す
る
理
解
は
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

油
彩
画
に
目
を
転
じ
る
と
、
劉
生
は
一
九
一
四
年
の
末
頃
か
ら
「
北
方
ル
ネ
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サ
ン
ス
の
影
響
」
に
よ
る
「
細
密
描
写
」
と
称
さ
れ
る
作
品
群
を
描
く
よ
う
に

な
る
。
例
え
ば
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
感
化
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
一
九
一
六
年
の

《
古
屋
君
の
肖
像
》
（
図
1

5

)

や
一
九
一
八
年
の
《
川
幡
正
光
氏
之
肖
像
》
、
《
麗

(

2

3

)

 

子
肖
像
（
麗
子
五
歳
之
像
）
》
と
い
っ
た
肖
像
作
品
群
が
あ
り
、
ほ
く
ろ
や
嫉
、

髪
の
毛
の
一
本
一
本
に
ま
で
至
る
対
象
の
細
部
を
描
き
込
ん
だ
緻
密
な
描
写
を

特
徴
と
し
て
い
る
。
対
象
の
形
を
再
現
す
る
硬
質
な
輪
郭
線
は
、
絵
筆
の
痕
跡

を
消
し
た
平
面
的
な
絵
肌
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
一
層
際
立
っ
て

い
る
。
劉
生
に
お
け
る
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
へ
の
参
照
は
選
択
的
な
も
の
で

(

2

4

)

 

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
構
図
や
モ
テ
ィ
ー

フ
、
ポ
ー
ズ
な
ど
の
ほ
か
、
劉
生
が
線
的
な
細
密
描
写
や
明
確
な
輪
郭
線
と
い

(

2

5

)

 

う
要
素
に
お
い
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

本
作
品
群
制
作
時
点
で
の
劉
生
に
よ
る
線
へ
の
関
心
は
、
細
密
に
描
き
重
ね

ら
れ
て
い
く
一
本
一
本
の
線
と
い
う
要
素
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
デ
ュ
ー

(

2

6

)

 

ラ
ー
等
の
受
容
を
経
た
油
彩
画
を
描
く
段
階
で
は
、
絵
画
に
お
け
る
線
の
役
割

は
、
平
面
的
な
描
写
と
鋭
い
輪
郭
線
と
が
対
比
す
る
画
面
全
体
の
構
成
の
な
か

で
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
画
家
に
お
け
る
線
へ
の
意

識
の
洗
練
を
伴
い
な
が
ら
、
こ
う
し
た
油
彩
表
現
が
示
す
線
へ
の
志
向
性
と
細

部
へ
の
着
目
は
、
劉
生
が
「
天
地
創
造
」
お
よ
び
同
様
式
の
素
描
作
品
群
に
お

い
て
示
し
た
表
現
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
お
い
て
西
洋
の

古
典
絵
画
に
範
を
取
り
、
自
ら
の
油
彩
表
現
に
反
映
さ
せ
て
い
く
劉
生
の
傾
向

は
、
エ
ッ
チ
ン
グ
と
素
描
の
制
作
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
美
意
識
に
基
づ
く
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
造
形
に
お
け
る
最
も
根
源
的
な
要
素
と
し
て
の
線
の
重
要

（

切

）

性
は
、
劉
生
が
自
身
の
素
描
論
の
な
か
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章

「
想
像
の
美
」
の
概
念
と
の
関
連

劉
生
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
「
内
な
る
美
」
つ
ま
り
世
界
を
美
化
し
よ
う
と

す
る
本
能
が
備
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
手
エ
が
加
わ
り
、
「
外
な
る
美
」
つ
ま

(

2

8

)

 

り
視
覚
的
な
形
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
が
美
術
作
品
で
あ
る
。
劉
生
は
、
こ

(

2

9

)

 

の
よ
う
な
「
内
な
る
美
」
の
具
現
化
を
「
装
飾
」
と
捉
え
、
こ
れ
を
実
現
す
る

た
め
の
方
法
と
し
て
三
つ
の
道
を
説
く
。
第
一
に
線
や
形
、
色
と
い
っ
た
造
形

的
要
素
の
み
に
よ
り
内
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
直
接
的
な
「
装
飾
の
美
」
の
道
、

第
二
に
「
内
な
る
美
」
を
誘
発
す
る
外
界
の
形
象
に
即
し
て
描
く
「
写
実
の
美
」

の
道
、
第
三
に
内
面
の
イ
メ
ー
ジ
に
即
し
て
自
然
の
形
を
「
按
配
」
す
る
こ
と

で
あ
る
観
念
を
表
す
「
想
像
の
美
」
の
道
が
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
想

(

3

0

)

 

像
の
美
」
は
「
装
飾
の
美
」
に
も
「
写
実
の
美
」
に
も
近
い
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
「
天
地
創
造
」
は
、
「
想
像
の
美
」
を

表
し
た
作
品
群
だ
と
い
え
る
。
本
作
品
群
で
表
さ
れ
る
人
物
の
背
中
や
腕
、
脚

の
筋
肉
は
、
解
剖
学
を
無
視
し
て
盛
り
上
が
り
が
誇
張
さ
れ
、
周
囲
の
岩
の
荒
々

し
い
凹
凸
を
も
つ
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
に
同
化
し
て
い
る
（
図
1
|
3
)
。
さ
ら
に
《
石

を
噛
む
人
》
や
《
怒
れ
る
ア
ダ
ム
》
で
は
、
こ
の
よ
う
な
筋
肉
の
表
現
に
加
え

て
、
岩
を
噛
む
描
写
に
よ
っ
て
人
物
が
身
体
内
部
か
ら
地
面
と
一
体
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
様
子
が
表
さ
れ
て
い
る
。
劉
生
に
よ
る
独
特
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
描

写
は
、
ア
ダ
ム
が
土
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
聖
書
の
記
述
以
上
の
特
異
な

意
味
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
、
劉
生
は
肉
体
と
土
を

同
じ
象
徴
的
意
味
に
お
い
て
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
土
は
劉
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
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き
方
は
、

一
九
一
四

モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
り
、
特
殊
な
意
味
を
込
め
て
描
か
れ
た
。
例
え
ば
蔵
屋
美
香

に
よ
れ
ば
、
劉
生
は
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
越
え
て
存
在
す
る
物
質
的
な
「
自

然
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
土
に
よ
っ
て
表
し
、
《
道
路
と
土
手
と
塀
（
切
通
之
写
生
）
》

（図
1

6

)

に
お
い
て
は
、
武
蔵
野
の
土
壌
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
人
と
「
自
然
」

(

3

1

)

 

と
の
闘
争
の
光
景
を
描
き
出
し
た
。
劉
生
は
「
天
地
創
造
」
に
お
い
て
、
こ
の

土
が
も
つ
即
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
楽
園
追
放
後
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
肉
体

(

3

2

)

 

に
重
ね
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
土
に
返
る
べ
き
運
命
に

あ
り
様
々
な
欲
望
が
起
因
す
る
場
で
も
あ
る
肉
体
と
、
葛
藤
す
る
人
間
の
姿
を

こ
の
よ
う
に
「
天
地
創
造
」
が
も
つ
表
現
は
、
対
象
の
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
っ

て
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
表
さ
れ
て
い
る
点
で
、
劉
生
が
論
じ
る
「
想
像
の
美
」

の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
劉
生
が
「
装
飾
」
の
成
立
に
関
わ
る
重
要
な
要
素

と
し
て
位
置
づ
け
る
「
想
像
の
美
」
の
表
現
は
、
実
作
の
面
で
は
、

年
の
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
群
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

蔵
屋
美
香
は
ま
た
、
劉
生
が
肉
体
と
土
を
同
じ
意
味
で
表
し
た
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
、
油
彩
画
に
お
け
る
人
物
の
肌
と
地
面
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
類
似
に

(

3

3

)

 

つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
に
、
一
九
一
五
年
の
《
高
須
光
治
君
之
肖
像
》
（
図

1

7

)

の
額
や
頬
の
皮
膚
の
凹
凸
と
眉
や
髪
の
生
え
際
の
質
感
を
表
す
筆
触
は
、

同
年
の
《
道
路
と
土
手
と
塀
（
切
通
之
写
生
）
》
（
図
1

6

)

の
地
面
と
草
に
お
け

る
筆
触
と
よ
く
似
て
い
る
。

筆
の
痕
跡
を
残
す
か
消
す
か
と
い
っ
た
絵
肌
の
処
理
の
差
は
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
人
間
の
皮
膚
の
質
感
を
地
面
の
質
感
に
近
づ
け
て
表
す
油
彩
画
で
の
描

一
九
一
四
年
初
頭
を
境
に
確
認
さ
れ
る
。
本
稿
第
一
章
で
も
触
れ
た

描
こ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

家
の
写
実
へ
の
関
心
を
反
映
す
る
よ
う
に
緻
密
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
一
四
年
二
月
十
三
日
の
《
自
画
像
》
（
図
1

8

)

に
は
、
一
九
一
三
年
後
半

の
自
画
像
群
（
図
1

9

)

が
示
す
細
分
化
さ
れ
た
均
質
の
タ
ッ
チ
が
直
線
的
に
並

ぶ
描
き
方
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
描
き
方
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
《
自
画
像
》
（
図
1

8

)

が
描
か
れ
た
の
は
「
天
地
創
造
」
と
同
時
期
で
あ
り
、

地
面
の
描
写
を
想
起
さ
せ
る
、
皮
膚
の
凹
凸
を
表
す
曲
線
的
な
タ
ッ
チ
に
は
、

(

3

4

)

 

ェ
ッ
チ
ン
グ
制
作
の
経
験
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
《
自
画
像
》
の
右
頬
か
ら
あ
ご
に
か
け
て
の
肉
付
け
は
、
短
か
い
弧
を

描
く
筆
触
の
集
積
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
図
2

0

)

。
若
い
頃
の
劉
生
は

(

3

5

)

 

あ
ば
た
面
を
し
て
い
た
と
い
う
が
、
な
め
ら
か
に
描
か
れ
た
額
の
質
感
と
は
対

照
的
に
、
右
頬
の
皮
膚
の
凹
凸
の
み
が
こ
の
曲
線
的
な
タ
ッ
チ
に
よ
っ
て
不
自

然
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
《
道
路
と
土
手
と
塀
（
切
通
之
写
生
）
》
（
図
1

6

)

に

も
み
ら
れ
る
よ
う
な
地
面
の
盛
り
上
が
り
の
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。
「
天
地
創

造
」
に
お
い
て
、
劉
生
は
エ
ッ
チ
ン
グ
で
身
体
や
地
面
の
陰
影
を
表
現
す
る
際

に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
参
照
し
た
緻
密
な
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
用
い
て
い
た
（
図
1

|

3
、
図
1
0
.
1
1
)
。
本
作
品
群
が
も
つ
細
か
い
曲
線
を
幾
重
に
も
重
ね
た
構

造
と
、
《
自
画
像
》
の
右
頬
の
筆
触
（
図
2

0

)

は
類
似
を
示
し
て
お
り
、
本
稿

第
一
章
で
指
摘
し
た
エ
ッ
チ
ン
グ
で
の
陰
影
表
現
に
お
け
る
劉
生
に
よ
る
レ
ン

ブ
ラ
ン
ト
ヘ
の
参
照
は
、
油
彩
画
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

(

3

6

)

 
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
筆
触
で
描
か
れ
た
同
年
五
月
二
十
日
の
《
自
画
像
》
（
図

2

1

)

で
は
、
や
や
明
確
に
な
っ
た
輪
郭
線
が
顎
の
ラ
イ
ン
の
起
伏
を
強
調
し
て

描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
劉
生
に
よ
る
同
時
期
の
自
画
像
群

よ
ヽ
つ
に
、

一
九
一
三
年
を
通
し
て
、
劉
生
の
油
彩
画
に
お
け
る
筆
捌
き
は
、
画
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第
四
章

作
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

は
、
「
天
地
創
造
」
（
図
1
|
3
)
に
お
け
る
筋
肉
の
盛
り
上
が
り
と
地
面
や
岩

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
劉
生
は
エ
ッ
チ
ン
グ
制
作
を
介
し
て
体
得
し
た
線

の
描
き
方
を
油
彩
画
で
の
筆
触
表
現
に
応
用
し
、
地
面
の
描
写
に
通
じ
る
顔
面

の
皮
膚
や
輪
郭
に
お
け
る
凹
凸
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

油
彩
画
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
工
夫
に
加
え
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
由
来
す
る

（

初

）

ビ
チ
ュ
ー
ム
の
絵
の
具
が
塗
り
重
ね
ら
れ
、
肌
の
質
感
が
よ
り
実
際
の
地
面
に

近
い
物
質
感
を
伴
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
肖
像
画
と
風
景
画
に
描
き
分
け
ら
れ
た
油
彩
画
に
対
し
て
、
人
間

と
地
面
が
同
一
画
面
に
描
か
れ
た
「
天
地
創
造
」
で
は
、
肉
体
と
土
を
同
じ
象

徴
的
意
味
で
捉
え
る
劉
生
の
発
想
が
、
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

人
物
の
皮
膚
と
地
面
と
を
同
じ
質
感
で
表
し
、
象
徴
的
意
味
を
暗
示
す
る
油
彩

画
で
の
描
き
方
は
、
「
想
像
の
美
」
の
発
想
を
先
取
り
す
る
エ
ッ
チ
ン
グ
の
制

飾
り
枠
の
使
用

ま
た
、
劉
生
に
お
い
て
「
装
飾
」
は
、
絵
の
内
部
と
外
部
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

一
九
一
四
年
初
め
の
エ
ッ
チ
ン
グ

い
て
認
識
さ
れ
て
い
た
点
で
も
興
味
深
い
。

と
素
描
に
よ
る
作
品
群
は
、
写
実
性
と
装
飾
性
の
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
絵
画

の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
装
飾
的
効
果
を
見
出
し
、
絵
の
内
部
と
外
部
を
接
続
し
よ

う
と
す
る
劉
生
の
発
想
の
端
緒
と
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
「
天
地
創

造
」
の
各
作
品
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
正
方
形
の
四
角
を
切
り
取
っ
た
亀
甲
型
を

の
描
写
と
の
類
似
を
示
し
て
い
る
。

描
写
お
よ
び
寓
意
的
テ
ー
マ
と
の
組
み
合
わ
せ
を
、
こ
こ
で
劉
生
が
初
め
て
試

絵
の
枠
の
形
式
に
変
化
を
加
え
る
劉
生
の
発
想
は
、
ま
ず
は
一
九
一
三
年
六

月
二
十
七
日
の
《
自
画
像
》
の
裏
面
に
描
か
れ
た
絵
や
一
九
一
四
年
一
月
の
日

(

3

8

)

(

3

9

)

 

付
が
あ
る
新
聞
挿
絵
で
試
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
装
飾
的
な
フ
ォ
ー
マ
ッ

一
九
一
四
年
初
め
の
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
群
お
よ
び
同
様
式
を
も

つ
素
描
作
品
群
以
降
、
細
密
描
写
に
よ
る
絵
画
面
を
伴
っ
て
定
着
す
る
こ
と
と

な
る
（
図
1
|
5
、
7

)

。

劉
生
に
よ
れ
ば
、
枠
や
背
景
の
文
字
が
も
つ
形
式
の
装
飾
性
は
、
絵
の
写
実

的
な
描
写
を
や
わ
ら
げ
、
自
身
の
「
写
実
的
要
求
」
と
「
装
飾
的
要
求
」
を
調

(

4

0

)

 

和
す
る
効
果
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
劉
生
が
述
べ
る
写
実
的
な
描
写
と

は
、
細
部
ま
で
緻
密
に
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
を
迫
真
的
に

再
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
表
現
を
、
特
に
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
佐
藤
直
樹
は
、
一
般
に
は
対
象
に
形
式
美
を
付
与
す
る
よ
う
な
画
面
内

部
の
造
形
的
要
素
に
お
い
て
「
写
実
」
に
対
比
さ
れ
る
「
装
飾
」
の
概
念
の
な

か
に
、
文
字
と
い
う
画
面
外
部
の
要
素
を
引
き
上
げ
て
論
じ
た
点
に
劉
生
の
独

(

4

1

)

 

自
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
外
部
的
要
素
に
は
ま
た
、
本
作
品
群
で

効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
枠
の
形
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
外
部
的
要
素
に
絵
の
装
飾
性
を
託
す
方
法
は
一
九
一
四
年
中
頃

に
は
油
彩
画
に
引
き
継
が
れ
、
徐
々
に
対
象
を
再
現
す
る
た
め
の
細
密
描
写
の

密
度
が
高
め
ら
れ
て
い
く
《
南
瓜
を
持
て
る
女
》
（
図
2

2

)

や
《
画
家
の
妻
》
、
《
道

ア
ー
チ
型
の
枠
が
描
き
込
ま
れ
て

と
電
信
柱
》
と
い
っ
た
作
品
の
上
部
に
は
、

ト
の
使
用
は
、

み
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

し
て
い
る
が
（
図
1
|
3
)
、
変
形
さ
れ
た
枠
の
形
式
と
モ
テ
ィ
ー
フ
の
細
密
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こ
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
飾
り
枠
の
存
在
は
、
絵
に
託
さ
れ
た
寓
意
的
な

イ
メ
ー
ジ
や
精
神
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
も
い
る
。

ア
ー
チ
形
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
劉
生
が
大
地
や
女
性
の
母
性
を
表
す
独
自
の

宗
教
的
図
像
を
描
い
て
い
く
際
に
用
い
た
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

飾
り
枠
と
寓
意
的
テ
ー
マ
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
、
聖
書
的
テ
ー
マ
を
も

つ
絵
を
亀
甲
型
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
提
示
し
た
「
天
地
創
造
」
と
同
様
式
の
素

描
作
品
群
を
も
っ
て
定
着
し
た
発
想
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
河
田
朋

久
は
、
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
感
化
」
の
時
期
の
劉
生
が
、

モ
テ
ィ
ー
フ
の
「
聖
性
」

を
暗
平
す
る
た
め
に
ア
ー
チ
型
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
用
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

(

4

2

)

 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
で
用
い
ら
れ
た
ア
ー
チ
型
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
よ
る
効

果
は
、
聖
な
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
女
性
や
大
地
が
紡
ぎ
出
す
テ
ー
マ
の
寓

意
性
を
示
す
点
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
劉
生
が
本
作
品
群
を
描
い

た
後
の
例
で
は
あ
る
が
、
関
根
正
二
や
中
村
弊
と
い
っ
た
大
正
期
の
画
家
た
ち

も
、
作
品
の
精
神
性
を
暗
示
す
る
意
図
で
、
西
洋
の
宗
教
画
が
も
つ
象
徴
的
伝

(

4

3

)

 

統
を
借
り
つ
つ
ア
ー
チ
型
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
使
用
し
て
い
る
。
本
稿
第
三
章

で
示
し
た
よ
う
に
、
劉
生
が
枠
の
形
に
見
出
し
た
「
装
飾
」
性
は
、
彼
の
芸
術

論
に
お
い
て
象
徴
的
特
質
と
深
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
か
ん

が
み
て
も
、

い
る
。

ァ
ー
チ
形
の
「
枠
」
が
も
た
ら
す
絵
の
寓
意
性
や
精
神
性
を
暗
示

す
る
効
果
は
、
聖
書
的
テ
ー
マ
を
も
つ
絵
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
亀
甲
型
の
「
枠
」

に
お
い
て
も
、
同
様
に
求
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

一
九
一
四
年
の
エ
ッ
チ
ン
グ
お
よ
び
素
描
作
品
群
は
、
絵
が

も
つ
細
密
描
写
の
厳
し
さ
を
和
ら
げ
、
寓
意
的
イ
メ
ー
ジ
や
精
神
的
イ
メ
ー
ジ

に
あ
る
。

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

を
暗
示
す
る
意
図
で
の
、
劉
生
に
よ
る
装
飾
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
使
用
の
端
緒

と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

リ
ー
チ
と
の
親
密
な
交
友
の
な
か
で
制
作
さ
れ
た
「
天
地
創
造
」
は
、
『
白
樺
』

周
辺
で
受
容
し
た
様
々
な
西
洋
美
術
に
よ
る
影
響
を
反
映
し
つ
つ
、
劉
生
が
独

自
の
芸
術
論
を
形
成
し
て
い
く
際
の
実
験
的
場
と
な
っ
た
。
本
作
品
群
に
お
い

て
試
み
ら
れ
た
、
線
を
重
視
し
た
描
き
方
や
対
象
の
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
る
象
徴

的
表
現
は
、
劉
生
が
『
劉
生
壷
集
及
芸
術
観
』
で
論
じ
た
「
素
描
」
と
「
装
飾
」

を
め
ぐ
る
構
想
を
準
備
す
る
よ
う
な
様
式
で
あ
っ
た
。

ま
た
劉
生
が
本
作
品
群
で
示
し
た
、
線
に
よ
る
細
密
描
写
や
ハ
ッ
チ
ン
グ
の

方
法
、
枠
飾
り
の
ア
イ
デ
ア
は
、
以
降
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
感
化
」
の
時
期
へ

至
る
油
彩
表
現
の
な
か
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
油
彩
表
現
と
の

連
続
性
か
ら
み
て
も
、
「
天
地
創
造
」
は
、
同
様
式
の
素
描
作
品
群
と
と
も
に
、

こ
の
画
家
の
前
半
の
画
業
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
た
作
品
群
で
あ
る
と
位
置
づ

さ
ら
に
当
時
の
日
本
に
お
け
る
美
術
状
況
の
な
か
で
考
え
る
な
ら
ば
、
「
天

地
創
造
」
は
、
大
正
期
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
描
い
た
一
連
の
作
品
群
の
な
か

(

4

4

)

 

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
と
太
陽
の
モ

テ
ィ
ー
フ
を
同
一
画
面
に
描
く
点
で
、
劉
生
に
よ
る
《
欲
望
》
は
長
谷
川
潔
に

よ
る
《
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
と
太
陽
》
（
図
2

3

)

と
い
っ
た
作
品
と
共
通
す
る
傾
向
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註
(

l

)

一
九
一
四
年
二
月
の
『
エ
ゴ
』
第
二
巻
第
四
号
に
は
《
怒
れ
る
ア
ダ
ム
》
が
掲
載
さ

れ
、
一
九
一
四
年
三
月
の
岸
田
劉
生
作
品
個
人
展
覧
会
で
は
、
同
主
題
同
様
式
の
素

描
作
品
群
と
と
も
に
シ
リ
ー
ズ
で
発
表
さ
れ
た
。

(

2

)

男
女
の
区
別
の
不
明
確
な
身
体
表
現
や
「
太
陽
」
の
存
在
、
石
を
醤
る
ア
ダ
ム
の
ポ
ー

が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
長
谷
川
が
描
く
両
手
を
繋
い
で
踊
る
カ
ッ
プ
ル
が
、
男
女
あ
る
い
は

人
間
と
自
然
の
理
想
的
な
関
係
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
大
正
期
に
描
か
れ
た
の

は
主
に
楽
園
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
劉
生
や
、
程

な
く
し
て
結
成
さ
れ
る
「
草
土
社
」
に
集
い
彼
と
活
動
を
共
に
し
て
い
く
河
野

通
勢
の
場
合
は
、
楽
園
追
放
後
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
も
描
い
て
い
る
（
図

(

4

5

)

 

l
.
2
4
)
。
劉
生
が
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、
男
性
と
女
性
、

人
間
と
自
然
と
の
葛
藤
を
表
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
楽
観
的
な
生
命
肯
定
の
思

(

4

6

)

 

想
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
劉
生
の
厭
世
的
な
態
度
に
は
、
思

春
期
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
養
や
、
そ
の
う
え
で
ブ
レ
イ
ク
の
思
想

(

4

7

)

 

を
受
容
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
の
受
容
と
い
っ

た
要
素
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
劉
生
や
「
草
土
社
」
の
画
家
た

ち
に
お
け
る
聖
書
的
主
題
の
解
釈
の
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
題
を
表
現
す
る
ス
ト
イ
ッ

ク
な
態
度
に
お
い
て
、
「
天
地
創
造
」
は
、
ポ
ス
ト
印
象
派
や
表
現
主
義
が
熱

烈
に
支
持
さ
れ
た
当
時
の
日
本
で
の
傾
向
に
逆
行
す
る
よ
う
に
、
独
り
「
写
実

(

4

8

)

 

神
秘
主
義
」
の
道
を
究
め
よ
う
と
し
た
劉
生
の
軌
跡
の
う
え
に
描
か
れ
た
こ
と

ズ
等
に
お
い
て
、
劉
生
は
、
西
洋
美
術
で
一
般
的
な
図
像
と
は
異
な
る
描
き
方
で
ア

ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
表
し
て
い
る
。

(

3

)

こ
の
素
描
作
品
群
に
は
、
楽
園
追
放
前
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
描
か
れ
て
い
る
。

(

4

)

山
田
愉
『
没
後
90年
記
念
岸
田
劉
生
」
展
図
録
作
品
解
説
、
同
展
図
録
、
名
古
屋

市
美
術
館
他
、
二

0
一
九
年
、
六
十
六
頁
。

(

5

)

岸
田
劉
生
「
リ
ー
チ
を
送
る
に
鑑
み
て
」
『
白
樺
』
第
十
一
巻
第
五
号
、
一
九
二

0

年
五
月
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
二
八
一
頁
）
。

(

6

)

西
田
桐
子
「
岸
田
劉
生
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
」
『
兵
庫
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
』

第
十
五
巻
、
二

0
二
0
年
、
四
頁
。
鈴
木
禎
宏
『
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
の
生
涯
と

芸
術
ー
「
東
と
西
の
結
婚
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
0
六
年
、

四
十
七
頁
。

(

7

)

岸
田
劉
生
、
前
掲
論
文
、
二
八
一
ー
ニ
八
二
頁
。

(

8

)

西
田
桐
子
、
前
掲
論
文
、
七
ー
九
頁
。

(

9

)

各
作
品
に
は
、
《
l
．
欲
望
》
、
《

2
．
怒
れ
る
ア
ダ
ム
》
、
《

3
．
石
を
噛
む
人
》
と

番
号
を
付
し
て
示
す
場
合
も
あ
る
。

(

1

0

)

岸
田
劉
生
「
自
分
が
近
代
的
傾
向
を
離
れ
た
経
路
（
或
る
批
評
へ
答
へ
し
も
の
）
」
『
劉

生
書
一
集
及
芸
術
観
』
栗
英
閣
、
一
九
二

0
年
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、

四
六
＝
―
|
四
六
六
頁
）
。

(

1

1

)

岸
田
劉
生
「
自
分
の
行
く
道
其
他
雑
感
」
『
生
活
社
主
催
第
一
回
油
絵
展
覧
会
出

品
目
録
」
一
九
―
―
―
一
年
十
月
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九

年
、
二
四
九
頁
）
。

(

1

2

)

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
「
岸
田
劉
生
の
こ
と
」
産
業
経
済
新
聞
、
一
九
五
五
年
四
月

十
六
日
、
七
面
。

(

1

3

)

一
九
ニ
―
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
の
『
白
樺
』
の
表
紙
を
飾
っ
た
リ
ー
チ
に
よ
る
《
タ

イ
ガ
ー
、
タ
イ
ガ
ー
》
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
示
し
た
作
品
で
あ

る
。
ま
た
一
九
一
四
年
四
月
の
『
白
樺
』
で
発
表
さ
れ
る
柳
に
よ
る
ブ
レ
イ
ク
論
は
、

一
九
一
三
年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た
（
由
良
君
美
「
解
説
柳
思
想
の
始
発
駅
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一
九
八
一
年
、

『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』
」
『
柳
宗
悦
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、

六
九
一
頁
）
。

(

1

4

)

柳
は
一
九
一
四
年
四
月
の
『
白
樺
』
に
掲
載
の
「
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
」
と
同
年

十
二
月
に
発
表
し
た
同
題
の
著
作
の
巻
末
で
、
ブ
レ
イ
ク
に
関
す
る
参
考
文
献
を
ま

と
め
て
い
る
。

(

1

5

)

岸
田
劉
生
「
装
飾
論
（
想
像
及
装
飾
の
道
）
」
『
劉
生
壷
集
及
芸
術
観
』
（
『
岸
田
劉
生

全
集
』
第
二
巻
、
四

0
五
ー
四
一

0
頁）。

(

1

6

)

ロ
ス
は
ブ
レ
イ
ク
が
構
想
し
た
想
像
力
を
司
る
神
話
的
人
物
で
あ
り
、
理
性
を
司
る

神
話
的
人
物
ユ
リ
ゼ
ン
と
闘
争
す
る
。
こ
の
絵
は
柳
の
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
『
白
樺
』
周
辺
で
特
に
注
目
を
集
め
た
ブ
レ
イ
ク

作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

(

1

7

)

宮
下
規
久
朗
『
し
ぐ
さ
で
読
む
美
術
史
』
筑
摩
書
房
、
二

0
一
五
年
、
九
十
七
ー

1
0
0
頁。

(

1

8

)

一
般
に
、
バ
ロ
ッ
ク
美
術
に
分
類
さ
れ
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
画
は
、
線
的
特
質
よ

り
も
絵
画
的
特
質
を
強
く
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
劉
生
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

に
よ
る
線
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
本
作
品
群
の
制
作
に
際
し
て
、
主
に
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
の
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
関
わ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
芸
・
美
術
雑
誌
を
介
し
て
エ
ッ
チ
ン
グ
や
素
描
作
品
が
多

く
紹
介
さ
れ
た
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
受
容
の
状
況
も
関
わ
る
だ

ろ
う
。

(

1

9

)

岸
田
劉
生
「
素
描
論
」
『
劉
生
書
一
集
及
芸
術
観
』
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、

四

三

三

ー

四

三

六

頁

）

。

．

(

2

0

)

同
前
、
四
三
七
ー
四
三
九
頁
。

(

2

1

)

実
際
に
リ
ー
チ
は
、
『
白
樺
』
等
の
記
事
（
「
蝕
銅
版
に
就
て
」
『
白
樺
』
第
二
巻
第

十
一
号
、
一
九
―
一
年
十
一
月
、
六
十
七
ー
七
十
三
頁
）
で
銅
版
各
技
法
に
つ
い
て

詳
細
に
説
明
す
る
な
ど
、
銅
版
画
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
を
紹
介
し
て
い
た
。
エ
ッ

チ
ン
グ
が
鋭
い
線
に
よ
る
細
部
の
描
写
に
適
す
る
一
方
、
ア
ク
ア
チ
ン
ト
は
面
的
な

効
果
を
生
み
、
ソ
フ
ト
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
エ
ッ
チ
ン
グ
は
ふ
く
よ
か
で
柔
ら
か
い
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
つ
線
や
面
の
表
現
に
適
す
る
。
な
お
、
ソ
フ
ト
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
エ
ッ
チ

ン
グ
は
リ
ー
チ
が
特
に
好
ん
だ
技
法
で
あ
っ
た
。

(

2

2

)

劉
生
は
一
九
一
四
年
三
月
の
個
展
で
初
め
て
素
描
作
品
を
出
品
し
た
後
、
同
年
十
一

月
に
は
素
描
の
み
の
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。

(

2

3

)

佐
藤
直
樹
「
岸
田
劉
生
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
受
容
ー
複
製
画
を
通
し
て
見
た
西

洋
古
典
絵
画
」
『
交
差
す
る
ま
な
ざ
し
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
代
日
本
の
美
術
』
展
図
録
、

東
京
国
立
近
代
美
術
館
・
国
立
西
洋
美
術
館
、
一
九
九
六
年
、
九
十
九
-
1
0
0
頁。

(

2

4

)

蔵
屋
美
香
に
よ
れ
ば
、
劉
生
に
よ
る
明
ら
か
な
参
照
が
認
め
ら
れ
る
の
は
『
白
樺
』

掲
載
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
お
よ
び
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
の
作
品
の
う
ち
数
点
に
限
ら
れ
、
肖

像
画
に
関
し
て
は
上
半
身
を
四
分
の
三
面
観
で
描
い
た
形
式
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
（
蔵

屋
美
香
「
麗
子
は
ど
こ
に
い
る
？
ー
岸
田
劉
生
1
9
1
4
,
1
9
1
8

の
肖
像
画
」
『
東
京
国

立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』
十
四
号
、
二

0
1
0
年
、
九
ー
十
頁
）
。

(

2

5

)

劉
生
は
特
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
素
描
に
お
け
る
「
髪
の
毛
な
ぞ
」
の
細
部
を
表
す
「
強

い
線
」
を
評
価
し
て
い
た
（
岸
田
劉
生
「
手
紙
」
『
現
代
の
美
術
』
第
四
巻
第
二
号
、

一
九
一
五
年
六
月
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
一
巻
、
五
二
九
ー
五
三

0
頁））。

(

2

6

)

椿
貞
雄
に
よ
れ
ば
、
劉
生
は
ま
ず
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ル
ー
ベ
ン
ス
、
ゴ
ヤ
を
受
容
し

て
か
ら
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
受
容
し
て
い
る
（
椿
貞
雄
「
草
土
社
時
代
の
岸
田
氏
」
『
ア

ト
リ
ヱ
』
昭
和
五
年
二
月
号
（
東
珠
樹
編
『
近
代
画
家
研
究
資
料
岸
田
劉
生
ー

木
村
荘
八
・
椿
貞
雄
』
東
出
版
、
一
九
七
六
年
、
一
五
五
頁
）
）
。

(

2

7

)

岸
田
劉
生
「
素
描
論
」
（
前
掲
書
、
四
三
四
頁
）
。

(

2

8

)

岸
田
劉
生
「
内
な
る
美
」
『
劉
生
書
一
集
及
芸
術
観
』
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、

三
六
六
ー
三
七

0
頁）。

(

2

9

)

岸
田
劉
生
「
装
飾
論
（
想
像
及
び
装
飾
の
道
）
」
（
前
掲
書
、
三
九
七
ー
三
九
八
頁
）
。

(

3

0

)

岸
田
劉
生
「
内
な
る
美
」
（
前
掲
書
、
三
七

0
頁）。

(

3

1

)

蔵
屋
美
香
『
ア
ー
ト
・
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
っ
と
知
り
た
い
岸
田
劉

生
ー
生
涯
と
作
品
』
東
京
美
術
、
二

0
一
九
年
、
五
十
四
ー
五
十
五
頁
。
こ
こ
で
の
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蔵
屋
の
指
摘
は
、
土
で
あ
れ
人
間
の
肌
で
あ
れ
、
同
じ
絵
の
具
と
い
う
物
質
で
描
か

れ
る
限
り
で
は
等
価
で
あ
る
と
捉
え
る
、
劉
生
の
絵
画
観
に
つ
い
て
も
及
ん
で
い
る
。

(

3

2

)

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
原
罪
に
よ
っ
て
人
は
死
ぬ
運
命
を
課
せ
ら

れ
る
。
「
創
世
記
」
に
は
、
原
罪
に
よ
っ
て
土
に
返
り
、
塵
に
返
る
べ
き
ア
ダ
ム
の

運
命
を
予
言
す
る
神
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(

3

3

)

蔵
屋
美
香
、
前
掲
論
文
（
註
2

4

)

、
十
二
頁
。

(

3

4

)

ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
か
ら
草
土
社
時
代
に
至
る
ま
で
、
劉
生
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
の
軌
跡
を

辿
る
木
村
荘
八
の
油
彩
画
に
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
な
筆
触
と
輪
郭
線
の
表
現
は

認
め
ら
れ
な
い
。
リ
ー
チ
が
エ
ッ
チ
ン
グ
を
指
導
し
た
メ
ン
バ
ー
に
木
村
は
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
劉
生
が
エ
ッ
チ
ン
グ
制
作
の
経
験
を
油
彩
画

に
活
か
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(

3

5

)

岸
田
麗
子
『
父
岸
田
劉
生
』
雪
華
社
、
一
九
六
二
年
、
六
十
八
頁
。

(

3

6

)

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
る
油
彩
画
に
は
同
様
の
細
か
い
曲
線
を
重
ね
た
筆
触
が
確
認
で

き
る
作
品
も
あ
り
、
仮
に
こ
の
点
が
確
認
で
き
る
高
画
質
の
複
製
図
版
が
当
時
の
劉

生
周
辺
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
劉
生
は
エ
ッ
チ
ン
グ
と
油
彩
の
両
方
に
お

け
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
表
現
か
ら
示
唆
を
受
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

図
版
は
モ
ノ
ク
ロ
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
の
丸
善
で
は
「
ク
ラ
シ
カ
ー
・

デ
ア
・
ク
ン
ス
ト
」
シ
リ
ー
ズ
の
『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
』
が
入
手
可
能
で
あ
っ
た
（
佐

藤
直
樹
「
日
本
近
代
美
術
に
お
け
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
受
容
鏡
の
前
の
中
村
弊
」

『
ド
レ
ス
デ
ン
国
立
美
術
館
展
1

世
界
の
鏡
~
エ
ッ
セ
イ
篇
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

二
0
0
五
年
、
九
十
三
頁
）
。
た
だ
し
線
的
要
素
へ
の
注
目
と
い
う
意
味
で
は
、
線

の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
エ
ッ
チ
ン
グ
の
方
が
、
よ
り
画
家
の
注
意
を
引
き
つ
け

た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

(

3

7

)

椿
貞
雄
、
前
掲
論
文
、
一
五
五
頁
。

(

3

8

)

一
九
一
四
年
二
月
八
日
と
八
月
三
十
一
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
の
二
図
を
指
す
。

(

3

9

)

第
二
回
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
の
会
場
に
設
置
さ
れ
た
劉
生
と
斎
藤
与
里
に
よ
る
ア
ー
チ

型
の
「
装
飾
画
」
に
関
し
て
は
、
画
家
自
身
の
発
想
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の

絵
の
形
が
部
屋
の
構
造
上
の
基
準
に
合
わ
せ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

(

4

0

)

岸
田
劉
生
「
装
飾
文
字
に
就
て
児
島
氏
に
」
『
読
売
新
聞
』
一
九
一
五
年
十
二
月

十
二
日
（
『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、
九
十
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図 1 岸田劉生 〈欲望》「天地創造」 1914年、エッチング・紙、郡山市立美術館

図2 岸田劉生 〈怒れるアダム》「天地創造」 1914年、エッチング・紙、郡山市立美術館
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図 3 岸田劉生 《石を噛む人〉「天地創造」 1914年、エッチング・紙、郡山市立美術館

図4 岸田劉生 《天地創造》1914年、インク・紙、個人蔵
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図5 岸田劉生 〈アダムの孤独）1914年頃、インク・紙、個人蔵

図6 岸田劉生 〈イヴを求むるアダム〉1914年頃、インク・紙、東京国立近代美術館
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図7 岸田劉生 〈TheEarth》1914年頃、インク・紙、東京国立近代美術館

図8 岸田劉生 〈自画像》1912年 3月14日、油彩・カンヴァス、東京都現代美術館
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図9 岸田劉生 〈自画像〉1914年 1月26日、油彩・カンヴァス、島根県立美術館

図 10 岸田劉生 《石を噛む人》（顔面部分）

- 103-



図 11 岸田劉生 〈石を噛む人〉 （脚部分）

笠心。へ．

図 12 レンブラント・ファン・レイン 《登家の母〉1628年、

ェッチング・紙、ニューヨーク、メトロポリタン美術館
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図 13 レンブラント・フ ァン ・レイン 《見つめつ＞あるレンブラン トの顔〉

1630年、エッチング・紙、ワシントン D.C.、ナシ ョナル・ギャラリー

図 14 ウィリアム・ブレイク 《咆嘩せるロス》「ユリゼンの［第一の］書』第6プレート、 1794年、

色刷りのレリーフ・エッチングにインクと水彩による仕上げ・紙、ロンドン、大英博物館
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図 15 岸田劉生〈古屋君の肖像（草持てる男の肖像）》1916年 9月10日、

油彩・カンヴァス、東京国立近代美術館

図 16 岸田劉生〈道路と土手と塀（切通之写生）》1915年 11月5日、

油彩・カンヴァス、東京国立近代美術館
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図 17 岸田劉生 〈高須光治君之肖像〉1915年 12月22日、油彩・板、豊橋市美術博物館

図 18 岸田劉生 〈自画像〉1914年 2月13日、油彩・カンヴァス、個人蔵
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図 19 岸田劉生 〈自画像〉1913年 11月5日、油彩・カンヴァス、下関市立美術館

図20 岸田劉生 〈自画像》1914年 2月 13日（右頬部分）
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図 21 岸田劉生 《自画像》1914年 5月20日、油彩・カンヴァス、岐阜県美術館

図 22 岸田劉生 《南京を持てる女》1914年 7月6日、油彩・カンヴァス、アーティゾン美術館
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図23 長谷川潔 《アダムとイヴと太院〉「個面」第4巻第 1号扉絵、 1915年、木版・紙、個人蔵

図24 河野通勢 《アダムとイブ》1914年 11月28日、油彩・紙ボード、個人蔵
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